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Ⅲ．調査結果 

 

１ 男女の地位に関する意識について 

（１）各分野での男女の地位の平等感 

問９ あなたは、次にあげるそれぞれの分野で、男女の地位は平等になっていると思います

か。それぞれの項目について番号を１つずつ選んでください。 

●社会全体でみると「平等である」は 13.7％、『男性が優遇』されているが 66.9％ 

各分野での男女の地位の平等感は、「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が

優遇されている」をあわせた『男性が優遇』は、「社会全体でみて」では 66.9％である。 

分野別にみると、『男性が優遇』が大きな割合を占めるのは「政治の場で」が最も多く 76.5％、

次いで「社会通念・慣習・しきたりなど」が 73.3％と続いている。 

「平等である」は、「学校教育の場で」が最も多く 53.1％となっている。 
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① 家庭生活で 

家庭生活での平等感は、令和元年度調査と比較して、「平等である」が 3.9 ポイント、『女性

が優遇』が 2.0 ポイント上昇し、『男性が優遇』が 9.9 ポイント低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】（家庭生活で） 

女性では、『男性が優遇』が 51.0％と半数を超えており、男性の 33.2％を 17.8 ポイント上

回っている。 
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【性・年代別】（家庭生活で） 

男性では、どの年代においても『男性が優遇』が 50％以下となっている。 

女性では、概ね 30 歳以上（60～69 歳は除く）の年代は『男性が優遇』が 50％を超えてい

る。また、男性よりどの年代においても『男性が優遇』の意識が高くなっている。 
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【地域別】（家庭生活で） 

大津地域、湖南地域、甲賀地域、湖東地域、湖北地域、湖西地域では、『男性が優遇』が 40％

を超えている。 
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② 職場の中で 

職場の中での平等感は、令和元年度調査と比較して、『男性が優遇』が 11.9 ポイント低下し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】（職場の中で） 

女性では、『男性が優遇』が 47.0％、男性の 35.4％を 11.6 ポイント上回っている。 
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【性・年代別】（職場の中で） 

男性では、60～69 歳は『男性が優遇』が最も多く 53.8％となっている。 

女性では、40～59 歳、70 歳以上の年代は『男性が優遇』が 50％を超えている。 
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【地域別】（職場の中で） 

大津地域、湖南地域、甲賀地域、湖東地域、湖北地域では、『男性が優遇』が 40％を超えて

おり、湖東地域が最も多く 51.3％となっている。 
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③ 学校教育の場で 

学校教育の場での平等感は、「平等である」が最も多く 53.1％、令和元年度調査と比較して

1.4 ポイント低下している。 

 

 

 

 

 

【性別】（学校教育の場で） 

「平等である」が男性は 57.1％、女性は 49.8％で最も多くなっているが、男性では、『男性

が優遇』の割合が 8.4％であるのに対し、女性では 18.4％となっており、女性の方が 10.0 ポ

イント高くなっている。 
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【性・年代別】（学校教育の場で） 

男性では、概ねどの年代（70 歳以上を除く）においても「平等である」が 50％を超えてお

り、18～19 歳が最も多く 76.5％となっている。 

女性では、18～29 歳、40～49 歳の年代は「平等である」が 50％を超えており、18～19 歳が

最も多く 78.7％となっている。 
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【地域別】（学校教育の場で） 

どの地域においても「平等である」が多くなっている。 
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④ 地域活動の場で 

地域活動の場での平等感は、令和元年度調査と比較して、『男性が優遇』は 5.6 ポイント低

下している。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】（地域活動の場で） 

男性では、「平等である」が 36.8％で最も多いが、女性では、『男性が優遇』の割合が 44.3％

を占め、男性の 29.6％を 14.7 ポイント上回っている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

37.5% 6.6%

43.1% 7.0%

48.1% 7.7%

9.6 

9.4 

11.2 

27.9 

33.7 

36.9 

30.5 

33.8 

32.9 

5.2 

6.0 

6.4 

1.4 

1.0 

1.3 

25.3 

16.1 

11.3 

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

今回調査(N=2,376)

令和元年度調査(N=2,304)

平成26年度調査(N=2,709)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

29.6% 9.8%

44.3% 3.9%

5.6 

12.9 

24.0 

31.4 

36.8 

25.2 

7.1 

3.5 

2.6 

0.4 

23.8 

26.6 

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

男性(N=1,066)

女性(N=1,291)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【性・年代別】（地域活動の場で） 

男性では、50～69 歳は『男性が優遇』が 40％を超えている。 

女性では、40～59 歳は『男性が優遇』が 50％を超えている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

18.8% 3.5%

20.0% 4.8%

19.6% 12.0%

32.7% 7.5%

41.6% 14.2%

41.2% 13.5%

37.4% 11.2%

25.3% 0.0%

36.0% 2.5%

44.5% 4.9%

50.5% 1.4%

54.7% 8.8%

40.9% 4.7%

46.8% 4.3%

0.0 

4.1 

3.2 

7.5 

6.2 

10.1 

5.6 

8.0 

15.8 

10.7 

15.2 

18.9 

8.2 

9.6 

18.8 

15.9 

16.4 

25.2 

35.4 

31.1 

31.8 

17.3 

20.2 

33.8 

35.4 

35.8 

32.7 

37.2 

40.0 

42.1 

39.2 

38.8 

24.8 

37.2 

30.8 

38.7 

33.5 

18.5 

24.5 

13.8 

29.2 

33.0 

3.5 

3.4 

7.2 

6.5 

10.6 

8.1 

11.2 

0.0 

2.0 

4.9 

1.4 

7.5 

3.5 

4.3 

0.0 

1.4 

4.8 

0.9 

3.5 

5.4 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

1.3 

1.2 

0.0 

37.6 

33.1 

29.2 

21.0 

19.5 

8.1 

20.6 

36.0 

28.1 

32.1 

23.5 

22.6 

25.1 

16.0 

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

18～19歳

(N=85)

20～29歳

(N=145)

30～39歳

(N=250)

40～49歳

(N=214)

50～59歳

(N=113)

60～69歳

(N=148)

70歳以上

(N=107)

18～19歳

(N=75)

20～29歳

(N=203)

30～39歳

(N=308)

40～49歳

(N=277)

50～59歳

(N=159)

60～69歳

(N=171)

70歳以上

(N=94)

男

性

女

性

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【地域別】（地域活動の場で） 

甲賀地域、東近江地域、湖東地域では、『男性が優遇』が 40％を超えている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

32.8% 5.2%

35.8% 5.6%

44.4% 9.7%

40.1% 7.6%

42.1% 5.8%

39.8% 7.0%

34.5% 13.1%

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

8.4 

9.4 

11.3 

11.0 

9.9 

10.2 

7.1 

24.4 

26.4 

33.1 

29.1 

32.2 

29.7 

27.4 

33.8 

33.7 

28.2 

26.7 

26.4 

27.3 

29.8 

3.9 

4.2 

8.9 

5.2 

4.1 

6.3 

11.9 

1.3 

1.4 

0.8 

2.3 

1.7 

0.8 

1.2 

28.2 

25.0 

17.7 

25.6 

25.6 

25.8 

22.6 

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

大津地域(N=616)

湖南地域(N=576)

甲賀地域(N=248)

東近江地域(N=344)

湖東地域(N=242)

湖北地域(N=256)

湖西地域(N=84)
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⑤ 政治の場で 

政治の場での平等感は、令和元年度調査と比較して、『男性が優遇』は 0.4 ポイント、「平等

である」は 0.6 ポイント低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】（政治の場で） 

女性では、『男性が優遇』が 82.2％、男性の 70.1％を 12.1 ポイント上回っている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

76.5% 1.7%

76.9% 1.9%

75.2% 1.4%

40.7 

36.7 

36.4 

35.7 

40.1 

38.8 

9.3 

9.9 

13.3 

1.1 

1.6 

0.8 

0.6 

0.3 

0.6 

12.5 

11.3 

10.1 

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

今回調査(N=2,388)

令和元年度調査(N=2,294)

平成26年度調査(N=2,698)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

70.1% 2.9%

82.2% 0.6%

33.8 

46.6 

36.3 

35.5 

14.0 

5.3 

1.6 

0.6 

1.3 

0.0 

13.0 

12.0 

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

男性(N=1,074)

女性(N=1,295)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【性・年代別】（政治の場で） 

男性では、どの年代においても『男性が優遇』が 50％を超えており、60～69 歳が最も多く

86.5％となっている。 

女性では、どの年代においても『男性が優遇』が 70％を超えており、40～49 歳が最も多く

87.5％となっている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

63.9% 0.0%

52.7% 6.8%

61.9% 6.0%

69.2% 0.9%

85.3% 1.7%

86.5% 1.4%

79.3% 0.0%

82.7% 0.0%

76.4% 2.0%

84.1% 0.0%

87.5% 0.7%

84.7% 1.3%

78.4% 0.0%

77.1% 0.0%

24.1 

22.6 

35.7 

30.4 

41.4 

37.8 

42.3 

52.0 

45.8 

50.6 

50.2 

46.5 

35.1 

43.8 

39.8 

30.1 

26.2 

38.8 

44.0 

48.6 

36.9 

30.7 

30.5 

33.4 

37.4 

38.2 

43.3 

33.3 

14.5 

21.2 

19.0 

12.6 

9.5 

5.4 

11.7 

5.3 

7.9 

2.3 

4.3 

6.4 

2.9 

12.5 

0.0 

4.1 

2.8 

0.0 

1.7 

1.4 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.7 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

2.7 

3.2 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21.7 

19.2 

13.1 

17.3 

3.4 

6.8 

9.0 

12.0 

13.8 

13.6 

7.5 

7.6 

18.7 

10.4 

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

18～19歳

(N=83)

20～29歳

(N=146)

30～39歳

(N=252)

40～49歳

(N=214)

50～59歳

(N=116)

60～69歳

(N=148)

70歳以上

(N=111)

18～19歳

(N=75)

20～29歳

(N=203)

30～39歳

(N=308)

40～49歳

(N=281)

50～59歳

(N=157)

60～69歳

(N=171)

70歳以上

(N=96)

男

性

女

性

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【地域別】（政治の場で） 

どの地域においても『男性が優遇』が 70％を超えており、甲賀地域が最も多く 82.3％、次

いで湖東地域が 80.8％となっている。 

 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

78.2% 1.0%

76.6% 2.4%

82.3% 1.6%

71.3% 2.3%

80.8% 1.7%

76.2% 1.5%

57.6% 1.2%

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

43.6 

40.5 

40.3 

40.2 

45.0 

36.2 

28.2 

34.5 

36.1 

41.9 

31.0 

35.8 

40.0 

29.4 

10.4 

7.6 

6.5 

13.2 

5.0 

7.7 

22.4 

0.7 

1.7 

1.6 

1.1 

0.8 

0.8 

1.2 

0.3 

0.7 

0.0 

1.1 

0.8 

0.8 

0.0 

10.4 

13.4 

9.7 

13.2 

12.5 

14.6 

18.8 

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

大津地域(N=614)

湖南地域(N=582)

甲賀地域(N=248)

東近江地域(N=348)

湖東地域(N=240)

湖北地域(N=260)

湖西地域(N=85)
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⑥ 法律や制度の上で 

法律や制度の上での平等感は、令和元年度調査と比較して、『男性が優遇』は 1.4 ポイント、

「平等である」は 5.9 ポイント低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】（法律や制度の上で） 

女性では、『男性が優遇』が 55.6％と高く、男性の 32.3％を 23.3 ポイント上回っている。

男性では、「平等である」が最も多く 33.1％となっている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

32.3% 15.2%

55.6% 4.3%

7.4 

22.4 

24.9 

33.2 

33.1 

19.1 

10.2 

3.8 

4.9 

0.5 

19.5 

21.0 

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

男性(N=1,074)

女性(N=1,293)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

44.9% 9.3%

46.3% 6.7%

48.3% 5.8%

15.6 

13.7 

14.1 

29.3 

32.7 

34.2 

25.4 

31.3 

33.3 

6.8 

5.0 

4.2 

2.5 

1.7 

1.6 

20.4 

15.7 

12.6 

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

今回調査(N=2,386)

令和元年度調査(N=2,292)

平成26年度調査(N=2,690)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【性・年代別】（法律や制度の上で） 

男性では、30～39 歳、60～69 歳を除く年代は「平等である」が 30％を超えており、60～69

歳は『男性が優遇』が最も多く 52.1％となっている。 

女性では、30 歳以上の年代は『男性が優遇』が 50％を超えており、40～59 歳では 60％を超

えている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

23.5% 12.9%

16.4% 28.1%

25.4% 24.6%

30.4% 12.1%

37.1% 10.3%

52.1% 6.2%

45.9% 1.8%

46.6% 13.7%

49.8% 2.5%

53.9% 4.9%

64.8% 5.7%

61.1% 3.8%

49.1% 1.8%

57.3% 0.0%

4.7 

4.1 

8.7 

8.9 

6.0 

11.0 

3.6 

15.1 

22.7 

26.6 

22.1 

25.5 

18.7 

17.7 

18.8 

12.3 

16.7 

21.5 

31.0 

41.1 

42.3 

31.5 

27.1 

27.3 

42.7 

35.7 

30.4 

39.6 

36.5 

33.6 

28.6 

36.0 

37.1 

28.8 

36.9 

20.5 

18.7 

14.0 

14.9 

21.0 

27.5 

28.1 

4.7 

18.5 

16.7 

7.5 

8.6 

6.2 

1.8 

13.7 

2.5 

4.2 

5.0 

2.5 

1.8 

0.0 

8.2 

9.6 

7.9 

4.7 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.7 

1.3 

0.0 

0.0 

27.1 

21.9 

21.4 

21.5 

15.5 

13.0 

15.3 

19.2 

29.1 

27.3 

14.6 

14.0 

21.6 

14.6 

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

18～19歳

(N=85)

20～29歳

(N=146)

30～39歳

(N=252)

40～49歳

(N=214)

50～59歳

(N=116)

60～69歳

(N=146)

70歳以上

(N=111)

18～19歳

(N=73)

20～29歳

(N=203)

30～39歳

(N=308)

40～49歳

(N=281)

50～59歳

(N=157)

60～69歳

(N=171)

70歳以上

(N=96)

男

性

女

性

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【地域別】（法律や制度の上で） 

大津地域、湖南地域、甲賀地域、湖東地域、湖北地域では、『男性が優遇』が 40％を超えて

いる。 

 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

43.9% 10.2%

47.1% 10.3%

49.2% 6.5%

39.1% 9.8%

49.2% 10.0%

45.0% 4.6%

35.3% 14.1%

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

18.0 

14.1 

15.3 

17.2 

20.8 

8.4 

10.6 

25.9 

33.0 

33.9 

21.8 

28.3 

36.6 

24.7 

25.6 

24.1 

26.6 

24.7 

21.7 

30.5 

29.4 

7.5 

7.9 

4.0 

6.9 

6.7 

3.8 

11.8 

2.6 

2.4 

2.4 

2.9 

3.3 

0.8 

2.4 

20.3 

18.6 

17.7 

26.4 

19.2 

19.8 

21.2 

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

大津地域(N=610)

湖南地域(N=582)

甲賀地域(N=248)

東近江地域(N=348)

湖東地域(N=240)

湖北地域(N=262)

湖西地域(N=85)
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⑦ 社会通念・慣習・しきたりなど 

社会通念・慣習・しきたりなどでの平等感は、令和元年度調査と比較して、『男性が優遇』

は 4.0 ポイント低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】（社会通念・慣習・しきたりなど） 

女性では、『男性が優遇』の割合が 79.9％と高く、男性の 66.0％を 13.9 ポイント上回って

いる。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

73.3% 3.9%

77.3% 2.8%

80.0% 2.2%

28.5 

28.9 

30.1 

44.9 

48.4 

49.9 

9.6 

11.1 

11.3 

2.9 

2.1 

1.7 

1.0 

0.7 

0.5 

13.1 

8.8 

6.5 

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

今回調査(N=2,392)

令和元年度調査(N=2,290)

平成26年度調査(N=2,724)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

66.0% 7.9%

79.9% 0.5%

19.8 

35.8 

46.2 

44.1 

12.8 

6.6 

5.6 

0.5 

2.3 

0.0 

13.3 

13.0 

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

男性(N=1,076)

女性(N=1,299)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【性・年代別】（社会通念・慣習・しきたりなど） 

男性は、概ねどの年代（20～29 歳を除く）においても『男性が優遇』が 50％を超えており、

60～69 歳が最も多く 84.5％となっている。 

女性は、概ねどの年代（18～19 歳を除く）においても『男性が優遇』が 70％を超えており、

40～59 歳では 80％を超えている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

67.1% 0.0%

40.4% 19.2%

55.6% 16.7%

72.9% 2.8%

70.7% 3.4%

84.5% 2.0%

78.4% 1.8%

68.0% 2.7%

70.9% 1.0%

79.2% 0.0%

86.4% 0.0%

89.9% 0.0%

78.0% 1.2%

79.6% 0.0%

25.9 

15.1 

20.2 

18.2 

20.7 

18.9 

20.7 

37.3 

33.0 

36.7 

41.2 

38.4 

31.8 

26.5 

41.2 

25.3 

35.3 

54.7 

50.0 

65.5 

57.7 

30.7 

37.9 

42.5 

45.2 

51.6 

46.2 

53.1 

9.4 

21.2 

15.5 

13.1 

13.8 

6.8 

5.4 

9.3 

9.9 

3.2 

5.7 

3.8 

6.4 

14.3 

0.0 

10.3 

12.7 

1.9 

3.4 

2.0 

1.8 

2.7 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

0.0 

0.0 

8.9 

4.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23.5 

19.2 

12.3 

11.2 

12.1 

6.8 

14.4 

20.0 

18.2 

17.5 

7.9 

6.3 

14.5 

6.1 

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

18～19歳

(N=85)

20～29歳

(N=146)

30～39歳

(N=252)

40～49歳

(N=214)

50～59歳

(N=116)

60～69歳

(N=148)

70歳以上

(N=111)

18～19歳

(N=75)

20～29歳

(N=203)

30～39歳

(N=308)

40～49歳

(N=279)

50～59歳

(N=159)

60～69歳

(N=173)

70歳以上

(N=98)

男

性

女

性

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【地域別】（社会通念・慣習・しきたりなど） 

どの地域においても『男性が優遇』が 60％を超えており、湖北地域が最も多く 80.3％となっ

ている。 

 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

71.9% 3.6%

74.7% 3.4%

75.0% 1.6%

67.1% 4.0%

75.2% 8.3%

80.3% 2.3%

69.4% 8.2%

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

28.8 

26.4 

27.4 

29.5 

36.4 

25.8 

28.2 

43.1 

48.3 

47.6 

37.6 

38.8 

54.5 

41.2 

8.8 

11.0 

8.9 

11.0 

8.3 

8.3 

10.6 

2.0 

3.1 

1.6 

2.9 

6.6 

1.5 

5.9 

1.6 

0.3 

0.0 

1.2 

1.7 

0.8 

2.4 

15.7 

11.0 

14.5 

17.9 

8.3 

9.1 

11.8 

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

大津地域(N=612)

湖南地域(N=584)

甲賀地域(N=248)

東近江地域(N=346)

湖東地域(N=242)

湖北地域(N=264)

湖西地域(N=85)
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⑧ 社会全体でみて 

社会全体でみての平等感は、令和元年度調査と比較して『男性が優遇』は 5.8 ポイント低下

している。 

全体的にみると「平等である」と『男性が優遇』の比率は、平成 26 年度調査から低下傾向

にあり、今回調査では「わからない」が上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】（社会全体でみて） 

女性では、『男性が優遇』は 76.4％と高く、男性の 55.9％を 20.5 ポイント上回っている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

66.9% 6.9%

72.7% 4.5%

74.0% 4.6%

71.2% 5.0%

77.4% 3.4%

79.4% 3.3%

16.4 

13.2 

15.3 

13.0 

15.0 

17.4 

50.5 

59.6 

58.7 

58.2 

62.4 

62.0 

13.7 

15.3 

16.0 

17.2 

13.2 

9.6 

5.2 

3.7 

3.0 

4.1 

3.0 

1.7 

1.7 

0.9 

1.5 

0.9 

0.4 

1.6 

12.4 

7.5 

5.4 

6.5 

6.1 

7.6 

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

今回調査(N=2,386)

令和元年度調査(N=2,340)

平成26年度調査(N=2,698)

平成21年度調査(N=2,664)

平成18年度調査(N=2,686)

平成14年度調査(N=3,320)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

55.9% 12.4%

76.4% 2.3%

9.6 

22.0 

46.3 

54.4 

19.4 

8.8 

9.0 

2.2 

3.4 

0.2 

12.4 

12.5 

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

男性(N=1,068)

女性(N=1,299)

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【性・年代別】（社会全体でみて） 

男性では、40 歳以上の年代は『男性が優遇』が 60％を超えており、60～69 歳が最も多く

80.8％となっている。 

女性では、どの年代においても『男性が優遇』が 60％を超えており、40～59 歳では 80％を

超えている。 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

49.4% 4.7%

22.6% 26.7%

46.8% 18.4%

61.2% 8.9%

65.8% 10.5%

80.8% 4.1%

70.6% 5.5%

61.3% 5.3%

70.9% 3.0%

74.5% 1.3%

83.5% 2.2%

85.1% 5.0%

75.4% 1.2%

73.0% 0.0%

7.1 

4.1 

9.2 

9.3 

5.3 

17.1 

11.9 

24.0 

20.7 

25.2 

24.4 

26.1 

15.8 

12.0 

42.4 

18.5 

37.6 

51.9 

60.5 

63.7 

58.7 

37.3 

50.2 

49.3 

59.1 

59.0 

59.6 

61.0 

18.8 

30.1 

21.6 

18.2 

19.3 

13.7 

11.0 

20.0 

9.9 

8.2 

7.2 

6.2 

5.3 

15.0 

4.7 

19.9 

11.2 

7.0 

7.0 

4.1 

5.5 

2.7 

3.0 

1.3 

2.2 

5.0 

1.2 

0.0 

0.0 

6.8 

7.2 

1.9 

3.5 

0.0 

0.0 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27.1 

20.5 

13.2 

11.7 

4.4 

1.4 

12.8 

13.3 

16.3 

16.0 

7.2 

3.7 

18.1 

12.0 

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

18～19歳

(N=85)

20～29歳

(N=146)

30～39歳

(N=250)

40～49歳

(N=214)

50～59歳

(N=114)

60～69歳

(N=146)

70歳以上

(N=109)

18～19歳

(N=75)

20～29歳

(N=203)

30～39歳

(N=306)

40～49歳

(N=279)

50～59歳

(N=161)

60～69歳

(N=171)

70歳以上

(N=100)

男

性

女

性

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない
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【地域別】（社会全体でみて） 

どの地域においても『男性が優遇』が 50％を超えており、甲賀地域が最も多く 71.0％となっ

ている。 

 

 

 

 

  

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

67.1% 7.6%

68.2% 7.5%

71.0% 7.3%

63.4% 5.8%

66.9% 6.6%

68.9% 3.8%

57.6% 10.6%

男性が優遇されている どちらかといえば 男性が優遇されている

平等である どちらかといえば 女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

16.4 

15.8 

13.7 

16.9 

22.3 

15.2 

15.3 

50.7 

52.4 

57.3 

46.5 

44.6 

53.8 

42.4 

12.8 

13.0 

11.3 

16.9 

14.9 

13.6 

15.3 

5.9 

5.8 

7.3 

3.5 

4.1 

2.3 

8.2 

1.6 

1.7 

0.0 

2.3 

2.5 

1.5 

2.4 

12.5 

11.3 

10.5 

14.0 

11.6 

13.6 

16.5 

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

大津地域(N=608)

湖南地域(N=584)

甲賀地域(N=248)

東近江地域(N=344)

湖東地域(N=242)

湖北地域(N=264)

湖西地域(N=85)
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（２）日常生活の中で男女の不平等を一番感じるところ 

問10 日常生活の中でご自身の実感として、男女の不平等を一番感じるところはどこですか。

番号を１つだけ選んでください。 

●「地域社会」が最も多い 

日常生活の中で男女の不平等を一番感じるところは、「地域社会」が最も多く 32.6％となっ

ており、令和元年度調査と比較して 4.6 ポイント上昇している。また、「不公平は感じない」

は 17.4％であり、4.3 ポイント低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

男性では、「地域社会」が最も多く 30.1％、次いで「不平等は感じない」が 21.7％、「職場」

20.5％と続いている。 

女性では、「地域社会」が最も多く 34.9％、次いで「家庭」が 21.9％、「職場」が 14.5％と

続いている。 

男性と女性で、特に不平等感の差が大きいのは「家庭」であり、男性が 10.5％に対し、女性

は 21.9％が感じるとしており、その差は 11.4 ポイントとなっている。 

 

 

  

16.7 

18.9 

15.4 

17.1 

19.5 

23.9 

32.6 

28.0 

30.9 

17.4 

21.7 

17.3 

16.2 

11.8 

12.4 

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

今回調査(N=2,386)

令和元年度調査(N=2,346)

平成26年度調査(N=2,756)

家庭 職場 地域社会 不平等は感じない わからない

10.5 

21.9 

20.5 

14.5 

30.1 

34.9 

21.7 

13.7 

17.2 

15.1 

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

男性(N=1,074)

女性(N=1,294)

家庭 職場 地域社会 不平等は感じない わからない
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【性・年代別】 

男性では、18～29 歳、70 歳以上は「不平等は感じない」が、30～69 歳は「地域社会」が最

も多くなっている。 

女性では、18～19 歳を除く年代は「地域社会」が最も多くなっている。30 歳以上では「家

庭」も多くなっている。 

 

 

  12.0 

6.8 

14.1 

11.2 

6.0 

9.3 

11.4 

17.3 

11.8 

21.8 

28.2 

25.2 

20.8 

27.3 

10.8 

8.9 

24.6 

19.6 

31.0 

25.3 

14.3 

8.0 

15.8 

16.6 

16.1 

17.6 

11.0 

7.1 

16.9 

31.5 

32.4 

26.2 

37.1 

36.7 

24.8 

21.3 

34.0 

33.8 

37.4 

33.3 

42.8 

32.3 

36.1 

34.9 

14.1 

24.3 

13.8 

12.7 

27.6 

24.0 

18.7 

14.0 

5.9 

9.4 

13.3 

22.2 

24.1 

17.8 

14.8 

18.7 

12.1 

16.0 

21.9 

29.3 

19.7 

14.0 

12.5 

14.5 

12.1 

11.1 

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

18～19歳

(N=83)

20～29歳

(N=146)

30～39歳

(N=256)

40～49歳

(N=214)

50～59歳

(N=116)

60～69歳

(N=150)

70歳以上

(N=105)

18～19歳

(N=75)

20～29歳

(N=203)

30～39歳

(N=308)

40～49歳

(N=273)

50～59歳

(N=159)

60～69歳

(N=173)

70歳以上

(N=99)

男

性

女

性

家庭 職場 地域社会 不平等は感じない わからない
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【地域別】 

どの地域においても「地域社会」が最も多くなっている。 

 

 

 

  

17.3 

16.6 

16.1 

12.2 

19.8 

16.7 

24.4 

18.2 

14.5 

18.5 

16.3 

25.6 

13.6 

12.8 

31.9 

34.3 

35.5 

32.6 

28.1 

34.1 

26.7 

17.9 

16.3 

14.5 

22.7 

14.9 

16.7 

19.8 

14.7 

18.3 

15.3 

16.3 

11.6 

18.9 

16.3 

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

大津地域(N=614)

湖南地域(N=578)

甲賀地域(N=248)

東近江地域(N=344)

湖東地域(N=242)

湖北地域(N=264)

湖西地域(N=86)

家庭 職場 地域社会 不平等は感じない わからない
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（３）「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方 

問11 「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方がありますが、あなたの考

え方に最も近いものの番号を、１つだけ選んでください。 

●「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方に『同感しない』は 74.1％ 

「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方について、「同感する」と「どち

らかといえば同感する方である」をあわせた『同感する』は 18.8％、令和元年度調査と比較

して 16.0 ポイント低下している。「同感しない」と「どちらかといえば同感しない方である」

をあわせた『同感しない』は 74.1％、14.6 ポイント上昇している。 

全体的にみると『同感する』の比率は低下傾向、『同感しない』の比率は上昇傾向にある。 

 

 

 

 

【性別】 

男性では、『同感する』が 24.3％、『同感しない』が 68.4％、女性では、『同感する』が 14.3％、

『同感しない』が 78.9％となっており、男性、女性ともに『同感しない』が『同感する』を大

きく上回っている。『同感する』の割合は、男性の方が女性よりも 10.0 ポイント高くなってい

る。 

 

 

  

『同感
する』

『同感し
ない』

24.3% 68.4%

14.3% 78.9%

1.7 

0.9 

22.6 

13.3 

23.1 

28.7 

45.3 

50.3 

7.3 

6.8 

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

男性(N=1,080)

女性(N=1,305)

同感する 同感しない わからないどちらかといえば
同感する方である

どちらかといえば
同感しない方である

『同感
する』

『同感し
ない』

18.8% 74.1%

34.8% 59.5%

41.2% 53.2%

48.0% 46.2%

48.3% 46.8%

1.2 

4.7 

5.8 

7.3 

10.4 

17.5 

30.1 

35.4 

40.7 

37.9 

26.0 

25.3 

31.4 

21.7 

24.5 

48.2 

34.1 

21.8 

24.5 

22.3 

7.1 

5.7 

5.6 

5.8 

4.9 

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

今回調査(N=2,404)

令和元年度調査(N=2,367)

平成26年度調査(N=2,786)

平成21年度調査(N=2,748)

平成18年度調査(N=2,811)

同感する 同感しない わからないどちらかといえば
同感する方である

どちらかといえば
同感しない方である
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【性・年代別】 

男性では、70 歳以上は『同感する』が最も多く 40.5％となっており、18～19 歳は『同感し

ない』が最も多く 87.1％となっている。 

女性でも、70 歳以上は『同感する』が最も多く 26.9％となっており、18～19 歳は『同感し

ない』が最も多く 84.0％となっている。 

総じて男性・女性とも比較的高い年齢層で「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」とい

う考え方を肯定する割合が高くなっている。 

 

 

  

『同感
する』

『同感し
ない』

7.1% 87.1%

24.7% 67.8%

22.4% 70.9%

17.3% 70.1%

34.5% 61.2%

27.3% 67.3%

40.5% 55.9%

6.7% 84.0%

13.2% 82.0%

13.6% 78.9%

10.7% 82.2%

12.1% 78.3%

20.5% 76.0%

26.9% 68.3%

2.4 

1.4 

1.6 

1.9 

0.0 

2.7 

1.8 

0.0 

2.0 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

3.8 

4.7 

23.3 

20.9 

15.4 

34.5 

24.7 

38.7 

6.7 

11.2 

12.3 

10.7 

12.1 

20.5 

23.1 

20.0 

25.3 

22.4 

20.1 

25.9 

23.3 

27.9 

21.3 

21.0 

26.9 

32.0 

28.0 

34.5 

36.5 

67.1 

42.5 

48.4 

50.0 

35.3 

44.0 

27.9 

62.7 

61.0 

51.9 

50.2 

50.3 

41.5 

31.7 

5.9 

7.5 

6.7 

12.6 

4.3 

5.3 

3.6 

9.3 

4.9 

7.5 

7.1 

9.6 

3.5 

4.8 

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

18～19歳

(N=85)

20～29歳

(N=146)

30～39歳

(N=254)

40～49歳

(N=214)

50～59歳

(N=116)

60～69歳

(N=150)

70歳以上

(N=111)

18～19歳

(N=75)

20～29歳

(N=205)

30～39歳

(N=308)

40～49歳

(N=281)

50～59歳

(N=157)

60～69歳

(N=171)

70歳以上

(N=104)

男

性

女

性

同感する 同感しない わからないどちらかといえば
同感する方である

どちらかといえば
同感しない方である
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【地域別】 

どの地域においても『同感しない』が 60％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【片働き・共働き別】 

『同感する』の割合をみると、片働き（回答者：女性、配偶者（パートナー）のみ有職）が

最も多く 28.7％、次いで共働き（回答者：男性）が 28.3％と続いている。 

『同感しない』の割合をみると、片働き（回答者：男性、配偶者（パートナー）のみ有職）

が最も多くが 80.8％、次いで共働き（回答者：女性）が 78.6％と続いている。 

 

 

  

『同感
する』

『同感し
ない』

16.8% 77.3%

18.5% 74.3%

21.6% 73.6%

21.3% 69.0%

18.0% 73.8%

18.3% 77.1%

20.7% 66.7%

1.9 

0.0 

2.4 

1.1 

0.8 

1.5 

2.3 

14.9 

18.5 

19.2 

20.1 

17.2 

16.8 

18.4 

29.1 

24.7 

27.2 

20.1 

22.1 

31.3 

28.7 

48.2 

49.7 

46.4 

48.9 

51.6 

45.8 

37.9 

5.8 

7.2 

4.8 

9.8 

8.2 

4.6 

12.6 

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

大津地域(N=618)

湖南地域(N=584)

甲賀地域(N=250)

東近江地域(N=348)

湖東地域(N=244)

湖北地域(N=262)

湖西地域(N=87)

同感する 同感しない わからないどちらかといえば
同感する方である

どちらかといえば
同感しない方である

『同感
する』

『同感し
ない』

28.3% 65.0%

12.1% 78.6%

28.7% 67.3%

19.2% 80.8%

21.6% 71.6%

1.3 

0.4 

0.0 

3.8 

1.4 

26.9 

11.8 

28.7 

15.4 

20.3 

20.5 

29.4 

27.5 

36.5 

36.5 

44.5 

49.1 

39.8 

44.2 

35.1 

6.7 

9.3 

4.0 

0.0 

6.8 

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

共働き（回答者：男性）(N=449)

共働き（回答者：女性）(N=527)

片働き（回答者：女性、配偶者

（パートナー）のみ有職）(N=251)

片働き（回答者：男性、配偶者

（パートナー）のみ有職）(N=52)

共に無職(N=148)

同感する 同感しない わからないどちらかといえば
同感する方である

どちらかといえば
同感しない方である
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［複数回答］

13.4 53.5 7.3 26.3 36.3 8.9 5.8 

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

今回調査(N=449)

「男性は仕事をし、女性は家庭を守る」のは日本の伝統だと思うから

母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから

配偶者や家族が望んでいるから

仕事と家庭を両立するより、性別で役割を分担した方が効率が良いと思うから

能力的にみて、男性は仕事に向いており、女性は家事・育児・介護等に向いていると思うから

その他

理由を考えたことはない

［複数回答］

19.1 

5.4 

52.7 

54.3 

8.8 

5.4 

24.4 

29.3 

35.1 

37.5 

6.1 

12.5 

5.7 

6.0 

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

男性(N=262)

女性(N=184)

「男性は仕事をし、女性は家庭を守る」のは日本の伝統だと思うから

母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから

配偶者や家族が望んでいるから

仕事と家庭を両立するより、性別で役割を分担した方が効率が良いと思うから

能力的にみて、男性は仕事に向いており、女性は家事・育児・介護等に向いていると思うから

その他

理由を考えたことはない

（４）「同感する」「どちらかといえば同感する方である」と考える理由 

付問１ 問11で「１」または「２」と回答された方へおたずねします。 

「同感する」、「どちらかといえば同感する方である」とお考えの理由は次のどれに当た

りますか。あなたの考え方に近いものの番号を、すべて選んでください。 

●「母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから」が 53.5％で最多 

「男性が仕事をし、女性が家庭を守るべき」という考え方に『同感する』理由は、「母親が

家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから」が最も多く 53.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

男性、女性とも「母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから」が最も多

く、男性が 52.7％、女性が 54.3％、次いで「能力的にみて、男性は仕事に向いており、女性

は家事・育児・介護に向いていると思うから」が多く、男性が 35.1％、女性が 37.5％となっ

ている。 
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［複数回答］

33.3 

0.0 

14.0 

5.4 

20.0 

22.0 

46.7 

7.4 

0.0 

0.0 

23.5 

0.0 

14.3 

33.3 

52.8 

49.1 

62.2 

65.0 

34.1 

57.8 

100.0 

44.4 

59.5 

40.0 

52.9 

54.3 

64.3 

0.0 

5.6 

14.0 

8.1 

5.0 

9.8 

8.9 

7.4 

0.0 

0.0 

23.5 

0.0 

14.3 

0.0 

11.1 

14.0 

27.0 

40.0 

36.6 

24.4 

29.6 

38.1 

33.3 

23.5 

28.6 

21.4 

33.3 

50.0 

33.3 

21.6 

45.0 

31.7 

31.1 

14.8 

28.6 

46.7 

41.2 

51.4 

50.0 

33.3 

5.6 

3.5 

0.0 

15.0 

4.9 

4.4 

14.8 

21.4 

20.0 

23.5 

0.0 

0.0 

0.0 

13.9 

0.0 

5.4 

0.0 

9.8 

8.9 

11.1 

4.8 

6.7 

11.8 

5.7 

0.0 

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

18～19歳

(N=6)

20～29歳

(N=36)

30～39歳

(N=57)

40～49歳

(N=37)

50～59歳

(N=40)

60～69歳

(N=41)

70歳以上

(N=45)

18～19歳

(N=5)

20～29歳

(N=27)

30～39歳

(N=42)

40～49歳

(N=30)

50～59歳

(N=17)

60～69歳

(N=35)

70歳以上

(N=28)

男

性

女

性

「男性は仕事をし、女性は家庭を守る」のは日本の伝統だと思うから

母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから

配偶者や家族が望んでいるから

仕事と家庭を両立するより、性別で役割を分担した方が効率が良いと思うから

能力的にみて、男性は仕事に向いており、女性は家事・育児・介護等に向いていると思うから

その他

理由を考えたことはない

【性・年代別】 

男性では、60～69 歳を除く年代は「母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと

思うから」が、60～69 歳は「仕事と家庭を両立するより、性別で役割を分担した方が効率が

良いと思うから」が最も多くなっている。（18～19 歳は「「男性は仕事をし、女性は家庭を守

る」のは日本の伝統だと思うから」「仕事と家庭を両立するより、性別で役割を分担した方が

効率が良いと思うから」「能力的にみて、男性は仕事に向いており、女性は家事・育児・介護

等に向いていると思うから」「その他」と同率） 

女性では、40～49 歳を除く年代は「母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと

思うから」が、40～49 歳は「能力的にみて、男性は仕事に向いており、女性は家事・育児・介

護等に向いていると思うから」が最も多くなっている。 
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【地域別】 

どの地域においても「母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから」が最

も多くなっている。 

 

 

 

  

［複数回答］

21.6 

1.9 

11.1 

10.8 

9.1 

33.3 

11.1 

51.0 

57.4 

63.0 

43.2 

50.0 

58.3 

55.6 

13.7 

3.7 

7.4 

8.1 

0.0 

8.3 

5.6 

39.2 

24.1 

29.6 

13.5 

31.8 

16.7 

22.2 

33.3 

33.3 

29.6 

40.5 

45.5 

37.5 

50.0 

5.9 

9.3 

3.7 

16.2 

4.5 

12.5 

11.1 

3.9 

7.4 

3.7 

2.7 

4.5 

12.5 

5.6 

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

大津地域(N=102)

湖南地域(N=108)

甲賀地域(N=54)

東近江地域(N=74)

湖東地域(N=44)

湖北地域(N=48)

湖西地域(N=18)

「男性は仕事をし、女性は家庭を守る」のは日本の伝統だと思うから

母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから

配偶者や家族が望んでいるから

仕事と家庭を両立するより、性別で役割を分担した方が効率が良いと思うから

能力的にみて、男性は仕事に向いており、女性は家事・育児・介護等に向いていると思うから

その他

理由を考えたことはない
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（５）「どちらかといえば同感しない方である」「同感しない」と考える理由 

付問２ 問11で「３」または「４」と回答された方へおたずねします。 

「どちらかといえば同感しない方である」、「同感しない」とお考えの理由は次のどれに

当たりますか。あなたの考え方に近いものの番号を、すべて選んでください。 

●「男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思

うから」が 68.2％ 

「男性が仕事をし、女性が家庭を守るべき」という考え方に『同感しない』理由は、「男女

ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思うから」

が最も多く 68.2％、次いで「性別によって一律に役割を決めることはおかしいと思うから」

が 55.4％と多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

男性、女性とも「男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、家庭

にとって良いと思うから」が最も多く、男性が 63.1％、女性が 72.2％、次いで「性別によっ

て一律に役割を決めることはおかしいと思うから」が多く、男性が 54.3％、女性が 56.2％と

なっている。 

 

  
［複数回答］

54.3 

56.2 

63.1 

72.2 

25.3 

26.3 

35.4 

34.6 

6.7 

4.3 

3.0 

0.2 

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

男性(N=727)

女性(N=1,019)

性別によって一律に役割を決めることはおかしいと思うから

男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思うから

女性も仕事をする方が、生活が安定すると思うから

家庭以外の場面でも、女性の能力を活かせると思うから

その他

理由を考えたことはない

［複数回答］

55.4 68.2 25.8 34.8 
5.5 

1.4 

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

今回調査(N=1,759)

性別によって一律に役割を決めることはおかしいと思うから

男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思うから

女性も仕事をする方が、生活が安定すると思うから

家庭以外の場面でも、女性の能力を活かせると思うから

その他

理由を考えたことはない
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［複数回答］

56.8 

44.4 

55.6 

52.7 

50.7 

61.6 

62.1 

73.0 

56.0 

56.4 

53.7 

56.1 

53.5 

55.1 

58.1 

57.6 

77.0 

66.2 

55.1 

50.5 

58.6 

61.9 

67.9 

73.4 

72.2 

76.4 

75.6 

73.9 

21.6 

17.2 

32.0 

29.1 

15.9 

24.2 

27.6 

22.2 

24.4 

27.8 

22.9 

35.8 

22.8 

29.0 

25.7 

23.2 

31.5 

27.0 

43.5 

54.5 

60.3 

34.9 

32.7 

31.1 

30.8 

39.0 

40.2 

44.9 

6.8 

10.1 

8.4 

7.4 

2.9 

2.0 

6.9 

0.0 

4.2 

5.8 

7.0 

1.6 

3.1 

1.4 

5.4 

6.1 

5.6 

0.0 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

18～19歳

(N=74)

20～29歳

(N=99)

30～39歳

(N=178)

40～49歳

(N=148)

50～59歳

(N=69)

60～69歳

(N=99)

70歳以上

(N=58)

18～19歳

(N=63)

20～29歳

(N=168)

30～39歳

(N=241)

40～49歳

(N=227)

50～59歳

(N=123)

60～69歳

(N=127)

70歳以上

(N=69)

男

性

女

性

性別によって一律に役割を決めることはおかしいと思うから

男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思うから

女性も仕事をする方が、生活が安定すると思うから

家庭以外の場面でも、女性の能力を活かせると思うから

その他

理由を考えたことはない

【性・年代別】 

男性では、18～59 歳は「男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個

人、家庭にとって良いと思うから」が、60 歳以上は「性別によって一律に役割を決めること

はおかしいと思うから」が最も多くなっている。 

女性では、18～19 歳を除く年代は「男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる

方が、各個人、家庭にとって良いと思うから」が、18～19 歳は「性別によって一律に役割を決

めることはおかしいと思うから」が最も多くなっている。 
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【地域別】 

どの地域においても「男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、

家庭にとって良いと思うから」が最も多く、次いで湖北地域を除く地域は「性別によって一律

に役割を決めることはおかしいと思うから」となっている。 

 

 

 

 

［複数回答］

54.6 

57.0 

65.2 

58.3 

57.8 

41.2 

49.1 

69.3 

66.4 

70.8 

66.7 

68.9 

71.1 

61.4 

23.5 

22.9 

29.2 

27.5 

27.8 

30.9 

26.3 

35.7 

29.4 

41.6 

29.2 

34.4 

43.3 

42.1 

7.1 

4.7 

6.7 

2.5 

6.7 

3.1 

8.8 

1.3 

1.4 

2.2 

0.0 

2.2 

2.1 

0.0 

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

大津地域(N=476)

湖南地域(N=428)

甲賀地域(N=178)

東近江地域(N=240)

湖東地域(N=180)

湖北地域(N=194)

湖西地域(N=57)

性別によって一律に役割を決めることはおかしいと思うから

男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思うから

女性も仕事をする方が、生活が安定すると思うから

家庭以外の場面でも、女性の能力を活かせると思うから

その他

理由を考えたことはない


