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３３３．．．結結結婚婚婚ややや子子子育育育ててて

結婚や離婚についての考え方

（１）女性の幸福は結婚にあるのだから、女性は結婚する方がよい

● 肯定的な考え方が６割以上

「女性の幸福は結婚にあるのだから、女性は結婚する方がよい」という考え方については、『そう

思う』（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）が 64.0％で、平成 18年度調査（65.4％）

と比較して 1.4 ポイント低くなっている。

【性別】

● 男性の方が肯定的な考え方の割合が高い

『そう思う』は、男性が 67.6％で、女性（60.9％）を 6.7 ポイント上回っている。

【性・年代別】

● 女性では 30 歳代、男性では 20 歳代で肯定的な考え方の割合が低くなる

『そう思う』は、女性では 30 歳代で 44.2％、男性では 20歳代で 42.2％と低い割合になっている。
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（２）結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくてもどちらでもよい

● 肯定的な考え方が６割以上

「結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくてもどちらでもよい」という考え方について

は、『そう思う』が 63.7％で、平成 18年度調査（62.8％）と比較すると 0.9 ポイント増えている。

【性別】

● 女性の方が肯定的な考え方の割合が高い

『そう思う』は、女性が 70.6％で、男性（55.0％）を 15.6 ポイント上回っている。
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【性・年代別】

● 年代が高くなるほど肯定的な考え方の割合が低くなる

『そう思う』は、女性の 20～30 歳代、男性の 20 歳代で高く８割を超えているが、年代が高くな

るほど割合が低下する傾向となっている。

（３）結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない

● 「結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない」という考え方は約 4 割

「結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない」という考え方については、『そう思う』が 42.5％

で、平成 18年度調査（41.1％）と比較すると 1.4 ポイント増えている。『そう思わない』（「どちら

かといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計）は 57.5％となっている。

20.9

19.7

21.6

21.4

32.5

29.1

25.0

29.8

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

今回調査

（Ｎ＝2,594）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,700）

そう思う
どちらかといえば

そう思う
どちらかといえば
そう思わない そう思わない

『そう思う』 『そう思わない』

58.9

61.2

47.7

45.8

25.8

18.7

30.6

29.0

29.6

28.3

24.6

38.7

7.3

8.2

18.8

14.1

25.2

17.3

3.2

3.8

25.3

24.3

11.8

1.6

〔女性〕20歳代
（Ｎ＝124）

30歳代

（Ｎ＝183）

40歳代
（Ｎ＝260）

50歳代

（Ｎ＝297）

60歳代
（Ｎ＝333）

70歳以上

（Ｎ＝150）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえば

そう思わない

そう

思わない

『そう思う』 『そう思わない』

53.3

44.4

35.2

29.2

12.4

15.7

31.1

31.4

34.1

23.7

26.8

18.9

11.1

19.6

18.7

32.0

31.3

30.2

4.4

4.6

12.1

15.0

29.6

35.2

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

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝90）

30歳代

（Ｎ＝153）

40歳代
（Ｎ＝182）

50歳代

（Ｎ＝253）

60歳代

（Ｎ＝291）

70歳以上

（Ｎ＝159）



-62-

【性別】

● 男性の方が「結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない」という考え方の割合が低い

男女ともに『そう思わない』が過半数を占めているが、男性が 62.8％で、女性（52.7％）を 10.1

ポイント上回っている。

【性・年代別】

● 「結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない」という考え方について、20 歳代の男女の 7

割が肯定的

20 歳代では、男女とも 7割以上が『そう思う』としているが、30～50 歳代では、男女間の意識に

10 ポイント以上の差がある。
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（４）夫婦別姓を制度として認めてもよい

● 否定的な考え方が半数以上

「夫婦別姓を制度として認めてもよい」という考え方については、『そう思う』が 46.7％で、『そ

う思わない』が 53.2％と過半数を占めており、平成 18年度調査とほぼ同じ割合となっている。

【性別】

● 女性は肯定的、男性は否定的考え方が過半数を占める

女性は『そう思う』が 51.6％で、『そう思わない』（48.4％）を上回り、男性では『そう思わない』

（57.7％）が『そう思う』（42.3％）を上回っている。

【性・年代別】

● 男女とも 60 歳以上で否定的な意見が６割を超える

女性の 20～50 歳代、男性の 20歳代、40 歳代では、『そう思う』が過半数を占め、それ以外の性・

年代では『そう思わない』が過半数を占める。男女とも 60歳以上では、『そう思わない』が６割を

超える。
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（５）結婚しても夫婦間の愛情がなくなれば、離婚するのもやむを得ない

● 肯定的な考え方が６割以上

「結婚しても夫婦間の愛情がなくなれば、離婚するのもやむを得ない」という考え方について、

『そう思う』は 62.4％で、平成 18 年度調査（63.6％）と比較すると 1.2 ポイントの低下となって

いる。

【性別】

● 女性の方が肯定的考え方の割合が高い

『そう思う』は女性が 67.7％で、男性（56.6％）を 11.1 ポイント上回っている。
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【性・年代別】

● 女性の 30～40 歳代では肯定的な考え方が約８割を超える

『そう思う』は、40歳代では女性 80.6％、男性 63.2％で 17.4 ポイント、50歳代では女性 70.2％、

男性 48.6％で 21.6 ポイントそれぞれ女性の方が上回っている。
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晩婚化の理由

（あてはまるものを３つまで選択）

● 男性の晩婚化の理由は「独身生活の方が自由である」、女性は「仕事を持つ女性が増えて、女

性の経済力が向上した」が多い

男性の晩婚化の理由は、「独身生活の方が自由である」が 66.6％と最も多く、次いで「結婚を望

んでも自分にふさわしい相手に恵まれない」（45.8％）、「結婚しないことに対する世間のこだわり

が少なくなった」（36.6％）の順となっている。

女性の晩婚化の理由は、「仕事を持つ女性が増えて、女性の経済力が向上した」が 64.6％で最も

多く、次いで「独身生活の方が自由である」（47.8％）、「結婚しないことに対する世間のこだわり

が少なくなった」（45.2％）の順となっている。

【性別】

● 性別による傾向に大きな差はみられない

男性の晩婚化の理由、女性の晩婚化の理由とも、性別による傾向に大きな差はみられない。

２２
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【性・年代別】

● 「独身生活のほうが自由である」は、男女とも 20～30 歳代で高い

女性の晩婚化の理由としては、女性の 20 歳代で、「家事、育児に対する負担感、拘束感が大きい

ため」の割合が若干高くなっている。

男性の晩婚化の理由としては、男女とも「独身生活の方が自由である」が 20～30 歳代で高くなっ

ている。
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【男性の晩婚化の理由】

70.4

32.8

12.8

16.7

5.9

16.2

37.7

5.2

47.0

3.6

63.7

41.1

14.9

21.9

9.1

20.1

28.2

3.8

45.2

5.8

020406080

独身生活の方が自由である

結婚しないことに対する世間のこだわりが

少なくなった

仕事のためには、独身のほうが都合がよい

仕事を持つ女性が増えて、女性の経済力

が向上した

家事、育児に対する負担感、拘束感が大き

いため

社会慣行として見合いが減少した

親離れができていない

兄弟姉妹が減ったこと等による、婚姻による

改姓が障害となっている

結婚を望んでも自分にふさわしい相手に恵

まれない

その他

（％）

女性
（Ｎ＝1,177）

男性
（Ｎ＝1,126）

【女性の晩婚化の理由】

49.6

44.0

17.1

63.5

36.9

6.8

13.1

5.0

35.2

1.0

45.7

46.4

14.9

66.3

37.7

9.1

9.5

2.9

27.6

2.7

0 20 40 60 80（％）

女性
（Ｎ＝1,348）

男性
（Ｎ＝1,045）
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【女性の晩婚化の理由】

55.7

59.7

58.3

68.9

69.3

61.1

61.3

59.6

64.1

63.8

76.2

65.2

0 20 40 60 80 100

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝127）（Ｎ＝131）

30歳代

（Ｎ＝177）（Ｎ＝186）

40歳代

（Ｎ＝245）（Ｎ＝266）

50歳代

（Ｎ＝271）（Ｎ＝299）

60歳代

（Ｎ＝271）（Ｎ＝322）

70歳以上

（Ｎ＝97） （Ｎ＝144）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝92）（Ｎ＝80）

30歳代

（Ｎ＝161）（Ｎ＝141）

40歳代

（Ｎ＝194）（Ｎ＝184）

50歳代

（Ｎ＝253）（Ｎ＝243）

60歳代

（Ｎ＝273）（Ｎ＝256）

70歳以上

（Ｎ＝153）（Ｎ＝141）

(%)

【男性の晩婚化の理由】

13.4

22.0

18.8

16.2

13.3

17.5

4.3

14.3

23.2

30.4

23.8

21.6

020406080100

仕事を持つ女性が増えて、女性の経済力が向上した

【女性の晩婚化の理由】

49.6

45.2

40.6

33.1

29.5

32.6

33.8

40.4

47.3

41.2

31.6

29.8

0 20 40 60 80 100

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝127）（Ｎ＝131）

30歳代

（Ｎ＝177）（Ｎ＝186）

40歳代

（Ｎ＝245）（Ｎ＝266）

50歳代

（Ｎ＝271）（Ｎ＝299）

60歳代

（Ｎ＝271）（Ｎ＝322）

70歳以上

（Ｎ＝97） （Ｎ＝144）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝92）（Ｎ＝80）

30歳代

（Ｎ＝161）（Ｎ＝141）

40歳代

（Ｎ＝194）（Ｎ＝184）

50歳代

（Ｎ＝253）（Ｎ＝243）

60歳代

（Ｎ＝273）（Ｎ＝256）

70歳以上

（Ｎ＝153）（Ｎ＝141）

(%)

【男性の晩婚化の理由】

8.7

7.3

4.9

5.0

6.6

3.1

10.9

14.3

9.3

9.5

6.2

7.2

020406080100

家事、育児に対する負担感、拘束感が大きいため

【女性の晩婚化の理由】

5.3

12.4

11.7

15.1

15.5

13.9

2.5

7.8

10.9

7.4

10.2

15.6

0 20 40 60 80 100

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝127）（Ｎ＝131）

30歳代

（Ｎ＝177）（Ｎ＝186）

40歳代

（Ｎ＝245）（Ｎ＝266）

50歳代

（Ｎ＝271）（Ｎ＝299）

60歳代

（Ｎ＝271）（Ｎ＝322）

70歳以上

（Ｎ＝97） （Ｎ＝144）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝92）（Ｎ＝80）

30歳代

（Ｎ＝161）（Ｎ＝141）

40歳代

（Ｎ＝194）（Ｎ＝184）

50歳代

（Ｎ＝253）（Ｎ＝243）

60歳代

（Ｎ＝273）（Ｎ＝256）

70歳以上

（Ｎ＝153）（Ｎ＝141）

(%)

【男性の晩婚化の理由】

21.3

33.3

52.7

38.8

35.4

33.0

23.9

28.6

34.5

26.1

30.4

22.2

020406080100

親離れができていない

【女性の晩婚化の理由】

47.3

36.0

27.8

35.8

34.5

36.8

27.5

29.8

31.5

25.5

27.3

24.1

0 20 40 60 80 100

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝127）（Ｎ＝131）

30歳代

（Ｎ＝177）（Ｎ＝186）

40歳代

（Ｎ＝245）（Ｎ＝266）

50歳代

（Ｎ＝271）（Ｎ＝299）

60歳代

（Ｎ＝271）（Ｎ＝322）

70歳以上

（Ｎ＝97） （Ｎ＝144）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝92）（Ｎ＝80）

30歳代

（Ｎ＝161）（Ｎ＝141）

40歳代

（Ｎ＝194）（Ｎ＝184）

50歳代

（Ｎ＝253）（Ｎ＝243）

60歳代

（Ｎ＝273）（Ｎ＝256）

70歳以上

（Ｎ＝153）（Ｎ＝141）

(%)

【男性の晩婚化の理由】

40.2

52.0

41.2

53.1

41.7

59.8

35.9

39.8

48.5

49.0

44.0

48.4

020406080

結婚を望んでも自分にふさわしい相手に恵まれない
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出生数減少の理由

（あてはまるものをすべて選択）

● 「子どもの教育にお金がかかる」が６割以上

出生数減少の理由についてみると、「子どもの教育にお金がかかる」が 67.2％で最も多く、次い

で「経済的に余裕がない」（61.1％）、「仕事をしながら子育てをするのは難しい」（60.4％）の順と

なっている。

【性別】

● 「子どもの教育にお金がかかる」が男女とも最も多い

男女とも「子どもの教育にお金がかかる」が最も多く、次いで、女性では「仕事をしながら子育

てをするのは難しい」、男性では「経済的に余裕がない」が続いている。

33

67.2

61.1

60.4

48.9

37.8

36.6

32.6

10.7

8.8

2.9

70.4

57.4

64.7

44.7

43.5

45.6

32.7

14.5

10.0

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

子どもの教育にお金がかかる

経済的に余裕がない

仕事をしながら子育てをするのは難しい

結婚年齢があがっている（晩婚が増えている）

子供がいなくてもよいと考える人が増えている

育児に心理的、肉体的負担がかかる

結婚する人が少ない

自分の趣味やレジャーと両立しない

家が狭い

その他

（％）

今回調査
（Ｎ＝2,765）

平成18年度調査
（Ｎ＝2,798）

69.1

57.9

63.6

51.1

38.4

36.0

33.5

11.2

8.5

2.8

64.6

65.5

56.5

46.7

36.1

37.7

30.8

9.8

9.3

3.2

0 20 40 60 80

子どもの教育にお金がかかる

経済的に余裕がない

仕事をしながら子育てをするのは難しい

結婚年齢があがっている（晩婚が増えている）

子供がいなくてもよいと考える人が増えている

育児に心理的、肉体的負担がかかる

結婚する人が少ない

自分の趣味やレジャーと両立しない

家が狭い

その他

（％）

女性
（Ｎ＝1,410）

男性
（Ｎ＝1,221）
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【性・年代別】

● 30 歳代男女に経済的な負担感が高い

「子どもの教育にお金がかかる」では、30 歳代女性が 80.1％、「経済的に余裕がない」では、30

歳代男性が 79.8％と割合が高くなっている。また、「仕事をしながら子育てをするのは難しい」が

すべての性別年代別で５割を超えている。

子どもの教育にお金がかかる

68.9

80.1

70.9

64.4

64.1

72.8

72.9

69.3

64.7

61.2

63.9

62.4

0 20 40 60 80 100

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝275）

50歳代

（Ｎ＝303）

60歳代

（Ｎ＝348）

70歳以上

（Ｎ＝158）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝163）

40歳代

（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝278）

60歳代

（Ｎ＝305）

70歳以上

（Ｎ＝178）

(%)

経済的に余裕がない

68.9

64.9

62.2

58.7

48.3

51.9

67.7

79.8

69.7

65.1

59.7

57.3

0 20 40 60 80 100

(%)

仕事をしながら子育てをするのは

難しい

66.7

65.4

62.5

65.7

59.8

65.2

59.4

54.6

55.2

55.0

56.7

60.1

0 20 40 60 80 100
(%)

結婚年齢があがっている

（晩婚が増えている）

49.6

58.1

57.1

45.9

50.3

44.9

35.4

56.4

50.2

45.0

45.2

44.9

0 20 40 60 80 100
(%)

子供がいなくてもよいと考える

人が増えている

45.9

33.0

31.3

35.0

46.3

39.9

47.9

33.1

33.8

40.3

32.8

34.3

0 20 40 60 80 100

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝275）

50歳代

（Ｎ＝303）

60歳代

（Ｎ＝348）

70歳以上

（Ｎ＝158）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝163）

40歳代

（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝278）

60歳代

（Ｎ＝305）

70歳以上

（Ｎ＝178）

(%)

育児に心理的、肉体的負担

がかかる

32.6

41.9

29.1

40.9

33.9

38.6

27.1

28.8

39.8

40.6

43.0

35.4

0 20 40 60 80 100

(%)

結婚する人が少ない

32.6

24.1

32.7

35.3

39.9

29.1

31.3

31.9

33.3

30.6

27.2

33.1

0 20 40 60 80 100
(%)

自分の趣味やレジャーと

両立しない

21.5

13.1

10.9

9.9

6.9

12.7

6.3

14.1

12.9

11.5

8.9

3.4

0 20 40 60 80 100
(%)
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安心して子どもを産み育てるために必要なこと

（あてはまるものを３つまで選択）

● 「育児休業が取りやすく職場復帰しやすい職場環境」が最も多い

安心して子どもを産み育てるために必要なことは、「育児休業が取りやすく職場復帰しやすい職場

環境」が 46.2％で最も多く、次いで「子育てに対する職場の協力や理解」（37.2％）、「父親も育児・

看護休暇などが取得しやすい職場環境」（35.7％）の順となっている。

44

家が狭い

8.9

7.9

7.3

7.9

9.5

10.1

8.3

9.8

6.0

7.2

8.2

18.0

0 20 40 60 80 100

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝275）

50歳代

（Ｎ＝303）

60歳代

（Ｎ＝348）

70歳以上

（Ｎ＝158）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝163）

40歳代

（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝278）

60歳代

（Ｎ＝305）

70歳以上

（Ｎ＝178）

(%)

46.2

37.2

35.7

34.5

33.2

26.6

19.7

17.2

13.9

13.7

4.8

2.5

0 10 20 30 40 50

育児休業が取りやすく職場復帰しやすい職場環境

子育てに対する職場の協力や理解

父親も育児・看護休暇などが取得しやすい職場環境

教育費の負担の軽減

多様な保育サービスの充実

児童手当などの養育費の補助

子育て期のフレックスタイム制など
短時間勤務制度等の実施

事業所内に託児施設を設置し運営する

母子家庭・父子家庭への支援

乳幼児の医療費補助

妊娠・出産・育児の心理的負担を軽減するための

学習会の実施や相談窓口の充実

その他

（％）

今回調査
（Ｎ＝2,680）
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【性別】

● 「育児休業が取りやすく職場復帰しやすい職場環境」が男女とも最も多い

安心して子どもを産み育てるために必要なことは、男女とも「育児休業が取りやすく職場復帰し

やすい職場環境」が最も多く、次いで女性では、「子育てに対する職場の協力や理解」が多く、男

性では、「教育費の負担の軽減」が多い。

【性・年代別】

● 女性の 30～40 歳代は「多様な保育サービスの充実」、男性の 30～40 歳代は「教育費の負

担の軽減」が高い

「父親も育児・看護休暇などが取得しやすい職場環境」は、男性の 20～30 歳代で女性より高くな

っており、「多様な保育サービスの充実」は、女性の 30～40 歳代で高くなっている。「教育費の負

担の軽減」は男性の 30～40 歳代で高くなっている。

48.2

41.5

34.8

30.7

33.6

23.6

20.3

19.3

13.8

14.1

6.1

1.8

43.7

33.2

36.5

39.2

32.2

31.0

18.9

14.2

14.0

12.9

3.7

3.3

0 20 40 60

育児休業が取りやすく職場復帰しやすい職場環境

子育てに対する職場の協力や理解

父親も育児・看護休暇などが取得しやすい職場環境

教育費の負担の軽減

多様な保育サービスの充実

児童手当などの養育費の補助

子育て期のフレックスタイム制など
短時間勤務制度等の実施

事業所内に託児施設を設置し運営する

母子家庭・父子家庭への支援

乳幼児の医療費補助

妊娠・出産・育児の心理的負担を軽減するための

学習会の実施や相談窓口の充実

その他

（％）

女性
（Ｎ＝1,366）

男性
（Ｎ＝1,182）
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育児休業が取りやすく職場復帰

しやすい職場環境

45.8

38.9

39.9

52.2

53.3

57.9

54.3

36.9

38.5

46.5

43.0

46.5

0 20 40 60 80

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝131）

30歳代

（Ｎ＝185）

40歳代

（Ｎ＝271）

50歳代

（Ｎ＝289）

60歳代

（Ｎ＝338）

70歳以上

（Ｎ＝152）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝94）

30歳代

（Ｎ＝157）

40歳代

（Ｎ＝195）

50歳代

（Ｎ＝275）

60歳代

（Ｎ＝291）

70歳以上

（Ｎ＝170）

(%)

子育てに対する職場の協力や理解

41.2

45.9

38.0

36.3

39.3

57.2

35.1

34.4

28.2

30.5

30.2

46.5

0 20 40 60 80 (%)

父親も育児・看護休暇などが

取得しやすい職場環境

34.4

20.5

32.1

40.1

40.2

34.9

46.8

38.9

31.3

37.1

35.4

35.9

0 20 40 60 80 (%)

教育費の負担の軽減

29.0

36.2

41.0

29.1

24.6

23.7

27.7

45.9

50.8

40.7

34.0

32.4

0 20 40 60 80 (%)

多様な保育サービスの充実

31.3

41.1

42.8

36.3

29.6

13.8

31.9

30.6

33.3

34.9

32.0

28.8

0 20 40 60 80

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝131）

30歳代

（Ｎ＝185）

40歳代

（Ｎ＝271）

50歳代

（Ｎ＝289）

60歳代

（Ｎ＝338）

70歳以上

（Ｎ＝152）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝94）

30歳代

（Ｎ＝157）

40歳代

（Ｎ＝195）

50歳代

（Ｎ＝275）

60歳代

（Ｎ＝291）

70歳以上

（Ｎ＝170）

(%)

児童手当などの養育費の補助

35.1

35.1

20.3

19.4

20.7

19.7

24.5

38.2

36.9

23.3

33.7

28.8

0 20 40 60 80 (%)

子育て期のフレックスタイム制など

短時間勤務制度等の実施

20.6

14.6

20.3

23.5

23.7

13.2

25.5

16.6

13.8

21.1

19.6

18.2

0 20 40 60 80 (%)

事業所内に託児施設を

設置し運営する

16.8

21.6

17.0

17.0

21.6

21.7

21.3

14.6

10.3

12.4

17.9

11.2

0 20 40 60 80 (%)
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母子家庭・父子家庭への支援

13.7

15.1

12.9

12.8

12.7

18.4

8.5

8.9

12.8

16.4

16.5

14.7

0 20 40 60 80

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝131）

30歳代

（Ｎ＝185）

40歳代

（Ｎ＝271）

50歳代

（Ｎ＝289）

60歳代

（Ｎ＝338）

70歳以上

（Ｎ＝152）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝94）

30歳代

（Ｎ＝157）

40歳代

（Ｎ＝195）

50歳代

（Ｎ＝275）

60歳代

（Ｎ＝291）

70歳以上

（Ｎ＝170）

(%)

乳幼児の医療費補助

19.1

20.5

15.5

9.7

11.8

13.2

6.4

8.9

15.4

11.6

16.2

14.1

0 20 40 60 80 (%)

妊娠・出産・育児の心理的負担を軽

減するための学習会の実施や相談

窓口の充実

6

2

3

7

8

11

0

5

2

4

3

6

0 20 40 60 80 (%)
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４４４．．．家家家庭庭庭生生生活活活

家庭の仕事の役割

● 「子どもの教育としつけ」、「介護の必要な高齢者・病人の世話」、「地域活動への参加」は夫・

妻両方の役割

『夫の役割』（「主として夫の役割」と「どちらかといえば夫の役割」の合計）として考えられて

いることは、「生活費を稼ぐ」で、８割を占める。一方『妻の役割』（「主として妻の役割」と「ど

ちらかといえば妻の役割」の合計）として考えられているのは、「食事のしたく」、「日々の家計の

管理」、「掃除、洗濯」、「育児（乳幼児の世話）」、「日常の買い物」の順でそれぞれ６割以上となっ

ている。「子どもの教育としつけ」、「介護の必要な高齢者・病人の世話」、「地域活動への参加」は

「両方同じ程度の役割」が高くなっている。

11

37.6

1.2

0.2

0.5

0.3

0.5

0.4

0.6

0.0

6.4

43.0

22.6

17.0

27.4

17.7

38.4

32.6

35.8

65.2

78.6

35.0

62.4

47.0

37.5

39.2

20.3

12.7

42.3

4.2

25.3

32.4

21.4

25.6

21.0

5.5

4.1

20.4

0.2

0.8

3.3

2.0

0.8

2.1

0.4

主として

夫の役割

どちらかといえば

夫の役割

1.5

0.3

1.6

0.4

0.8

0.6

1.8

0.1

両方同じ程度

の役割

32.6

42.6

0.2

どちらかといえば

妻の役割

1.1

主として

妻の役割

0.3

0.9

その他の

家族の役割

0.4

0.3

1.8

1.4

1.8

1.9

5.9

1.7

2.1

1.7

1.8

いずれにも

該当しない

2.2

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

生活費を稼ぐ
（Ｎ＝2,752）

日々の家計の管理
（Ｎ＝2,725）

食事のしたく
（Ｎ＝2,733）

食事の後かたづけ
（Ｎ＝2,725）

掃除、洗濯
（Ｎ＝2,729）

日常の買い物
（Ｎ＝2,729）

介護の必要な高齢者・
病人の世話（Ｎ＝2,713）

子どもの教育としつけ
（Ｎ＝2,719）

育児（乳幼児の世話）
（Ｎ＝2,704）

地域活動への参加
（Ｎ＝2,727）
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（１）生活費を稼ぐ

【性別】

【性・年代別】

37.6

39.1

43.0

42.3

17.0

16.8
0.0

0.2

0.2

0.3

0.4

0.1

1.4

1.4

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

今回調査
（Ｎ＝2,752）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,762）

主として夫の役割 どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

33.9

41.1

44.1

42.5

20.0

13.5
0.2

0.3

0.2

0.4

0.7

0.3

1.0

1.9

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

女性

（Ｎ＝1,409）

男性

（Ｎ＝1,209）

主として夫の役割 どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

32.6

19.9

32.0

33.8

36.0

50.9

39.3

48.7

46.5

41.1

49.4

32.1

28.1

30.4

17.8

23.7

11.7

15.7

0.6

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.6

0.0

3.6

0.0

0.7

0.0

1.3

0.0

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝275）

50歳代

（Ｎ＝299）

60歳代
（Ｎ＝350）

70歳以上

（Ｎ＝159）

主として夫の役割 どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない
その他の家族の役割
主として妻の役割

両方同じ程度の役割

34.4

32.9

40.8

39.1

44.8

49.4

34.4

37.3

40.8

48.5

45.5

39.4

25.0

24.8

15.4

11.3

7.7

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

0.7

1.2

3.0

3.7

1.3

0.0

0.4

6.3

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝161）

40歳代
（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝274）

60歳代

（Ｎ＝297）

70歳以上

（Ｎ＝180）
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（２）日々の家計の管理

【性別】

【性・年代別】

27.4

29.1

42.6

42.7

25.3

24.2
1.0

1.2

1.5

1.5

0.3

0.2

1.2

1.8

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

今回調査
（Ｎ＝2,725）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,720）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

1.1

1.3

25.5

29.1

44.9

39.9

24.7

26.3

0.3

0.2
1.3

1.6
1.7

1.8

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

女性
（Ｎ＝1,394）

男性
（Ｎ＝1,201）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

0.7

25.2

32.5

32.2

24.9

22.8

12.8

44.4

39.8

37.4

48.8

47.4

51.9

27.4

24.6

23.4

20.9

26.9

27.6

0.0

0.0

0.0

0.7

0.6

0.0

0.0

0.0

0.6

2.0

3.8 2.6

1.2

2.0

1.8

1.0

1.5 1.5

2.1

1.3

0.6

0.7

4.4

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝273）

50歳代

（Ｎ＝297）

60歳代
（Ｎ＝342）

70歳以上

（Ｎ＝156）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割 どちらかといえば妻の役割

2.1

1.2

1.0

2.0

2.3

33.3

31.7

27.6

24.1

28.3

35.6

37.5

38.5

42.2

45.3

35.4

39.1

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

2.9

1.3

1.5

1.5

0.0

0.0

24.2

25.0

25.6

27.4

31.0

20.1

2.0

4.3

2.0

0.0

1.1

2.1

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝161）

40歳代
（Ｎ＝199）

50歳代

（Ｎ＝274）

60歳代

（Ｎ＝297）

70歳以上

（Ｎ＝174）
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（３）食事のしたく

【性別】

【性・年代別】

17.7

18.3

47.0

46.4

32.4

32.9
0.3

0.2

0.0

0.3

0.7

0.8

1.4

1.7

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

今回調査
（Ｎ＝2,733）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,745）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

0.1

0.2

19.7

15.9

46.4

46.9

31.4

33.6

1.0

0.7
0.5

0.1
1.3

2.2

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

女性
（Ｎ＝1,402）

男性
（Ｎ＝1,201）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

31.9

25.7

20.4

26.1

41.5

48.2

44.7

44.1

52.9

41.1

25.2

24.1

29.1

29.1

36.3

43.0

1.5

2.1

1.5

0.0

0.6

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0
12.0

9.0

1.3

0.6

0.7

4.4

0.0

0.0
〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝275）

50歳代

（Ｎ＝299）

60歳代
（Ｎ＝344）

70歳以上

（Ｎ＝156）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

0.0

0.0

0.0

0.4

0.7

0.0

27.1

26.1

18.4

16.3

47.9

41.6

41.8

51.1

45.8

52.3

0.0

0.0

2.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

2.5

0.0

9.9

10.4

24.8

18.8

35.8

36.9

40.7

30.2

2.0

5.0

1.7

1.2

0.4

6.3

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝161）

40歳代
（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝274）

60歳代

（Ｎ＝297）

70歳以上

（Ｎ＝172）
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（４）食事の後かたづけ

【性別】

【性・年代別】

0.4

0.8

36.7

41.0

32.6

31.9

23.3

19.2

4.4

2.3
2.4

0.9
1.7

2.4

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

女性
（Ｎ＝1,396）

男性
（Ｎ＝1,199）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

38.4

39.7

32.6

32.0

21.4

20.8
0.7

0.5

1.6

1.6

3.8

3.3

1.4

2.1

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

今回調査
（Ｎ＝2,725）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,740）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

0.0

0.4

0.6

1.3

55.6

47.6

37.7

38.4

34.1

37.7

31.9

33.7

33.6

22.2

8.9

12.6

22.7

21.2

29.8

39.2

1.5

1.0

2.9

4.0

7.0

8.9

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.7

1.8

1.3 25.9

26.0

1.3

1.2

2.0

4.4

0.0

0.0
〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝273）

50歳代

（Ｎ＝297）

60歳代
（Ｎ＝342）

70歳以上

（Ｎ＝158）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

0.0

1.3

1.0

0.4

1.3

0.0

55.2

53.5

36.3

44.8

25.0

22.6

31.8

42.0

28.6

34.3

0.0

4.0

1.5

2.0

5.21.2

3.7

1.5

2.0

2.1

3.8

34.3

37.0

15.1

10.4

22.9

19.3

24.9

13.4

0.0

2.0

3.8

2.4

1.2

1.1

7.3

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝159）

40歳代
（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝274）

60歳代

（Ｎ＝297）

70歳以上

（Ｎ＝172）
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（５）掃除、洗濯

【性別】

【性・年代別】

0.3

0.3

32.2

33.3

36.7

37.9

26.1

24.9

2.9

1.2
0.3

0.4
1.3

2.0

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

女性
（Ｎ＝1,402）

男性
（Ｎ＝1,197）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

32.6

30.7

37.5

39.9

25.6

25.0
0.3

0.3

0.5

0.4

2.2

2.0

1.3

1.7

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

今回調査
（Ｎ＝2,729）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,736）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

0.0

0.0

0.0

0.6

1.3

48.9

39.8

31.9

33.8

36.3

35.1

37.0

35.8

38.4

36.7

10.4

24.1

25.6

26.4

29.2

35.4

3.0

1.0

1.1

3.3

4.0

5.1

0.0
1.5

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0
20.3

26.0

1.3

0.6

0.7

4.4

0.0

0.0
〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝273）

50歳代

（Ｎ＝299）

60歳代
（Ｎ＝346）

70歳以上

（Ｎ＝158）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

0.4

43.8

39.6

33.3

35.3

33.3

36.5

36.3

41.6

36.7

40.0

0.0

1.0

0.0

2.0

3.5

0.7

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

1.0

0.0

0.0

28.8

29.6

20.1

16.7

25.9

28.1

28.6

21.2

0.0

2.0

3.8

1.7

0.0

1.1

6.3

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝159）

40歳代
（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝274）

60歳代

（Ｎ＝297）

70歳以上

（Ｎ＝170）
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（６）日常の買い物

【性別】

【性・年代別】

32.7

39.1

40.7

37.7

23.2

18.5

1.2

0.5
0.6

0.3

1.7

0.2
1.7

2.0

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

女性
（Ｎ＝1,396）

男性
（Ｎ＝1,203）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

35.8

38.4

39.2

36.1

21.0

22.4
0.7

0.5

0.4

0.8

0.7

0.8

1.3

1.8

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

今回調査

（Ｎ＝2,729）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,742）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

0.0

0.0

0.7

0.0

0.6

0.0

45.9

36.6

23.6

37.6

37.8

39.3

46.2

38.0

38.7

44.9

14.8

22.0

23.3

23.7

26.7

23.1

0.0

1.0

1.8

0.0

1.7

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

1.3
26.9

30.8

1.3

1.2

0.7

4.4

1.0

1.5
〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝275）

50歳代

（Ｎ＝295）

60歳代
（Ｎ＝344）

70歳以上

（Ｎ＝156）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

0.0

0.0

0.0

1.1

1.3

0.0

42.7

50.3

39.3

39.0

40.6

27.7

35.8

37.6

38.9

45.9

0.0

0.0

0.0

1.3

1.2
0.0

2.0

1.5

2.0

2.1

2.5

38.7

32.2

14.5

10.4

20.9

20.1

22.6

14.0

0.0

2.0

5.0

1.7

0.0

1.1

4.2

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝159）

40歳代
（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝274）

60歳代

（Ｎ＝301）

70歳以上

（Ｎ＝172）
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（７）介護の必要な高齢者・病人の世話

【性別】

【性・年代別】

65.2

67.5

20.3

18.2

5.5

4.80.5

0.4

0.7

0.6

3.2

2.1

5.1

5.9

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

今回調査

（Ｎ＝2,713）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,734）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない
その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

0.6

0.2

65.3

65.2

19.6

21.2

6.5

4.3

2.7

1.2

0.1

1.3

5.0

6.6

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

女性

（Ｎ＝1,390）

男性

（Ｎ＝1,193）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

0.0

0.0

0.7

0.0

0.6

2.6

60.2

61.4

67.5

73.6

29.3

23.3

15.5

16.1

18.6

23.4

3.0

2.1

7.4

7.4

7.8

9.1

3.0

0.7

4.1

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3
57.1

64.2

3.0

2.1

2.6

4.7

2.3

5.9

11.1

4.5
〔女性〕20歳代

（Ｎ＝133）

30歳代

（Ｎ＝189）

40歳代

（Ｎ＝271）

50歳代

（Ｎ＝299）

60歳代
（Ｎ＝344）

70歳以上

（Ｎ＝154）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

65.6

61.0

58.7

72.9

17.7

19.5

24.4

23.9

21.7

15.9

2.2

2.4

0.7

0.0

2.0

2.1

1.3

64.0

68.5

2.5

6.3

4.0

5.9

4.4

2.4

0.0

2.9

0.0

1.5

2.1

9.5

14.5

4.7

3.5

4.0

6.3

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝159）

40歳代
（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝272）

60歳代

（Ｎ＝295）

70歳以上

（Ｎ＝170）
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（８）子どもの教育としつけ

【性別】

【性・年代別】

1.1

78.6

83.3

12.7

8.2 3.9

0.6

1.5

1.8
4.1

0.4

0.3

1.6

1.9

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

今回調査
（Ｎ＝2,719）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,732）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない
その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

0.4

0.8

80.3

76.8

12.3

13.1

4.6

3.7
2.9

0.7
0.1

0.4

1.5

2.2

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

女性
（Ｎ＝1,394）

男性
（Ｎ＝1,195）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割
どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.9

90.4

79.6

82.9

87.2

6.7

15.7

12.4

5.4

14.3

21.4

1.5

2.1

2.5

6.7

3.2

13.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

1.2

2.6 57.8

78.9

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

1.3

1.8

0.0

2.2

2.6

1.5
〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝275）

50歳代

（Ｎ＝297）

60歳代
（Ｎ＝342）

70歳以上

（Ｎ＝154）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割
いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

91.7

81.4

75.9

75.0

6.3

12.4

14.1

13.6

15.3

12.2

1.5

2.3

1.4

0.0

1.0

0.0

0.0

2.3

2.0

3.3

5.0

0.0

3.7

76.1

71.9

0.0

0.0

2.0

4.4

6.1

5.8

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

1.5

2.5

3.4

2.3

1.1

2.1

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝161）

40歳代
（Ｎ＝199）

50歳代

（Ｎ＝272）

60歳代

（Ｎ＝295）

70歳以上

（Ｎ＝172）
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（９）育児（乳幼児の世話）

【性別】

【性・年代別】

35.0

34.8

42.3

41.2 20.6
0.2

0.0

0.0

0.1
20.4

0.8

0.4

2.3

1.8

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

今回調査
（Ｎ＝2,704）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,713）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない
その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

0.0

35.2

35.5

40.6

43.0

21.8

19.3

0.0

0.0

0.3
0.4

0.4

1.7

1.8

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

女性
（Ｎ＝1,388）

男性
（Ｎ＝1,188）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

43.7

39.3

33.7

45.8

32.6

44.5

42.1

37.0

43.9

39.3

22.2

14.7

21.2

16.5

23.7

38.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

1.30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

1.3 18.7

28.9

1.3

1.8

0.7

2.9

1.6

1.5
〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝273）

50歳代

（Ｎ＝297）

60歳代
（Ｎ＝342）

70歳以上

（Ｎ＝150）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割

どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割両方同じ程度の役割

54.2

41.6

38.8

22.9

37.5

42.2

45.8

46.5

33.8

54.2

0.0

0.5

1.5

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.4

37.5

14.9

6.3

13.9

21.8

25.9

21.7

0.0

1.0

1.2

2.7

1.2

1.8

2.1

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝161）

40歳代
（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝271）

60歳代

（Ｎ＝293）

70歳以上

（Ｎ＝166）
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（10）地域活動への参加

【性別】

【性・年代別】

6.1

6.9

16.9

29.3

67.7

55.8

4.8

3.8

1.3

1.1

1.1

0.8

2.1

2.3

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

女性
（Ｎ＝1,400）

男性
（Ｎ＝1,197）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割
どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

3.0

2.1

4.1

5.0

8.4

14.1

17.8

15.7

12.9

14.6

20.5

21.2

70.4

74.9

72.0

73.4

3.0

2.1

4.4

5.3

7.2

3.8 3.853.2

61.0

2.6

0.6

1.3

1.5

1.0

1.5

0.0

0.3

1.2

1.5

1.0

1.3

1.2

0.0

5.2

3.1

3.0
〔女性〕20歳代

（Ｎ＝135）

30歳代

（Ｎ＝191）

40歳代

（Ｎ＝271）

50歳代

（Ｎ＝301）

60歳代
（Ｎ＝346）

70歳以上

（Ｎ＝156）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割 どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割
主として妻の役割

両方同じ程度の役割

4.2

2.5

5.0

6.6

8.7

11.6

31.3

28.7

21.9

29.0

36.5

25.6

60.4

59.9

62.2

58.1

5.1

8.0

3.7

2.048.2

54.0

3.5

0.0

0.0

2.7

1.8

0.0

0.0

0.0

2.2

2.1

0.0

1.3

0.0

0.0

2.1

2.6

1.2

2.0

2.5

3.0

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝96）

30歳代

（Ｎ＝157）

40歳代
（Ｎ＝201）

50歳代

（Ｎ＝272）

60歳代

（Ｎ＝299）

70歳以上

（Ｎ＝172）

6.4

5.0

22.6

15.6

62.4

68.1 5.0

4.2

1.8

1.1

1.4

0.9

3.1

2.2

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

今回調査
（Ｎ＝2,727）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,735）

主として夫の役割

どちらかといえば夫の役割 どちらかといえば妻の役割

いずれにも該当しない

その他の家族の役割
主として妻の役割

両方同じ程度の役割
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５５５．．．男男男性性性ののの参参参画画画

男性の地域社会や家庭生活における活動への参画

（あてはまるものを３つまで選択）

（１）「男性はもっと地域社会の活動に参画する必要がある」という考え方

● 『同感する』が８割以上

「男性はもっと地域社会の活動に参画する必要がある」という考え方についてみると、『同感する』

（「同感する」と「どちらかといえば同感する」の合計）は、83.6％で、平成 18年度調査と比較し

て、0.5 ポイント低下している。

【性別】

● 女性の方が『同感する』割合がやや高い

『同感する』は、女性が 86.8％で、男性（79.8％）を 7.0 ポイント上回っている。

【性・年代別】

● 男女とも 70 歳以上で『同感する』が９割以上

『同感する』は、いずれの年代でも女性の方が割合が高くなっている。男女とも 70歳以上で最も

割合が高く、９割以上となっており、男性の 20歳代、40 歳代で割合が低くなっている。

11

32.6

27.6

54.2

52.2

2.1

8.8 4.5

9.9

7.0

1.2

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

女性

（Ｎ＝1,394）

男性

（Ｎ＝1,219）

同感する どちらかといえば同感する

同感しない

わからない

どちらかといえば同感しない

30.9

36.2

52.7

47.9

5.3

4.8

2.7

2.6

8.4

8.5

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

今回調査

（Ｎ＝2,747）

平成18年度調査
（Ｎ＝2,755）

同感する どちらかといえば同感する

同感しない

わからない

どちらかといえば同感しない
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（２）「男性はもっと家庭生活における活動に参画する必要がある」という考え方

● 『同感する』が８割以上

「男性はもっと家庭生活における活動に参画する必要がある」という考え方についてみると、『同

感する』は 85.3％で、平成 18年度調査（89.0％）と比較すると、3.7 ポイント低くなっている。

【性別】

●女性の方が『同感する』割合がやや高い

『同感する』は、女性が 88.5％で、男性（81.5％）を 7.0 ポイント上回っている。

28.7

42.0

56.6

47.0

6.3

3.4 2.2

1.7 6.7

5.5

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

今回調査

（Ｎ＝2,746）

平成18年度調査

（Ｎ＝2,715）

同感する どちらかといえば同感する

同感しない

わからない

どちらかといえば同感しない

34.5

21.1

54.0

60.4

4.1

8.7 3.2

0.5

6.5

6.9

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

女性

（Ｎ＝1,404）

男性

（Ｎ＝1,208）

同感する どちらかといえば同感する

同感しない

わからない

どちらかといえば同感しない

23.1

28.0

34.4

36.2

31.8

38.2

50.7

54.8

53.4

53.0

56.5

54.8

0.7

3.2

3.6

2.0

1.8

3.2

0.0

0.7

0.0

1.3

0.6

1.9 5.1

9.4

7.4

7.9

10.8

25.4〔女性〕20歳代

（Ｎ＝134）

30歳代

（Ｎ＝186）

40歳代

（Ｎ＝279）

50歳代

（Ｎ＝298）

60歳代
（Ｎ＝340）

70歳以上

（Ｎ＝157）

同感する どちらかといえば同感する

同感しない

わからない

どちらかといえば同感しない

8.6

28.7

20.9

21.5

32.6

44.0

50.5

47.9

46.9

58.0

55.0

48.9

12.9

10.8

13.3

9.9

6.2

2.7

8.6

6.6

7.1

5.8

2.0

0.0

19.4

6.0

11.7

4.7

4.2

4.4

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

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝93）

30歳代
（Ｎ＝167）

40歳代
（Ｎ＝196）

50歳代

（Ｎ＝274）

60歳代

（Ｎ＝307）

70歳以上
（Ｎ＝182）
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【性・年代別】

●女性のすべての年代で『同感する』が８割を超えている

『同感する』は、女性ではすべての年代で８割を超えている。

38.1

44.1

38.4

37.9

25.6

26.4

47.0

44.6

55.2

51.0

62.1

56.6

3.0

4.8

2.2

3.7

4.6

7.5

0.0

0.7

0.0

0.0

0.3

2.5 6.9

7.5

7.4

3.6

6.5

11.9〔女性〕20歳代

（Ｎ＝134）

30歳代

（Ｎ＝186）

40歳代

（Ｎ＝279）

50歳代

（Ｎ＝298）

60歳代
（Ｎ＝348）

70歳以上

（Ｎ＝159）

同感する どちらかといえば同感する

同感しない

わからない

どちらかといえば同感しない

15.1

32.7

23.0

19.8

17.4

19.9

57.0

52.1

53.1

62.3

65.2

67.0

10.8

7.3

7.1

10.3

10.5

5.1

2.2

1.8

7.1

2.9

3.3

1.1

15.1

6.1

9.7

4.8

3.6

6.8

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

〔男性〕20歳代
（Ｎ＝93）

30歳代

（Ｎ＝165）

40歳代
（Ｎ＝196）

50歳代

（Ｎ＝273）

60歳代

（Ｎ＝305）

70歳以上

（Ｎ＝176）
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男性の地域や家庭における活動への積極的な参加のために必要なこと

（あてはまるものをすべて選択）

● 「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」が６割以上

男性の地域や家庭における活動への積極的な参加のために必要なこととしては、「夫婦や家族間で

のコミュニケーションをよくはかること」が最も多く、次いで「男性が家事などに参加することに

対する男性自身の抵抗感をなくすこと」が続いている。

【性別】

●「男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」、「社会の中で、男

性による家事、子育て、介護、地域活動についての評価を高めること」、「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」で男女間に意識差

女性では「男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」が、男性で

は「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」が最も多くなっている。「男性が家

事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」、「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」、「社会の中で、男性による家事、子育て、

介護、地域活動についての評価を高めること」で、女性の方が男性より 10 ポイント以上高く、男

女間に意識の差が見られる。

２２

65.7

58.2

41.8

40.8

38.4

24.9

18.6

16.9

16.3

15.2

3.1

2.1

64.1

61.9

46.0

45.0

43.3

27.5

20.2

16.8

19.7

16.1

2.2

1.7

0 10 20 30 40 50 60 70

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

男性が家事などに参加することに対する

男性自身の抵抗感をなくすこと

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、

地域活動についての評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度の普及で、仕事以外の

時間をより多く持てるようにすること

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

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心を

もてるよう啓発や情報提供を行うこと

男性が子育てや介護、地域活動を行うための、
仲間づくりを進めること

男性が家事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

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、

男性が相談しやすい窓口を設けること

国や地方自治体などの研修等により、男性の
家事や子育て、介護等の技能を高めること

その他

特に必要なことはない

（％）

今回調査
（Ｎ＝2,766）

平成18年度調査
（Ｎ＝2,712）
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【性・年代別】

● 「男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」、「社会の中で、

男性による家事、子育て、介護、地域活動についての評価を高めること」で男女間に意識差

「男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」については、30～60

歳代で女性が男性より 20ポイント程度高くなっている。また、「社会の中で、男性による家事、子

育て、介護、地域活動についての評価を高めること」、「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」についてみると、30～50 歳代で女性の方が高くなって

おり、男女間に意識の差がみられる。男性の 40 歳代では「労働時間短縮や休暇制度の普及で、仕

事以外の時間をより多く持てるようにすること」の割合が高くなっている。

65.3

65.9

47.1

40.9

42.8

28.2

20.8

18.6

16.5

15.6

1.6

1.5

65.6

50.0

36.1

41.3

32.2

21.0

16.1

15.2

15.3

14.1

5.0

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

男性が家事などに参加することに対する

男性自身の抵抗感をなくすこと

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、

地域活動についての評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度の普及で、仕事以外の

時間をより多く持てるようにすること

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

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心を

もてるよう啓発や情報提供を行うこと

男性が子育てや介護、地域活動を行うための、
仲間づくりを進めること

男性が家事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

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、

男性が相談しやすい窓口を設けること

国や地方自治体などの研修等により、男性の
家事や子育て、介護等の技能を高めること

その他

特に必要なことはない

（％）

女性
（Ｎ＝1,416）

男性
（Ｎ＝1,212）

夫婦や家族間でのコミュニケーション

をよくはかること

76.9

53.3

64.2

66.9

66.1

66.7

65.6

49.7

61.5

67.1

67.4

79.1

0 20 40 60 80

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝134）

30歳代

（Ｎ＝182）

40歳代

（Ｎ＝279）

50歳代

（Ｎ＝305）

60歳代

（Ｎ＝351）

70歳以上

（Ｎ＝165）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝93）

30歳代

（Ｎ＝167）

40歳代

（Ｎ＝192）

50歳代

（Ｎ＝277）

60歳代

（Ｎ＝301）

70歳以上

（Ｎ＝182）

(%)

男性が家事などに参加することに

対する男性自身の抵抗感を

なくすこと

59.7

68.7

59.5

68.2

75.5

53.9

61.3

43.7

39.1

47.3

51.8

62.6

0 20 40 60 80 (%)

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

の評価を高めること

42.5

58.8

52.0

47.9

44.7

33.3

44.1

37.7

41.1

29.6

36.9

34.1

0 20 40 60 80 (%)

労働時間短縮や休暇制度の

普及で、仕事以外の時間をより

多く持てるようにすること

48.5

48.9

43.7

46.2

33.3

27.3

44.1

48.5

54.7

44.4

31.6

30.2

0 20 40 60 80 (%)
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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

47.8

50.0

50.2

39.7

34.2

42.4

33.3

26.9

22.9

34.7

33.9

39.6

0 20 40 60 80

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝134）

30歳代

（Ｎ＝182）

40歳代

（Ｎ＝279）

50歳代

（Ｎ＝305）

60歳代

（Ｎ＝351）

70歳以上

（Ｎ＝165）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝93）

30歳代

（Ｎ＝167）

40歳代

（Ｎ＝192）

50歳代

（Ｎ＝277）

60歳代

（Ｎ＝301）

70歳以上

（Ｎ＝182）

(%)

男性が家事、子育て、介護、地域

活動に関心をもてるよう啓発や情

報提供を行うこと

23.9

22.0

27.2

30.5

30.2

32.1

24.7

14.4

10.9

18.8

23.3

35.2

0 20 40 60 80 (%)

男性が子育てや介護、地域活動

を行うための、仲間づくりを

進めること

23.1

14.3

17.9

21.6

23.6

23.6

16.1

21.6

14.6

13.0

15.6

18.1

0 20 40 60 80 (%)

男性が家事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

14.2

11.5

17.9

17.4

22.8

24.8

12.9

10.8

15.6

12.3

17.9

19.8

0 20 40 60 80 (%)

家庭や地域活動と仕事の両立など

の問題について、男性が相談

しやすい窓口を設けること

15.7

13.2

12.9

15.4

17.4

26.7

14.0

15.6

12.5

12.6

18.6

17.6

0 20 40 60 80

〔女性〕20歳代

（Ｎ＝134）

30歳代

（Ｎ＝182）

40歳代

（Ｎ＝279）

50歳代

（Ｎ＝305）

60歳代

（Ｎ＝351）

70歳以上

（Ｎ＝165）

〔男性〕20歳代

（Ｎ＝93）

30歳代

（Ｎ＝167）

40歳代

（Ｎ＝192）

50歳代

（Ｎ＝277）

60歳代

（Ｎ＝301）

70歳以上

（Ｎ＝182）

(%)

国や地方自治体などの研修等

により、男性の家事や子育て、

介護等の技能を高めること

9.7

9.9

12.9

14.8

17.4

29.1

6.5

10.8

9.9

12.3

17.6

22.5

0 20 40 60 80 (%)


