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１ 調査の目的 

県民の少子化などに関する意識、子どもがいる人の子育てに関する意識、独身者の結

婚に関する意識、ワークライフバランスに関する意識、期待する少子化対策等について

調査し、「あいち  はぐみんプラン 2020-2024」（計画の期間：2020 年度～2024 年度）

の次期計画作成の基礎資料とする。  

２ 調査対象、回答者数等 

（１）調査対象     愛知県内に居住する２０歳から４９歳までの男女 ３，０００人  
（２）抽出・調査方法 層化二段無作為抽出法、郵送又はインターネットで調査票を収集  
（３）調査時期      ２０２３年１０月３１日（火）～１１月１６日（木）  
（４）有効回答者数     ８０４通（回収率２６．８％）  

３ 調査内容 

（１）少子化などに関する意識      （ ８問）  
（２）子どもがいる人の子育てに関する意識（１３問）  
（３）独身者の結婚に関する意識      （３問）  
（４）ワークライフバランスに関する意識  （４問）  
（５）期待する少子化施策等        （６問）  
（６）回答者の属性            （９問）  

４ 結果のポイント（調査結果の概要はＰ２～Ｐ１４のとおり） 

Ⅰ 少子化などに関する意識 

 ○少子化への「危機感をもっている」は 76.4%、「危機感をもっていない」は 11.3% 

○安心して子どもを生み育てることができる施策で重要なことは、「子育てにかかる

経済的負担を軽減すること」が 67.9％ 

○理想の子どもの数の平均は 2.35 人、予定の子どもの数は 2.00 人 

○理想の子どもの数より実際に予定している子どもの数が少ないその理由は、「子育

てや教育にお金がかかりすぎるから」が 62.4％ 

○女性が子育てをしながら働く上での問題点は、「仕事と育児の両立が体力・時間的に難し

い」が 75.0％ 

Ⅱ 子どもがいる人の子育てに関する意識 

○男性が子どもと過ごす時間は、平日で３時間以下が 67.1％、休日で 12 時間以上が 

41.8％ 

○男性の育児への参加状況は「週１～2 日程度」の割合が多く、「散歩など、屋外に

連れて行く」が 62.8％ 

Ⅲ 独身者の結婚に関する意識 

○「結婚の意思がある」との回答は 74.3% 

○独身でいる理由は、「結婚したい相手にまだめぐり会わないから」が 38.5％ 

〇独身者のうち、次のような理由（※）で法律上の結婚をためらうことがあると回答

したのは 55.1％。うち、結婚とは別の制度を「利用してみたい」が 11.6％ 

 ※「相手の親族との付き合いが煩わしい」「相手の家業を継がなければならない（相手に当方

の家業を継いでもらわなければならない）」「生来の姓に愛着があり、姓を変えたくない」「キ

ャリアを維持したい等の理由により姓を変えたくない」 

Ⅳ ワークライフバランスに関する意識 

○働きやすくない職場の原因は「日常的に労働時間が長い」が 54.3％ 

Ⅴ 期待する少子化施策等 

  〇結婚を支援する施策は「賃金を上げて安定した家計を支援」が 66.3% 

 〇安心して妊娠・出産ができる環境整備の施策は「出産育児一時金（50 万円）を増

額する」が 45.1% 

○育児を支援する施策として「子育てに対する経済的支援を充実する」が 56.6％  

少子化に関する県民意識調査結果（概要版）  
参考資料１ 
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５．調査結果の概要 

Ⅰ  少子化などに関する意識 

（１）少子化への危機感 

 

 

 

 

 

図１ 少子化への危機感  

N=804 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）安心して子どもを生み育てることができる社会のための施策 

 

 

 

 

 

図２ 安心して子どもを生み育てることができる社会のための施策（３つ以内選択）  

N=804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少子化への危機感については、「大変危機感をもっている」が 40.4％と最も多く、「多

少危機感をもっている」（35.9％）とあわせて『危機感をもっている』が 76.4％と

なっている。一方、「あまり危機感をもっていない」（9.1％）と「全く危機感をもっ

ていない」（2.2％）をあわせた『危機感をもっていない』は 11.3％となっている。  

安心して子どもを生み育てることができる社会を実現するための施策について、何

が重要か聞いたところ、「子育てにかかる経済的負担を軽減すること」が 67.9％と

最も多く、次いで「ワークライフバランスの推進や休暇制度の充実など、子育てし

やすい職場環境を整備すること」が 55.5％となっている。  

40.4% 35.9% 9.2% 9.1%

2.2%

1.6%

1.5%

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

大変危機感をもっている 多少危機感をもっている どちらともいえない

あまり危機感をもっていない 全く危機感をもっていない わからない

無回答

67.9%

55.5%

52.7%

26.2%

20.9%

20.5%

9.0%

9.0%

7.3%

5.6%

4.1%

1.4%

0.9%

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

子育てにかかる経済的負担を軽減すること

ﾜー ｸﾗｲﾌﾊ゙ ﾗﾝｽの推進や休暇制度の充実など、子育てしやすい職場環境を整備すること

安定した雇用など、生活基盤を確保すること

安心して妊娠・出産、子育てできる医療体制を整備すること

育児の不安感・孤立感を解消し、楽しく子育てできる環境をつくること

保育サービスの量的・質的充実を図ること

子育て世帯に適した住宅の確保など、子育てしやすい居住環境をつくること

防犯や交通事故防止など、安全な子育て環境を確保すること

行政、県民、ボランティア・NPO、企業等社会が一体となって子育てを応援すること

学校教育の充実を図ること

その他

わからない

無回答
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（３）理想の子どもの数と予定の子どもの数 

 

 
 

図３ 理想の子どもの数と予定の子どもの数  

                          N=804 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）予定の子どもの数が理想の子どもの数を下回る理由 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 男女別 予定子ども数が理想子ども数を下回る理由（いくつでも選択）  
                              男性 N=130、女性 N=214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県の理想の子どもの数は平均 2.35 人、予定の子どもの数（現在の子どもの数＋今

後持つつもりの子どもの数）は 2.00 人で、その差は 0.35 人となっている。  

予定の子どもの数が理想の子どもの数を下回る理由を聞いたところ、「子育てや教

育にお金がかかりすぎるから」が 62.4％と最も多く、次いで「働きながら子育てが

できる職場環境がないから」が 28.0％、「自分や配偶者が育児の負担に耐えられな

いから」が 21.8％となっている。  
男女別では、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」（男性 63.8%、女性 62.6%）

などで男性が高く、「自分や配偶者が高年齢で、産むのがいやだから」（男性 13.1%、

女性 23.4%）などで女性が高くなっている。  

2.35

1.20 0.80 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

理想の子どもの数 現在の子どもの数 今後持つつもりの子どもの数

2.00 
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（５）女性が子育てをしながら働く上での問題点 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図５ 男女別 女性が子育てをしながら働く上での問題点（いくつでも選択）  

男性 N=319、女性 N=464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

女性が子育てをしながら働く上での問題点について、「仕事と育児の両立が体力・

時間的に難しい」（75.0％）が最も多く、次いで「仕事と家事の両立が体力・時間

的に難しい」（66.3％）、「子どもの病気など急用が入ったとき、職場で柔軟な対

応が出来ない」（53.4％）の順となっている。  
男女別では、「子育てに十分な時間をかけることができない」、「休みがとりに

くい、残業が多い」、「配偶者の理解・協力が得られない」などで、女性のポイン

トが大きくなっている。  
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Ⅱ 子どもがいる人の子育てに関する意識 

（１）子どもと過ごす時間（男性の時間に着目して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 男性の子どもと過ごす時間  
本人 N=170 妻から N=314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもと過ごす時間について、回答者本人と本人から見た配偶者について聞いた

ところ、平日の男性で「0～3 時間」（回答者本人 67.1％、妻から見た夫 62.1％）

が最も多く、次いで「3～6 時間」（回答者本人 21.2％、妻から見た夫 15.3％）と

なっている。前回調査は「0～3 時間」（回答者本人 65.2％、妻から見た夫 62.1％）

「3～6 時間」（回答者本人 21.3%、妻から見た夫 18.3%）となっており、前回調査

と比較すると「0～3 時間」の割合がわずかに増加している。  
休日の男性については、「12～24 時間」（回答者本人 41.8%、妻から見た夫 36.9%）

が最も多く、次いで「9～12 時間」（回答者本人 15.9%、妻から見た夫 15.9%）と

なっている。前回調査は「12～24 時間」（回答者本人 41.5%、妻から見た夫 36.9%）

となっており、前回調査と比較すると「12～24 時間」はほぼ横ばいである。  
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（２）男性の育児への参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 男性の育児への参加状況  
                                                   N=489 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

男性の育児への参加状況について、小学校入学前の育児について、父親（回答者

本人又は女性回答者の夫）が行っている（行っていた）育児の状況を聞いたところ、

いずれの項目も『週１～２日程度』又は『ほとんどしない』の割合が多くなってい

る。  
『週１～２日程度』の割合が最も多い項目は、「散歩など、屋外へ遊びに連れて

行く」（62.8％）、「入浴させる」（33.9％）、「家の中で、話や遊び相手をする」

（33.5％）、「妻の悩み事を聞く」（33.5％）、「妻の気持ちや考えを理解する」

（30.7％）、「日常生活上のしつけ」（27.8％）となっている。  

27.4%

23.3%

22.7%

18.6%

18.2%

16.2%

13.3%

11.2%

10.2%

5.7%

0.4%

2.2%

21.5%

19.6%

22.5%

13.3%

18.6%

12.3%

15.1%

13.9%
5.1%

8.2%

0.4%

1.0%

33.5%

26.6%

33.9%

30.7%

27.8%

33.5%

27.4%

25.4%

13.5%

62.8%

1.6%

3.5%

7.4%

20.2%

11.9%

25.6%

23.5%

26.2%

32.5%

38.4%

56.9%

13.9%

75.3%

21.9%

10.2%

10.2%

9.0%

11.9%

11.9%

11.9%

11.7%

11.0%

14.3%

9.4%

22.3%

71.4%

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

家の中で、話や遊び相手をする

おむつを取り替える

入浴させる

妻の気持ちや考えを理解する

日常生活上のしつけ

妻の悩み事を聞く

食事の世話をする

寝かしつける

保育所・幼稚園等(日中預けている場所)の送り迎え

散歩など、屋外へ遊びに連れて行く

ベビーシッター等の手配・交渉

その他

週５日以上 週3～4日程度 週1～2日程度 ほとんどしない 無回答
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Ⅲ 独身者の結婚に関する意識 

（１）結婚の意思 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 結婚の意思  

N=234（男性 N=105、女性 N=117）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独身者における結婚の意思について、『いずれ結婚するつもり』は 74.3％（前回

82.8%）で 8.5 ポイント減少している。その内訳は「理想的な相手が見つかるまでは

結婚しなくてもかまわない」が 49.1％（前回 44.9%）、「ある程度の年齢までには

結婚するつもり」が 25.2％（前回 37.9%）となっている。一方で「一生結婚するつ

もりはない」は 24.4％（前回 13.3%）と 11.1 ポイント増加している。  
男女別では、「一生結婚するつもりはない」（男性 30.5％、女性 17.1％）で男性の割合が高

くなっている。  

25.2%

27.6%

23.9%

49.1%

41.9%

57.3%

24.4%

30.5%

17.1%

1.3%

0.0%

1.7%

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

全体

男性

女性

いずれ結婚するつもり（ある程度の年齢までには結婚するつもり）

いずれ結婚するつもり（理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない）

一生結婚するつもりはない

無回答
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（２）独身にとどまっている理由 

 

 

 

 

 図９ 独身にとどまっている理由（３つ以内選択）  

N=234    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

独身にとどまっている理由としては、「結婚したい相手にまだめぐり会わないか

ら」が 38.5％と最も多く、次いで「結婚する必要性を感じないから」が 32.9％、「独

身の自由や気楽さを失いたくないから」が 32.1％の順となっている。  

38.5%
32.9%

32.1%
28.6%

25.6%
20.5%

18.4%
17.5%

13.7%
3.4%

1.7%
9.4%

5.6%
0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

結婚したい相手にまだめぐり会わないから

結婚する必要性を感じないから

独身の自由や気楽さを失いたくないから

経済的な余裕がないから

今は、趣味や娯楽を楽しみたいから

異性とうまくつきあえないから

仕事が忙しくて出会うチャンスが少ないから

今は、仕事（または学業）にうちこみたいから

結婚するにはまだ若すぎるから

結婚生活のための住宅のめどが立たないから

親や周囲が結婚に同意しない（だろう）から

その他

すでに結婚が決まっている

無回答
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（３）法律上の結婚をためらうこと及びその理由 

 

 

 

 

 

 

 

 図１０ 男女別 法律上の結婚をためらう理由（いくつでも選択）  

男性 N=105、女性 N=117 

 

 

  

独身者のうち、次のような理由で法律上の結婚をためらうことがあると回答した

のは 55.1％（男性 49.5％、女性 61.5％）。  
その理由は、「相手の親族との付き合いが煩わしい」が 34.6％と最も多く、次い

で「相手の家業を継がなければならない（相手に当方の家業を継いでもらわなけれ

ばならない）」が 21.4％、「生来の姓に愛着があり、姓を変えたくない」が 15.0％
の順となっている。  

男女別では、「生来の姓に愛着があり、姓を変えたくない」（男性 7.6％、女性

22.2％）、「キャリアを維持したい等の理由により姓を変えたくない」（男性 2.9％、

女性 14.5％）で特に男女の差が大きくなっている。  

7.6%

2.9%

31.4%

21.0%

50.5%

22.2%

14.5%

37.6%

23.1%

38.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

生来の姓に愛着があり、姓を変えたくない

キャリアを維持したい等の理由により姓を変えたくない

相手の親族との付き合いが煩わしい

相手の家業を継がなければならない

（相手に当方の家業を継いでもらわなければならない）

無回答
男性

女性
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（４）結婚とは別の制度 

 

 

 

 

 

 

 図１１ 結婚とは別の制度  

N＝129 

 

 

 

  

法律婚をためらうことがあると答えた者のうち、結婚とは別の制度（事実婚であ

っても子の共同親権を認めるなど、カップル間のパートナー契約に結婚（婚姻）に

準じた法的保護を与える新たな届出・登録制度）について、「利用してみたい」が

11.6％、「利用するかどうかはわからないが、関心はある」が 42.6％となっている。 
男女別では、「利用してみたい」（男性 11.5％、女性 11.1％）、「利用するかど

うかはわからないが、関心はある」（男性 42.3％、女性 44.4％）は男女でほぼ差が

ないが、「結婚とは別の制度は利用したくない」（男性 9.6％、女性 1.4％）では男

性の割合が高くなっている。  
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Ⅳ ワークライフバランス 

（１）働きやすくない原因 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図１２ 働きやすくない原因（いくつでも選択）  
N=269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

働きやすくない職場の原因については、「日常的に労働時間が長い」が 54.3％と

最も多く、次いで「ひとりひとりの業務量が多い」が 39.8%、「有給休暇がとりづ

らい雰囲気がある」が 34.2％となっている。  
男女別では、「日常的に労働時間が長い」（男性 69.0％、女性 38.6％）、「ひと

りひとりの業務量が多い」（男性 45.7％、女性 33.3％）などで男性の方が高く、一

方で、「始業・就業時間が固定的である」（男性 31.8％、女性 33.3％）、「職場で

継続就業してキャリア形成している例が少ない」（男性 8.5％、女性 14.4％）、「子

どもの病気などで急用が入ったとき、職場で柔軟な対応ができない」（男性 28.7％、

女性 34.1％）で女性の方が高くなっている。  

54.3%
39.8%

34.2%
32.3%

31.2%
28.6%
28.6%

20.4%
13.4%

12.6%
11.2%

9.7%
7.8%
8.2%

2.6%

0% 20% 40% 60%

日常的に労働時間が長い

ひとりひとりの業務量が多い

有給休暇がとりづらい雰囲気がある

始業・就業時間が固定的である

子どもの病気などで急用が入ったとき、職場で柔軟な対応ができない

子育てを重視しながら働くことに、上司や同僚の理解・協力が得られない

育児に関する休暇・休業がとりづらい雰囲気がある

通勤時間が長い

営業時間の制約（顧客対応や長時間開店など）がある

育児支援制度の利用が、昇進や昇給に不利である

職場で継続就業してキャリア形成している例が少ない

転勤がある

復職にあたっての異動・配置の本人希望が通りにくい

その他

無回答
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Ⅴ 期待する少子化施策等 

（１）結婚を支援する施策 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 図１３ 結婚を支援する施策（３つ以内選択） 

N=804 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚を支援する施策について、「賃金を上げて安定した家計を営めるよう支援す

ること」が 66.3％と最も高く、次いで「安定した雇用環境を提供すること」が 47.6％、

「結婚や住宅に対する資金貸与や補助を行うこと」が 33.6％となっている。  
男女別では、「賃金を上げて安定した家計を営めるよう支援すること」（男性

67.4％、女性 65.7％）、「結婚した方が活用できるような税制を行うこと」（男性

37.0％、女性 26.1％）、「結婚や住宅に対する資金貸与や補助を行うこと」（男性

38.9％、女性 30.6％）で男性の方が高く、「安定した雇用環境を提供すること」（男

性 42.9％、女性 51.5％）、「企業のワークラフバランスを促進する政策を充実させ

ること」（男性 21.9％、女性 30.6％）で女性の方が高くなっている。  

66.3%
47.6%

33.6%
30.6%

27.1%
20.4%

8.6%
3.7%
3.0%
4.1%

1.5%

0% 20% 40% 60%

賃金を上げて安定した家計を営めるよう支援すること

安定した雇用環境を提供すること

結婚や住宅に対する資金貸与や補助を行うこと

結婚した方が活用できるような税制を行うこと

企業のワークライフバランスを促進する政策を充実させること

出会いの場を提供すること

若者の結婚を応援する機運の醸成を図る情報発信を行うこと

その他

特にない

わからない

無回答
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（２）安心して妊娠・出産ができる環境を整備する施策 

 

 

 

 

 

 

 図１４ 安心して妊娠・出産ができる環境を整備する施策（３つ以内選択） 

N=804 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心して妊娠・出産ができる環境を整備する施策については、｢出産育児一時金 (50
万円 )を増額する｣が 45.1％（前回 34.7％）と最も割合が多く、次いで「不妊治療に

対する助成を拡充する」が 38.9％（前回 33.6%）、｢産前・産後期間における配偶

者の休暇・休業取得を推進する」が 38.6％（前回 43.6%）の順となっている。  

45.1%

38.9%

38.6%

34.2%

27.0%

22.4%

18.2%

12.9%

9.7%

7.3%

2.2%

2.9%

1.5%

0% 20% 40% 60%

出産育児一時金（５０万円）を増額する

不妊治療に対する助成を拡充する

産前・産後期間における配偶者の休暇・休業取得を促進する

妊娠中の健康診断を無料化する

産前６週間（多胎妊娠は１４週間）・産後８週間の休業期間を拡大する

産後ケア事業などの母子保健サービスを充実する

家事補助などを行うヘルパーの訪問サービスを充実する

産科医療体制を充実する

妊娠や出産に関する相談や情報提供などをワンストップで

受けられる窓口（子育て世代包括支援センター等）の充実

その他

特にない

わからない

無回答
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（３）育児を支援する施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ 育児を支援する施策（３つ以内選択）  

N=804   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児を支援する施策として何が重要かについて、「児童手当や扶養控除など、子

育てに対する経済的支援を充実する」が 56.6％（前回 48.3%）と最も高く、次いで

「教育費への支援を充実する」が 35.0％（前回 29.6％）、「保育所の時間延長や一

時預かりなど、多様な保育サービスを充実する」が 34.0％（前回 28.5%）となって

いる。  
男女別では、「児童手当や扶養控除など、子育てに対する経済的支援を充実する」

（男性 60.5％、女性 54.7％）は男性の割合が多く、「育児休業をとりやすい職場環

境を整備する」（男性 17.2％、女性 23.9％）、「時間外勤務を短縮する等、男性の

育児参加を促進する」（男性 20.1％、女性 23.7％）は女性の割合が多くなっている。 

56.6%

35.0%

34.0%

22.0%

21.0%

20.6%

20.3%

19.0%

13.9%

10.2%

7.0%

3.0%

3.0%

4.6%

0.9%

2.0%

1.4%

0% 20% 40% 60%

児童手当や扶養控除など、子育てに対する経済的支援を充実する

教育費への支援を充実する

保育所の時間延長や一時預かりなど、多様な保育サービスを充実する

時間外勤務を短縮する等、男性の育児参加を促進する

育児休業をとりやすい職場環境を整備する

保育料に対する支援を充実する

企業のワークライフバランスを促進する政策を充実する

育児休業中の所得保障を充実する

子ども医療費への支援を充実する

出産・育児による退職後の再就職支援を充実する

子どもを連れて安心して外出できる地域環境を整備する

育児について相談する場、親同士交流できる場を提供する

妊娠や出産に関する相談や情報提供などをワンストップで

受けられる窓口（子育て世代包括支援センター等）の充実

その他

特にない

わからない

無回答
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調査の概要 
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調査の概要  

１ 調査の目的 

県民の少子化に関する意識、子どもがいる人の子育てに関する意識、独身者の結婚に

関する意識、ワークライフバランスに関する意識、期待する少子化対策について調査し、

「あいち  はぐみんプラン 2020-2024」（計画の期間：2020 年度～2024 年度）の次期計

画作成の基礎資料とする。  

 

２ 調査の設計 

（１）調査地域  愛知県内全域  

（２）調査対象  愛知県内に居住する 20 歳から 49 歳までの男女  

（３）標本数   3,000 

（４）抽出方法  層化二段無作為抽出法  

（５）調査方法  郵送により調査票を配布し、郵送またはインターネットにより調査票の  

収集を行った。  

（６）調査時期  2023 年 10 月 31 日～11 月 16 日  

 

３ 調査委託機関 

日本メール株式会社  

 

４ 回収結果 

標本数  （Ａ）  3,000 件  

総回収数  （Ｂ）  809 件  

 有効回収数  （Ｃ）  804 件  

 無効回収数  ※    5 件  

回収率  （Ｂ／Ａ）  27.0％  

有効回収率  （Ｃ／Ａ）  26.8％  

※総回収数のうち、調査対象外の者から回答  
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５ 標本抽出方法 

調査対象  ：  愛知県内に居住する 20 歳から 49 歳までの男女  

標本数   ：  3,000 

（１）愛知県内の市町村（名古屋市は区）をそれぞれ層とした。  

（２）各層に、その母集団数（2023 年 4 月 1 日現在の人口）の大きさにより、3,000 の標

本数を比例配分した。  

（３）第 1 次抽出単位となる調査地点数は 150 とし、2020 年国勢調査時に設定された調

査地区（町・丁目・字単位）を使用した。各層における調査地点については、1 次

調査地点の標本数が 20 となるように算出し、各層内での調査地点が 1 地点の場合

は単純無作為抽出法により抽出、2 地点以上となる場合は、「層における調査地区

数の合計」÷「層で抽出すべき調査地点数」＝「抽出間隔」を算出し、等間隔抽出

法により抽出した。  

（４）調査地点における対象者の抽出は、住民基本台帳から等間隔抽出法によって抽出し

た。  
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（５）標本数配分表  

 

  
市町村 人口 配分地点数 標本数（20/地点数）

区 （R5.4.1）

千種区 164,070 4 80
東区 85,833 2 40
守山区 176,593 4 80
名東区 162,092 3 60
昭和区 107,633 2 40
瑞穂区 107,513 2 40
緑区 247,705 5 100
天白区 162,845 3 60
北区 160,892 3 60
西区 151,054 3 60
中村区 139,008 3 60
中区 97,469 2 40
熱田区 66,786 1 20
中川区 217,730 4 80
港区 140,946 3 60
南区 131,759 3 60

津島市 59,450 1 20

愛西市 59,464 1 20

弥富市 42,466 1 20

あま市 85,699 2 40

海部郡大治町 32,781 1 20

　　　　　蟹江町 36,852 1 20

　　　　　飛島村 4,401 0 0

清須市 66,897 1 20

北名古屋市 86,323 2 40
西春日井郡豊山町 15,661 0 0

一宮市 375,231 8 160

稲沢市 132,219 3 60

犬山市 71,952 1 20

江南市 96,677 2 40

岩倉市 47,710 1 20

丹羽郡大口町 24,250 0 0

　　　　 扶桑町 34,207 1 20

春日井市 305,592 6 120

小牧市 146,543 3 60

瀬戸市 126,543 3 60

尾張旭市 83,121 2 40

豊明市 68,570 1 20

長久手市 60,908 1 20

日進市 92,767 2 40

愛知郡東郷町 43,778 1 20

半田市 115,779 2 40

常滑市 58,005 1 20

東海市 112,605 2 40

大府市 93,056 2 40

知多市 82,588 2 40

知多郡阿久比町 28,094 1 20

　　　　 東浦町 49,579 1 20

         南知多町 15,533 0 0

         美浜町 21,743 0 0

         武豊町 43,224 1 20

豊田市 415,994 8 160

みよし市 62,092 1 20

岡崎市 382,036 8 160

碧南市 71,919 1 20

刈谷市 153,241 3 60

安城市 186,487 4 80

西尾市 167,737 3 60

知立市 71,973 1 20

高浜市 46,133 1 20

額田郡幸田町 42,143 1 20

新城市 42,374 1 20

北設楽郡設楽町 4,059 0 0

　　　　　　東栄町 2,714 0 0

　　　　　　豊根村 926 0 0

豊橋市 365,680 7 140

豊川市 184,195 4 80

蒲郡市 78,219 2 40

田原市 57,512 1 20

合計 7,491,050 150 3,000

名古屋市
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６ 回答者の属性 

（１）  性別       

 

 

 

 

（２）  年齢  

 

（３）居住地  

 

（４）就業形態  

 

（５）１週間の労働時間・帰宅時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均年齢 37.4 歳

実数 割合

20歳代 143 17.8%

30歳代 288 35.8%

40歳代 349 43.4%

無回答 24 3.0%

Ｎ＝ 804

実数 割合

名古屋地域 234 29.1%

尾張地域 287 35.7%

西三河地域 187 23.3%

東三河地域 65 8.1%

無回答 31 3.9%

Ｎ＝ 804

実数 割合

正社員・正規職員 444 55.2%

派遣・契約・期限付きの社
員・職員

43 5.3%

パート・アルバイト・非常勤 155 19.3%

自営業・家族従業 35 4.4%

内職・在宅勤務 3 0.4%

学生 31 3.9%

専業主婦・主夫 54 6.7%

無職 11 1.4%

その他 12 1.5%

無回答 16 2.0%

Ｎ＝ 804

実数 割合

男性 319 39.7%

女性 464 57.7%

無回答 21 2.6%

Ｎ＝ 804

１週間の平均労働時間 33.3 時間

平均帰宅時間

１週間の労働時間（残業時間を含む）

実数 割合

20時間未満 204 25.4%

20～40時間未満 127 15.8%

40～50時間未満 174 21.6%

50～60時間未満 109 13.6%

60時間以上 54 6.7%

無回答 136 16.9%

Ｎ＝ 804

午後 5時45分
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（６）世帯年収  

 

 

 

 

 

 

 

（７）同居人数（本人を含む）  

 

（８）同居家族  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）子どもの状況  

 子どもの人数  

 

 

平均同居人数 3.44 　人

　

実数 割合

1人 60 7.5%

2人 116 14.4%

3人 209 26.0%

4人 264 32.8%

5人 88 10.9%

6人 30 3.7%

7人 10 1.2%

8人 0 0.0%

9人 1 0.1%

10人 0 0.0%

無回答 26 3.2%

Ｎ＝ 804

平均子ども人数 1.92 人

実数 割合

1人 157 32.1%

2人 229 46.8%

3人 82 16.8%

4人 11 2.2%

5人 3 0.6%

6人 1 0.2%

無回答 6 1.2%

Ｎ＝ 489

実数 割合

300万円未満 65 8.1%

300万円以上500万円未満 153 19.0%

500万円以上700万円未満 197 24.5%

700万円以上1,000万円未満 187 23.3%

1,000万円以上 142 17.7%

無回答 60 7.5%

Ｎ＝ 804

72.8%
65.6%

19.4%
22.6%

2.5%
3.8%

9.7%
5.4%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者
子ども

自分の父
自分の母

配偶者の父
配偶者の母

自分のきょうだい
その他
無回答

実数 割合

配偶者 523 72.8%

子ども 471 65.6%

自分の父 139 19.4%

自分の母 162 22.6%

配偶者の父 18 2.5%

配偶者の母 27 3.8%

自分のきょうだい 70 9.7%

その他 39 5.4%

無回答 10 1.4%

Ｎ＝ 718
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子どもの学齢・学年  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 歳未満の年齢構成  

 

 

施設・サービス利用の有無  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 実数 割合

0歳 37 30.8%

1歳 34 28.3%

2歳 38 31.7%

無回答 11 9.2%

Ｎ＝ 120

実数 割合

0～2歳児 120 24.5%

3歳～小学校入学前 169 34.6%

小学校低学年(1年～3年) 158 32.3%

小学校高学年(4年～6年) 139 28.4%

中学生 122 24.9%

高校生 102 20.9%

大学生 61 12.5%

社会人 36 7.4%

その他 6 1.2%

無回答 8 1.6%

Ｎ＝ 489

5.4%

29.4%

47.4%

2.9%

7.9%

2.7%

2.6%
2.9%

2.6%

5.4%

5.9%

2.6%

70.3%

52.9%

26.3%

16.2%

5.9%

10.5%

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

0歳

1歳

2歳

認可保育所 幼稚園（未就園児子育て支援広場、サークルを含む）
認定こども園 事業所内保育施設
家庭的保育（保育ママ）・居宅訪問型保育（ベビーシッター） その他認可外施設等
ファミリーサポートセンター その他
預けていない 無回答

実数 割合 実数 割合 実数 割合
認可保育所　　 2 5.4% 10 29.4% 18 47.4%
幼稚園（未就園児子育て支援広場、サークルを含む） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
認定こども園　　 0 0.0% 1 2.9% 3 7.9%
事業所内保育施設 1 2.7% 0 0.0% 1 2.6%
家庭的保育（保育ママ）・居宅訪問型保育（ベビーシッター） 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0%
その他認可外施設等 0 0.0% 0 0.0% 1 2.6%
ファミリーサポートセンター　 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 2 5.4% 2 5.9% 1 2.6%
預けていない 26 70.3% 18 52.9% 10 26.3%
無回答 6 16.2% 2 5.9% 4 10.5%

N=37 N=34 N=38

０歳 １歳 ２歳
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（10）近居者（車で５～10 分程度又は徒歩で 30 分程度で行き来できる距離に住む親族） 

 

 

  

実数 割合

自分の父 130 26.6%

自分の母 175 35.8%

配偶者の父 110 22.5%

配偶者の母 149 30.5%

自分のきょうだい 57 11.7%

配偶者のきょうだい 40 8.2%

それ以外の親族 16 3.3%

友人・知人 34 7.0%

近居している親族等はいない 174 35.6%

無回答 17 3.5%

Ｎ＝ 489
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本書の注意事項等  

 

１  本文の記載のうち、選択肢については「  」と表記し、複数の選択肢をあわせたものを

『  』と表記している。  

ex.①  「多少危機感をもっている」と「大変危機感をもっている」をあわせた『危機

感をもっている』が・・・・・  

 

２  百分率及び百分率相互間の差の数値は、小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第

１位まで記載している。  

 

３  人数の平均については、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位まで記載し

ている。  

 

４  属性別に関する記述については、原則として各選択肢における他の属性との比較をし

ている。  

ex.年齢別では、20 歳代で「○○○」が（他の年代に比べ）高くなっている。  

 

５  本調査に当たり、本文に関連するデータは図表として記載したが、関連しないデータに

ついては膨大なため、割愛している。したがって、本書に記載したもの以外のデータが

必要な場合については、福祉局子育て支援課子ども政策グループに問い合わせてくださ

い。  

ＴＥＬ  ０５２－９５４－６１０６（ダイヤルイン）  

ＦＡＸ  ０５２－９７１－５８９０  

Ｅmail kosodate@pref.aichi.lg.jp  
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第１章 少子化などに関する意識 
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第１章 少子化などに関する意識 

１―１ 少子化への危機感 

少子化への危機感については、「大変危機感をもっている」が 40.4％と最も多く、「多

少危機感をもっている」（35.9％）とあわせて『危機感をもっている』が 76.4％となっ

ている。一方、「あまり危機感をもっていない」（9.1％）と「全く危機感をもっていな

い」（2.2％）をあわせた『危機感をもっていない』は 11.3％となっている。  

男女別では、「大変危機感をもっている」（男性 48.9％、女性 35.1％）で男性の割合

が高くなっており、「大変危機感をもっている」「多少危機感をもっている」をあわせ

た『危機感をもっている』（男性 78.4%、女性 75.0%）でも男性の割合が高くなってい

る。  

年齢別では、年代が上がるほど「大変危機感をもっている」の割合が高くなっている。  

性別・子どもの有無別では、男性、女性ともに子どものいない人より子どものいる人

で『危機感をもっている』の割合が高くなっており、子どものいる女性より子どものい

る男性でさらにその割合が高い。  

 

図１－１ 少子化への危機感  

     N=804  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－１ 少子化への危機感  

大変危機
感をもっ
ている

多少危機
感をもっ
ている

あまり危
機感を
もってい
ない

全く危機
感をもっ
ていない

総数 804 76.4% 40.4% 35.9% 9.2% 11.3% 9.1% 2.2% 1.6% 1.5%
男女別
　男性 319 78.4% 48.9% 29.5% 6.0% 11.3% 7.8% 3.4% 2.5% 1.9%
　女性 464 75.0% 35.1% 39.9% 11.2% 11.6% 10.3% 1.3% 0.9% 1.3%
年齢別
　20歳代 143 72.7% 28.0% 44.8% 10.5% 14.0% 9.8% 4.2% 1.4% 1.4%
　30歳代 288 76.7% 42.4% 34.4% 6.9% 13.5% 10.8% 2.8% 0.7% 2.1%
　40歳代 349 77.9% 44.7% 33.2% 10.0% 9.2% 8.0% 1.1% 1.7% 1.1%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 69.1% 34.2% 34.9% 7.4% 16.8% 11.4% 5.4% 4.0% 2.7%
　男性子ども有り 170 86.5% 61.8% 24.7% 4.7% 6.5% 4.7% 1.8% 1.2% 1.2%
　女性子ども無し 150 67.3% 24.0% 43.3% 15.3% 16.0% 12.7% 3.3% 1.3% 0.0%
　女性子ども有り 314 78.7% 40.4% 38.2% 9.2% 9.6% 9.2% 0.3% 0.6% 1.9%

回答者数

危機感をもっている
どちらと
もいえな

い

危機感をもっていない

わからな
い

無回答

40.4% 35.9% 9.2% 9.1%

2.2%

1.6%

1.5%

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

大変危機感をもっている 多少危機感をもっている どちらともいえない

あまり危機感をもっていない 全く危機感をもっていない わからない

無回答
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１－２ 少子化が与える影響 

少子化が与える影響については、「年金や医療費の負担など、社会保障に与える影響

について」が 79.5％と最も多く、次いで「労働力人口の減少など、経済活力に与える影

響について」が 73.3％となっている。  

男女別では、「年金や医療費の負担など、社会保障に与える影響について」（男性 78.1％、

女性 80.8％）は 2.7 ポイント女性が、「過疎化の一層の進行など、社会の活力に与える

影響について」（男性 40.4％、女性 35.1％）は 5.3 ポイント男性が高くなっている。  

性別・子どもの有無別では、全ての選択肢 (「その他」「少子化問題については関心が

ない」「特にない」「分からない」を除く )で、男女に関係なく子どものいない人より子

どものいる人の割合が高くなっている。  

 

図１－２ 少子化が与える影響（いくつでも選択）  

   N=804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－２ 少子化が与える影響（いくつでも選択）  

 

  
回答者数

年金や医療

費の負担な

ど、社会保

障に与える

影響につい

て

労働力人口

の減少な

ど、経済活

力に与える

影響につい

て

過疎化の一

層の進行な

ど、社会の

活力に与え

る影響につ

いて

学校の減少

など、身近

な日常生活

に与える影

響について

切磋琢磨し

合う同年代

の子どもの

減少など、

子どもの健

全な成長に

与える影響

について

その他

少子化問題

については

関心がない

特にない
わからな

い
無回答

総数 804 79.5% 73.3% 37.3% 22.1% 19.7% 3.7% 0.9% 0.7% 1.7% 0.9%
男女別
　男性 319 78.1% 73.7% 40.4% 21.3% 18.5% 3.4% 1.3% 0.6% 1.6% 0.6%
　女性 464 80.8% 73.3% 35.1% 23.1% 20.0% 3.4% 0.6% 0.9% 1.7% 1.1%
年齢別
　20歳代 143 76.9% 67.8% 37.8% 18.2% 16.1% 2.1% 1.4% 0.0% 3.5% 1.4%
　30歳代 288 81.3% 74.3% 37.2% 24.3% 20.8% 4.2% 0.3% 0.7% 1.7% 0.3%
　40歳代 349 79.9% 75.1% 37.2% 22.9% 20.1% 3.7% 1.1% 0.9% 0.6% 1.1%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 75.8% 67.8% 35.6% 14.8% 11.4% 3.4% 2.0% 1.3% 3.4% 0.7%
　男性子ども有り 170 80.0% 78.8% 44.7% 27.1% 24.7% 3.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6%
　女性子ども無し 150 80.0% 68.7% 33.3% 18.0% 16.0% 3.3% 0.7% 0.7% 2.7% 0.0%
　女性子ども有り 314 81.2% 75.5% 36.0% 25.5% 22.0% 3.5% 0.6% 1.0% 1.3% 1.6%
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１－３ 安心して子どもを生み育てることができる社会のための施策 

安心して子どもを生み育てることができる社会を実現するための施策について、何が

重要か聞いたところ、「子育てにかかる経済的負担を軽減すること」が 67.9％と最も多

く、次いで「ワークライフバランスの推進や休暇制度の充実など、子育てしやすい職場

環境を整備すること」が 55.5％となっている。  

男女別では、「子育てにかかる経済的負担を軽減すること」（男性 71.8%、女性 65.7%）

や「安定した雇用など、生活基盤を確保すること」（男性 54.5%、女性 51.7%）では男

性の割合が高い一方、「ワークライフバランスの推進や休暇制度の充実など、子育てし

やすい職場環境を整備すること」（男性 51.4%、女性 59.5%）では女性の割合が高くな

っている。  

年齢別では、「子育てにかかる経済的負担を軽減すること」「安心して妊娠・出産、

子育てできる医療体制を整備すること」では 20 歳代で、「ワークライフバランスの推

進や休暇制度の充実など、子育てしやすい職場環境を整備すること」「保育サービスの

量的・質的充実を図ること」では 30 歳代で、「安定した雇用など、生活基盤を確保す

ること」「防犯や交通事故防止など、安全な子育て環境を確保すること」では 40 歳代

で割合が高くなっている。  

性別・子どもの有無別では、「子育てにかかる経済的負担を軽減すること」、「防犯

や交通事故防止など、安全な子育て環境を確保すること」などでは、男女ともに子ども

のいる人が子どものいない人より割合が高く、一方で「安定した雇用など、生活基盤を

確保すること」、「安心して妊娠・出産、子育てできる医療体制を整備すること」は、

男女ともに子どものいない人が子どものいる人より割合が高くなっている。  

 

図１－３ 安心して子どもを生み育てることができる社会のための施策（３つ以内選択）  

         N=804 
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表１－３ 安心して子どもを生み育てることができる社会のための施策（３つ以内選択）  

 

  

回答者数

子育てに

かかる経

済的負担

を軽減す

ること

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞ

ﾗﾝｽの推

進や休暇

制度の充

実など、

子育てし

やすい職

場環境を

整備する

こと

安定した

雇用な

ど、生活

基盤を確

保するこ

と

安心して

妊娠・出

産、子育

てできる

医療体制

を整備す

ること

育児の不

安感・孤

立感を解

消し、楽

しく子育

てできる

環境をつ

くること

保育サー

ビスの量

的・質的

充実を図

ること

子育て世

帯に適し

た住宅の

確保な

ど、子育

てしやす

い居住環

境を整備

すること

防犯や交

通事故防

止など、

安全な子

育て環境

を確保す

ること

行政、県

民、ﾎﾞﾗﾝ

ﾃｨｱ・

NPO、企

業等社会

が一体と

なって子

育てを応

援するこ

と

学校教育

の充実を

図ること

その他
わからな

い
無回答

総数 804 67.9% 55.5% 52.7% 26.2% 20.9% 20.5% 9.0% 9.0% 7.3% 5.6% 4.1% 1.4% 0.9%
男女別

　男性 319 71.8% 51.4% 54.5% 26.0% 19.7% 19.4% 9.4% 7.2% 7.2% 4.7% 5.0% 1.9% 0.6%
　女性 464 65.7% 59.5% 51.7% 26.1% 21.8% 21.3% 8.8% 9.9% 7.1% 6.0% 3.2% 0.9% 1.1%
年齢別

　20歳代 143 73.4% 55.2% 55.2% 30.1% 21.7% 16.1% 11.2% 6.3% 7.7% 3.5% 4.9% 1.4% 1.4%
　30歳代 288 70.8% 66.3% 45.1% 28.5% 19.8% 22.9% 10.4% 7.6% 5.9% 5.2% 1.0% 1.0% 0.3%
　40歳代 349 63.6% 48.1% 58.7% 22.6% 21.8% 20.1% 7.2% 11.2% 8.6% 6.0% 6.0% 1.1% 1.1%
性別・子どもの有無

　男性子ども無し 149 71.1% 51.0% 57.7% 28.9% 18.8% 13.4% 6.0% 4.0% 6.0% 2.0% 5.4% 1.3% 0.7%
　男性子ども有り 170 72.4% 51.8% 51.8% 23.5% 20.6% 24.7% 12.4% 10.0% 8.2% 7.1% 4.7% 2.4% 0.6%
　女性子ども無し 150 58.7% 53.3% 59.3% 36.0% 21.3% 22.7% 10.7% 7.3% 6.7% 4.0% 2.0% 2.7% 0.0%
　女性子ども有り 314 69.1% 62.4% 48.1% 21.3% 22.0% 20.7% 8.0% 11.1% 7.3% 7.0% 3.8% 0.0% 1.6%
就業形態別

　正社員・正規職員 444 68.0% 59.2% 50.9% 27.3% 20.9% 21.4% 9.9% 7.9% 6.8% 4.1% 4.5% 1.4% 0.9%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 43 65.1% 48.8% 67.4% 27.9% 16.3% 25.6% 4.7% 11.6% 9.3% 11.6% 4.7% 0.0% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 155 69.0% 54.2% 51.6% 25.2% 23.2% 18.1% 9.0% 12.9% 6.5% 3.9% 3.9% 0.6% 1.3%
　自営業・家族従業 35 80.0% 40.0% 54.3% 14.3% 17.1% 17.1% 17.1% 5.7% 11.4% 17.1% 11.4% 2.9% 0.0%
　内職・在宅勤務 3 100.0% 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 31 71.0% 58.1% 54.8% 22.6% 25.8% 25.8% 3.2% 6.5% 3.2% 3.2% 0.0% 3.2% 0.0%
　専業主婦・主夫 54 61.1% 51.9% 50.0% 27.8% 25.9% 18.5% 7.4% 5.6% 9.3% 9.3% 0.0% 0.0% 1.9%
　無職 11 45.5% 72.7% 72.7% 36.4% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%
　その他 12 75.0% 25.0% 66.7% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 8.3% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
１週間の労働時間別

　20時間未満 204 66.7% 57.8% 52.0% 23.5% 23.5% 18.6% 11.3% 11.8% 9.8% 6.4% 4.4% 1.5% 1.5%
　20～40時間未満 128 68.0% 53.1% 55.5% 25.8% 22.7% 18.0% 7.0% 10.2% 7.0% 4.7% 3.1% 0.0% 0.8%
　40～50時間未満 173 70.5% 57.8% 51.4% 28.9% 17.9% 27.7% 6.4% 6.9% 6.9% 2.9% 2.9% 1.2% 1.2%
　50～60時間未満 111 73.0% 52.3% 47.7% 25.2% 21.6% 15.3% 17.1% 8.1% 4.5% 5.4% 8.1% 0.9% 0.0%
　60時間以上 52 65.4% 55.8% 59.6% 25.0% 15.4% 21.2% 7.7% 3.8% 7.7% 7.7% 7.7% 3.8% 0.0%
世帯年収別

　300万円未満 65 63.1% 47.7% 66.2% 27.7% 13.8% 12.3% 15.4% 10.8% 9.2% 4.6% 1.5% 1.5% 1.5%
　300万円以上500万円未満 153 69.3% 47.1% 52.3% 31.4% 19.0% 15.0% 10.5% 9.2% 7.8% 2.6% 5.2% 2.0% 1.3%
　500万円以上700万円未満 197 70.1% 59.9% 45.2% 27.4% 21.8% 18.8% 9.6% 9.1% 6.6% 5.6% 3.6% 1.0% 0.5%
　700万円以上1,000万円未満 187 72.7% 56.7% 58.3% 22.5% 20.3% 24.6% 9.1% 8.6% 7.5% 7.5% 5.3% 1.1% 0.5%
　1,000万円以上 142 62.7% 63.4% 50.0% 20.4% 25.4% 24.6% 4.9% 8.5% 6.3% 5.6% 2.8% 0.7% 1.4%
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１－４ 理想の子どもの数と予定の子どもの数 

理想の子どもの数と予定の子どもの数について、理想の子どもの人数は、「2 人」が

51.5％（前回 50.3%）で最も多く、次いで「3 人」33.7％（前回 40.6％）となっている。

現在の子どもの人数は、「0 人」が 36.9％と最も多く、次いで「2 人」が 29.0％となっ

ている。  

「理想の子どもの数」＜平均＞は 2.35 人で、「現在の子どもの数」＜平均＞は 1.20

人、「今後持つつもりの子どもの数」＜平均＞は 0.80 人となっており、現在の子どもの

数と今後持つつもりの子どもの数の合計『予定の子どもの数』＜平均＞は 2.00 人となり、

「理想の子どもの数」＜平均＞との差は△0.35 人となっている。  

全国と比較すると、「理想の子どもの数」＜平均＞（全国 2.25 人）は 0.10 人多い。  

前回調査と比較すると、「理想の子どもの数」＜平均＞（前回 2.41 人）で△0.06 人、

「現在の子どもの数」＜平均＞（前回 1.20 人）で±0 人、「今後持つつもりの子どもの

数」＜平均＞（前回 0.83 人）で△0.03 人、『予定の子どもの数』＜平均＞（前回 2.03）

で△0.03 人と、減少傾向にある。  

就業形態別では、「理想の子どもの数」から『予定の子どもの数』を引いた差が、無

職で 1.20 人と大きくなっている。  

世帯年収別では、300 万円未満で『予定の子どもの数』が 1.34 人と少なく、「理想の

子どもの数」と『予定の子どもの数』の差が 0.74 人と大きくなっている。  

 

図１－４－１  理想の子どもの数と予定の子どもの数  

         N=804  

 

    

 

 

          

 

 

 

 

図１－４－２ 理想の子どもの数と予定の子どもの数（前回調査）  

N＝ 971  
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図１－４－3 理想の子どもの数と予定の子どもの数《全国比較》  

 
愛知県 N＝ 804 全国 N＝ 4,913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４－４ 理想の子どもの数と予定の子どもの数《全国比較》  (前回調査 ) 

愛知県：N=971  全国：N=5,099    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国：第 15 回出生動向

基本調査（平成 27 年）  

※妻の年齢が 50 歳未満

の夫婦を対象に実施  

全国：第 16 回出生動向

基本調査（令和 3 年）  

※妻の年齢が 50 歳未満

の夫婦を対象に実施  
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表１－４ 理想の子どもの数と予定の子どもの数（理想－予定）  

 
（人）  

 
 

  

現在の子どもの数
今後持つつもりの

子どもの数
計

（Ｂ）

全体 2.35 1.20 0.80 2.00 0.35
性別
　男性 2.35 1.09 0.94 2.03 0.32
　女性 2.34 1.30 0.70 1.99 0.35
年齢別
　20歳代 2.09 0.11 1.48 1.59 0.49
　30歳代 2.36 1.13 1.03 2.16 0.20
　40歳代 2.43 1.72 0.29 2.01 0.42
男女・年齢別
　男・20歳代 2.07 0.03 1.44 1.48 0.59
　男・30歳代 2.33 0.90 1.27 2.17 0.17
　男・40歳代 2.49 1.75 0.38 2.13 0.36
　女・20歳代 2.09 0.18 1.49 1.67 0.42
　女・30歳代 2.39 1.30 0.86 2.17 0.23
　女・40歳代 2.40 1.73 0.24 1.97 0.44
居住地域別
　名古屋地域 2.24 1.12 0.79 1.91 0.33
　尾張地域 2.38 1.28 0.78 2.06 0.32
　西三河地域 2.37 1.19 0.84 2.02 0.34
　東三河地域 2.44 1.30 0.75 2.05 0.39
就業形態別
　正社員・正規職員 2.37 1.13 0.94 2.06 0.30
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 2.10 0.98 0.63 1.60 0.49
　パート・アルバイト・非常勤 2.36 1.69 0.43 2.12 0.24
　自営業・家族従業 2.61 1.42 0.73 2.16 0.45
　内職・在宅勤務 2.33 1.67 0.00 1.67 0.67
　学生 2.10 0.13 1.45 1.58 0.51
　専業主婦・主夫 2.40 1.43 0.57 2.00 0.40
　無職 1.80 0.20 0.40 0.60 1.20
　その他 2.00 0.58 0.78 1.36 0.64
１週間の労働時間別
　20時間未満 2.42 1.50 0.74 2.24 0.18
　20～40時間未満 2.23 1.35 0.45 1.80 0.43
　40～50時間未満 2.27 0.91 1.00 1.91 0.36
　50～60時間未満 2.47 1.28 0.88 2.15 0.32
　60時間以上 2.35 1.02 0.92 1.94 0.41
世帯年収別
　300万円未満 2.08 0.59 0.75 1.34 0.74
　300万円以上500万円未満 2.35 0.93 0.96 1.89 0.46
　500万円以上700万円未満 2.35 1.30 0.82 2.12 0.23
　700万円以上1,000万円未満 2.37 1.45 0.76 2.21 0.16
　1,000万円以上 2.39 1.47 0.59 2.06 0.33
未婚・既婚
　未婚 2.04 0.09 1.12 1.21 0.82
　既婚 2.48 1.65 0.67 2.32 0.16

理想の子どもの数
（Ａ）

予定の子どもの数
差

（Ａ-Ｂ）
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１－５ 予定の子どもの数が理想の子どもの数を下回る理由 

予定の子どもの数が理想の子どもの数を下回る理由を聞いたところ、「子育てや教育

にお金がかかりすぎるから」が 62.4％と最も多く、次いで「働きながら子育てができる

職場環境がないから」が 28.0％、「自分や配偶者が育児の負担に耐えられないから」

21.8％となっている。  

男女別では、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」（男性 63.8%、女性 62.6%）

などで男性が高く、「自分や配偶者が高年齢で、産むのがいやだから」（男性 13.1%、

女性 23.4%）などで女性が高くなっている。  

年齢別では、年代が若いほど「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」、「自分の

仕事（勤めや家業）に差し支えるから」、「自分や夫婦の生活を大切にしたいから」、

「子どもがのびのび育つ社会環境でないから」の割合が高くなっている。  

世帯年収別では、500 万円以上 700 万円未満において、「子育てや教育にお金がかか

りすぎるから」（71.2％）の割合が最も高くなっている。  

 

 

図１－５ 子どもを持たない理由、理想の人数より少ない理由（いくつでも選択）  

  男性 N=130、女性 N＝ 214  
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表１－５ 予定の子どもの数が理想の子どもの数を下回る理由（いくつでも選択）  

 

 

  

回

答

者

数

子

育

て

や

教

育

に

お

金

が

か

か

り

す

ぎ

る

か

ら

働

き

な

が

ら

子

育

て

が

で

き

る

職

場

環

境

が

な

い

か

ら

自

分

や

配

偶

者

が

育

児

の

負

担

に

耐

え

ら

れ

な

い

か

ら

自

分

の

仕

事

（

勤

め

や

家

業

）

に

差

し

支

え

る

か

ら

自

分

や

配

偶

者

が

高

年

齢

で

、

産

む

の

が

い

や

だ

か

ら

自

分

や

夫

婦

の

生

活

を

大

切

に

し

た

い

か

ら

雇

用

が

安

定

し

て

い

な

い

か

ら

子

ど

も

が

の

び

の

び

育

つ

社

会

環

境

で

な

い

か

ら

妊

娠

・

出

産

の

と

き

の

身

体

的

・

精

神

的

な

苦

痛

が

嫌

だ

か

ら

健

康

上

の

理

由

か

ら

保

育

サ

ー

ビ

ス

が

整

っ

て

い

な

い

か

ら

欲

し

い

け

れ

ど

も

今

の

と

こ

ろ

ま

だ

赤

ち

ゃ

ん

を

授

か

ら

な

い

か

ら

配

偶

者

の

家

事

・

育

児

へ

の

協

力

が

得

ら

れ

な

い

か

ら

家

が

狭

い

か

ら

配

偶

者

が

望

ま

な

い

か

ら

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

総数 354 62.4% 28.0% 21.8% 20.9% 19.2% 14.7% 13.8% 13.6% 12.4% 11.0% 9.6% 8.2% 7.9% 7.1% 4.2% 14.7% 3.4% 1.4% 2.3%

男女別

　男性 130 63.8% 27.7% 21.5% 19.2% 13.1% 15.4% 13.8% 14.6% 5.4% 3.8% 6.9% 6.9% 0.8% 10.8% 5.4% 14.6% 2.3% 0.8% 2.3%

　女性 214 62.6% 29.0% 22.9% 20.6% 23.4% 14.5% 14.0% 13.6% 17.3% 15.9% 11.7% 9.3% 12.6% 5.1% 3.7% 12.6% 4.2% 1.4% 2.3%

年齢別

　20歳代 57 75.4% 29.8% 19.3% 28.1% 5.3% 29.8% 15.8% 22.8% 19.3% 3.5% 12.3% 5.3% 0.0% 5.3% 0.0% 15.8% 3.5% 1.8% 3.5%

　30歳代 114 68.4% 34.2% 23.7% 23.7% 17.5% 15.8% 18.4% 18.4% 16.7% 7.9% 14.0% 9.6% 9.6% 8.8% 5.3% 10.5% 5.3% 0.9% 1.8%

　40歳代 172 54.7% 23.8% 22.7% 16.3% 25.6% 9.9% 11.0% 8.1% 8.1% 16.3% 5.8% 8.7% 9.3% 7.0% 5.2% 16.3% 1.7% 1.7% 1.2%

性別・子どもの有無

　男性子ども無し 75 60.0% 25.3% 16.0% 16.0% 6.7% 21.3% 17.3% 20.0% 4.0% 4.0% 8.0% 2.7% 0.0% 8.0% 2.7% 22.7% 4.0% 1.3% 4.0%

　男性子ども有り 55 69.1% 30.9% 29.1% 23.6% 21.8% 7.3% 9.1% 7.3% 7.3% 3.6% 5.5% 12.7% 1.8% 14.5% 9.1% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0%

　女性子ども無し 85 51.8% 23.5% 16.5% 18.8% 17.6% 24.7% 22.4% 17.6% 21.2% 17.6% 11.8% 10.6% 2.4% 1.2% 1.2% 11.8% 9.4% 3.5% 4.7%

　女性子ども有り 129 69.8% 32.6% 27.1% 21.7% 27.1% 7.8% 8.5% 10.9% 14.7% 14.7% 11.6% 8.5% 19.4% 7.8% 5.4% 13.2% 0.8% 0.0% 0.8%

就業形態別

　正社員・正規職員 185 62.7% 27.0% 23.2% 26.5% 15.7% 16.2% 8.6% 12.4% 10.8% 3.8% 9.2% 8.6% 4.3% 7.6% 4.9% 14.6% 4.3% 1.6% 1.6%

　派遣・契約・期限付きの社員・職員 21 61.9% 28.6% 19.0% 14.3% 14.3% 14.3% 33.3% 19.0% 4.8% 23.8% 14.3% 9.5% 9.5% 0.0% 0.0% 23.8% 0.0% 0.0% 0.0%

　パート・アルバイト・非常勤 72 68.1% 31.9% 27.8% 13.9% 30.6% 13.9% 22.2% 12.5% 16.7% 15.3% 12.5% 5.6% 16.7% 5.6% 2.8% 12.5% 2.8% 1.4% 1.4%

　自営業・家族従業 16 62.5% 37.5% 6.3% 12.5% 31.3% 0.0% 18.8% 12.5% 0.0% 12.5% 6.3% 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0%

　内職・在宅勤務 2 100.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　学生 13 69.2% 30.8% 15.4% 23.1% 0.0% 15.4% 7.7% 30.8% 30.8% 0.0% 23.1% 7.7% 0.0% 7.7% 0.0% 7.7% 0.0% 7.7% 7.7%

　専業主婦・主夫 25 56.0% 28.0% 20.0% 4.0% 24.0% 16.0% 8.0% 12.0% 20.0% 28.0% 4.0% 16.0% 12.0% 8.0% 12.0% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　無職 7 42.9% 28.6% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 71.4% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　その他 7 42.9% 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 14.3%

子どもを有する女性の有業無業別

　子を持つ女性（全体） 129 69.8% 32.6% 27.1% 21.7% 27.1% 7.8% 8.5% 10.9% 14.7% 14.7% 11.6% 8.5% 19.4% 7.8% 5.4% 13.2% 0.8% 0.0% 0.8%

　有業 107 72.0% 32.7% 28.0% 24.3% 29.0% 8.4% 8.4% 11.2% 14.0% 14.0% 13.1% 7.5% 20.6% 6.5% 3.7% 12.1% 0.9% 0.0% 0.9%

　無業 22 59.1% 31.8% 22.7% 9.1% 18.2% 4.5% 9.1% 9.1% 18.2% 18.2% 4.5% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0%

１週間の労働時間別

　20時間未満 88 61.4% 30.7% 27.3% 20.5% 22.7% 11.4% 17.0% 9.1% 14.8% 10.2% 5.7% 3.4% 15.9% 6.8% 4.5% 13.6% 2.3% 0.0% 3.4%

　20～40時間未満 58 65.5% 25.9% 27.6% 24.1% 32.8% 15.5% 17.2% 19.0% 13.8% 15.5% 8.6% 12.1% 10.3% 3.4% 1.7% 15.5% 1.7% 0.0% 1.7%

　40～50時間未満 78 66.7% 30.8% 20.5% 23.1% 12.8% 20.5% 15.4% 9.0% 9.0% 6.4% 12.8% 12.8% 1.3% 3.8% 5.1% 16.7% 6.4% 3.8% 1.3%

　50～60時間未満 47 66.0% 25.5% 19.1% 23.4% 19.1% 8.5% 8.5% 12.8% 6.4% 6.4% 10.6% 2.1% 6.4% 10.6% 4.3% 12.8% 2.1% 0.0% 0.0%

　60時間以上 22 54.5% 22.7% 18.2% 31.8% 4.5% 22.7% 4.5% 22.7% 18.2% 4.5% 9.1% 4.5% 0.0% 22.7% 4.5% 13.6% 9.1% 0.0% 0.0%

世帯年収別

　300万円未満 40 67.5% 37.5% 17.5% 15.0% 12.5% 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% 17.5% 12.5% 10.0% 5.0% 7.5% 2.5% 10.0% 5.0% 0.0% 0.0%

　300万円以上500万円未満 72 66.7% 22.2% 19.4% 18.1% 19.4% 20.8% 15.3% 11.1% 11.1% 13.9% 8.3% 6.9% 9.7% 12.5% 5.6% 19.4% 5.6% 2.8% 0.0%

　500万円以上700万円未満 73 71.2% 27.4% 21.9% 23.3% 13.7% 13.7% 8.2% 12.3% 8.2% 6.8% 8.2% 9.6% 9.6% 5.5% 2.7% 13.7% 1.4% 1.4% 1.4%

　700万円以上1,000万円未満 82 65.9% 32.9% 28.0% 19.5% 24.4% 11.0% 9.8% 13.4% 12.2% 8.5% 7.3% 4.9% 4.9% 6.1% 6.1% 15.9% 0.0% 0.0% 0.0%

　1,000万円以上 60 50.0% 26.7% 25.0% 30.0% 23.3% 8.3% 8.3% 11.7% 20.0% 10.0% 11.7% 11.7% 13.3% 6.7% 5.0% 11.7% 3.3% 1.7% 3.3%
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１－６ 結婚や出産を機に仕事を辞めた経験 

結婚や出産を機に仕事を辞めた経験について聞いたところ、「仕事を辞めたことがあ

る」女性は 49.8％（前回 53.9％）であり、子どもがいる女性に限ると 67.2％（前回 76.3％）

を占めているが、前回調査よりは減少している。  

 

図１－６－１ 結婚や出産を機に仕事を辞めた経験  

男性 N＝ 319 女性 N＝ 464      

 

 

 

 

 

 

表１－６－１ 仕事を辞めた経験  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

表１－６－２  仕事を辞めた経験（前回調査）  

 

 

  

回答者数
仕事を辞めた

ことがある

仕事を辞めた

ことはない

働いたことが

ない
無回答

総数 971 34.7% 55.9% 3.3% 6.1%

男女別

　男性 385 6.5% 83.1% 4.2% 6.2%

　女性 571 53.9% 38.0% 2.6% 5.4%

年齢別

　20歳代 184 14.7% 63.0% 13.6% 8.7%

　30歳代 334 32.9% 60.8% 0.6% 5.7%

　40歳代 431 44.5% 50.1% 0.9% 4.4%

性別・子どもの有無

　男性子ども無し 174 5.2% 75.9% 8.0% 10.9%

　男性子ども有り 207 7.7% 90.3% 1.0% 1.0%

　女性子ども無し 194 11.3% 69.6% 6.7% 12.4%

　女性子ども有り 372 76.3% 21.8% 0.5% 1.3%

回答者数
仕事を辞めたこ
とがある

仕事を辞めたこ
とはない

働いたことがな
い

無回答

総数 804 31.8% 57.1% 4.0% 7.1%

男女別

　男性 319 6.6% 79.6% 4.1% 9.7%

　女性 464 49.8% 41.2% 3.9% 5.2%

年齢別

　20歳代 143 11.9% 62.2% 16.1% 9.8%

　30歳代 288 30.9% 61.1% 0.3% 7.6%

　40歳代 349 41.0% 51.6% 2.0% 5.4%

性別・子どもの有無

　男性子ども無し 149 4.7% 68.5% 8.1% 18.8%

　男性子ども有り 170 8.2% 89.4% 0.6% 1.8%

　女性子ども無し 150 13.3% 62.7% 9.3% 14.7%

　女性子ども有り 314 67.2% 30.9% 1.3% 0.6%

6.6%

49.8%

79.6%

41.2%

4.1%

3.9%

9.7%

5.2%

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

男性

女性

仕事を辞めたことがある 仕事を辞めたことはない 働いたことがない 無回答
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結婚や出産を機に仕事を辞めた理由としては、「出産のため」（57.4％）が最も多く、

次いで「結婚したため」（39.1％）、「育児のため」（28.1％）の順となっている。  

  

図１－６－２  仕事を辞めた理由（いくつでも選択）  

  N=256  

 

 

 

 

 

 

 

表１－６－３ 仕事を辞めた理由（いくつでも選択）  

  

回答者数 出産のため 結婚したため 育児のため

職場から辞め

てほしいとい

う態度を示さ

れたり、嫌が

らせをされた

ため

その他 無回答

総数 256 57.4% 39.1% 28.1% 5.9% 11.7% 2.3%
男女別
　男性 21 4.8% 28.6% 19.0% 4.8% 33.3% 14.3%
　女性 231 62.8% 39.8% 29.0% 6.1% 10.0% 0.9%
年齢別
　20歳代 17 29.4% 35.3% 0.0% 5.9% 41.2% 5.9%
　30歳代 89 49.4% 44.9% 24.7% 4.5% 11.2% 2.2%
　40歳代 143 66.4% 35.7% 33.6% 6.3% 9.1% 1.4%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 7 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6%
　男性子ども有り 14 7.1% 35.7% 28.6% 7.1% 14.3% 7.1%
　女性子ども無し 20 15.0% 70.0% 10.0% 10.0% 35.0% 0.0%
　女性子ども有り 211 67.3% 37.0% 30.8% 6.6% 8.5% 0.9%
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１－７ 就業状態及び再就職の意思 

就業状態及び再就職の意思について、結婚や出産を機に仕事を辞めた経験がある人で

は、「既に働いている」（71.9％）が最も多く、次いで「いずれ働きたい」（16.4％）、

「働きたくない」（3.9％）の順となっている。  

性別・子どもの有無別では、「既に働いている」で男女ともに子どものいる人が子ど

ものいない人より割合が高くなっている。  

 

図１－７ 就業状態及び再就職の意思  

  N=256     

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－７ 就業状態及び再就職の意思  

 

 

回答者数
既に働いてい

る

すぐにでも働

きたい

いずれ働きた

い
働きたくない わからない 無回答

総数 256 71.9% 2.7% 16.4% 3.9% 2.7% 2.3%
男女別
　男性 21 76.2% 0.0% 4.8% 4.8% 4.8% 9.5%
　女性 231 71.4% 3.0% 17.7% 3.9% 2.2% 1.7%
年齢別
　20歳代 17 52.9% 5.9% 23.5% 0.0% 5.9% 11.8%
　30歳代 89 62.9% 3.4% 24.7% 5.6% 1.1% 2.2%
　40歳代 143 79.0% 2.1% 11.2% 3.5% 2.8% 1.4%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 7 71.4% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0%
　男性子ども有り 14 78.6% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 14.3%
　女性子ども無し 20 55.0% 5.0% 20.0% 10.0% 5.0% 5.0%
　女性子ども有り 211 73.0% 2.8% 17.5% 3.3% 1.9% 1.4%

71.9%

2.7%

16.4%

3.9% 2.7%

2.3%

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

既に働いている すぐにでも働きたい いずれ働きたい 働きたくない わからない 無回答



24 

 

１－８ 女性が子育てをしながら働く上での問題点  

女性が子育てをしながら働く上での問題点について、「仕事と育児の両立が体力・時

間的に難しい」（75.0％）が最も多く、次いで「仕事と家事の両立が体力・時間的に難

しい」（66.3％）、「子どもの病気など急用が入ったとき、職場で柔軟な対応が出来な

い」（53.4％）の順となっている。  

男女別では、「子育てに十分な時間をかけることができない」、「休みがとりにくい、

残業が多い」、「配偶者の理解・協力が得られない」などで、女性のポイントが大きく

なっている。  

年齢別では、年代が若いほど「仕事と育児の両立が体力・時間的に難しい」、「子育

てを重視しながら働くことに上司や同僚の理解・協力が得られない」、「昇進や昇給に

不利である」などの割合が高くなっている。  

一緒に暮らしている人別では、＜自分の父や母と暮らしている人＞がそうでない人に

比べ、「子どもの病気など急用が入ったとき、職場で柔軟な対応ができない」の割合が

低くなっている。  

 

図１－８－１ 男女別 女性が子育てをしながら働く上での問題点（いくつでも選択）  

 

男性 N=319、女性 N=464   
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70.4%

49.1%

51.4%

43.1%

36.9%

32.2%

30.4%

23.6%

24.7%

20.8%

15.8%

8.1%

12.2%

10.1%

5.5%

6.0%

5.2%

3.4%

0.8%

3.4%

0.8%

70.6%

64.4%

61.5%

43.8%

41.0%

36.6%

32.6%

33.1%

25.6%

21.9%

15.4%

13.8%

10.5%

11.2%

9.3%

6.0%

6.0%

3.9%

0.4%

0.9%

0.2%

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

仕事と育児の両立が体力・時間的に難しい

子どもの病気など急用が入ったとき、職場で柔軟な対応ができない

仕事と家事の両立が体力・時間的に難しい

子育てに十分な時間をかけることができない

子育てを重視しながら働くことに上司や同僚の理解・協力が得られない

休みがとりにくい、残業が多い

保育サービスにお金がかかる

子どもの病気の時や急な残業に対応してくれる保育サービスがない

職場において育児休業や短時間勤務などの制度が十分でない

預かってくれる保育所や認定こども園がない

昇進や昇給に不利である

配偶者の理解・協力が得られない

預かってくれる放課後児童クラブ(学童保育)がない

保育所・認定こども園や放課後児童クラブ以外の預かってくれる施設がない

家族(配偶者以外)の理解・協力が得られない

転勤がある

通勤時間が長い

その他

特に問題はない

わからない

無回答

男性

女性

図１－８－２  男女別  女性が子育てをしながら働く上での問題点（前回調査）  

男性 N=385 女性 N=571   
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表１－８ 男女別 女性が子育てをしながら働く上での問題点（いくつでも選択）  

 

 

回
答
者
数

仕
事
と
育
児
の
両
立
が
体
力
・
時
間
的
に
難
し

い 仕
事
と
家
事
の
両
立
が
体
力
・
時
間
的
に
難
し

い 子
ど
も
の
病
気
な
ど
急
用
が
入
っ

た
と
き
、

職

場
で
柔
軟
な
対
応
が
で
き
な
い

子
育
て
に
十
分
な
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き

な
い

子
育
て
を
重
視
し
な
が
ら
働
く
こ
と
に
上
司
や

同
僚
の
理
解
・
協
力
が
得
ら
れ
な
い

休
み
が
と
り
に
く
い
、

残
業
が
多
い

保
育
サ
ー

ビ
ス
に
お
金
が
か
か
る

子
ど
も
の
病
気
の
時
や
急
な
残
業
に
対
応
し
て

く
れ
る
保
育
サ
ー

ビ
ス
が
な
い

昇
進
や
昇
給
に
不
利
で
あ
る

職
場
に
お
い
て
育
児
休
業
や
短
時
間
勤
務
な
ど

の
制
度
が
十
分
で
な
い

預
か
っ

て
く
れ
る
保
育
所
や
認
定
こ
ど
も
園
が

な
い

配
偶
者
の
理
解
・
協
力
が
得
ら
れ
な
い

預
か
っ

て
く
れ
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

(

学
童

保
育

)

が
な
い

保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
や
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
以
外
の
預
か
っ

て
く
れ
る
施
設
が
な
い

家
族

(

配
偶
者
以
外

)

の
理
解
・
協
力
が
得
ら

れ
な
い

通
勤
時
間
が
長
い

転
勤
が
あ
る

そ
の
他

特
に
問
題
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

総数 804 75.0% 66.3% 53.4% 51.2% 39.8% 36.6% 32.1% 27.5% 23.9% 22.8% 21.8% 14.4% 14.3% 14.1% 10.3% 9.6% 6.3% 4.2% 0.9% 1.2% 1.9%

男女別

　男性 319 74.9% 65.5% 53.3% 49.2% 40.1% 32.9% 32.3% 25.7% 25.7% 23.5% 23.2% 7.2% 17.6% 14.1% 6.9% 7.8% 6.0% 2.8% 1.6% 0.9% 3.4%

　女性 464 74.8% 66.8% 53.4% 53.4% 39.9% 39.9% 31.7% 28.0% 22.4% 22.6% 20.5% 19.4% 12.1% 13.8% 12.1% 10.8% 6.3% 5.4% 0.4% 1.3% 0.9%

年齢別

　20歳代 143 81.8% 65.0% 49.7% 53.8% 47.6% 42.7% 34.3% 24.5% 36.4% 26.6% 30.8% 13.3% 15.4% 14.7% 11.9% 7.0% 7.7% 0.7% 0.7% 1.4% 2.8%

　30歳代 288 78.1% 69.1% 58.3% 50.3% 39.9% 39.6% 35.8% 28.5% 23.3% 26.7% 20.5% 12.5% 13.9% 15.3% 8.3% 12.2% 4.9% 4.9% 0.3% 1.0% 1.0%

　40歳代 349 70.2% 65.0% 51.6% 53.0% 37.8% 33.2% 28.9% 27.8% 19.8% 18.6% 19.5% 16.6% 14.3% 12.6% 10.6% 8.6% 6.9% 5.4% 1.4% 0.3% 2.3%

性別・子どもの有無

　男性子ども無し 149 71.8% 57.0% 40.9% 40.9% 34.2% 26.2% 26.2% 18.1% 24.8% 20.8% 26.8% 8.1% 16.8% 10.1% 6.7% 3.4% 6.0% 2.0% 1.3% 2.0% 7.4%

　男性子ども有り 170 77.6% 72.9% 64.1% 56.5% 45.3% 38.8% 37.6% 32.4% 26.5% 25.9% 20.0% 6.5% 18.2% 17.6% 7.1% 11.8% 5.9% 3.5% 1.8% 0.0% 0.0%

　女性子ども無し 150 78.0% 64.7% 49.3% 47.3% 38.0% 44.0% 29.3% 23.3% 29.3% 22.7% 26.0% 16.7% 16.0% 16.0% 11.3% 7.3% 8.0% 4.7% 0.0% 4.0% 2.7%

　女性子ども有り 314 73.2% 67.8% 55.4% 56.4% 40.8% 37.9% 32.8% 30.3% 19.1% 22.6% 17.8% 20.7% 10.2% 12.7% 12.4% 12.4% 5.4% 5.7% 0.6% 0.0% 0.0%

就業形態別

　正社員・正規職員 444 75.5% 65.8% 52.9% 51.6% 39.9% 38.3% 32.2% 28.6% 26.8% 22.5% 22.5% 10.8% 16.7% 15.1% 8.1% 11.5% 6.3% 5.4% 1.1% 0.5% 2.0%

　派遣・契約・期限付きの社員・職員 43 79.1% 69.8% 44.2% 46.5% 30.2% 39.5% 32.6% 16.3% 20.9% 18.6% 18.6% 14.0% 16.3% 11.6% 7.0% 11.6% 7.0% 0.0% 0.0% 2.3% 2.3%

　パート・アルバイト・非常勤 155 72.3% 66.5% 50.3% 47.7% 33.5% 31.6% 31.6% 27.7% 14.8% 20.6% 18.7% 24.5% 8.4% 9.7% 13.5% 5.8% 7.1% 5.2% 0.6% 1.3% 1.9%

　自営業・家族従業 35 62.9% 57.1% 57.1% 62.9% 45.7% 31.4% 34.3% 37.1% 25.7% 25.7% 20.0% 11.4% 17.1% 17.1% 8.6% 11.4% 5.7% 0.0% 2.9% 0.0% 5.7%

　内職・在宅勤務 3 100.0% 100.0% 100.0% 33.3% 100.0% 66.7% 33.3% 66.7% 66.7% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　学生 31 83.9% 67.7% 58.1% 48.4% 45.2% 38.7% 32.3% 22.6% 45.2% 22.6% 32.3% 16.1% 12.9% 19.4% 19.4% 3.2% 6.5% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0%

　専業主婦・主夫 54 83.3% 74.1% 72.2% 63.0% 50.0% 42.6% 35.2% 24.1% 11.1% 37.0% 24.1% 14.8% 5.6% 11.1% 16.7% 1.9% 3.7% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%

　無職 11 54.5% 63.6% 27.3% 36.4% 63.6% 27.3% 18.2% 27.3% 36.4% 18.2% 18.2% 27.3% 27.3% 18.2% 9.1% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0%

　その他 12 75.0% 75.0% 58.3% 75.0% 50.0% 33.3% 33.3% 8.3% 16.7% 8.3% 16.7% 8.3% 16.7% 16.7% 0.0% 25.0% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0%

１週間の労働時間別

　20時間未満 204 70.1% 60.8% 52.0% 52.5% 41.7% 32.8% 27.0% 28.9% 23.0% 20.6% 17.2% 15.7% 10.3% 11.8% 8.8% 8.8% 5.9% 4.9% 0.5% 1.0% 2.5%

　20～40時間未満 128 77.3% 67.2% 48.4% 47.7% 32.0% 32.8% 30.5% 26.6% 23.4% 21.9% 16.4% 20.3% 12.5% 10.9% 14.1% 19.5% 10.2% 3.1% 0.8% 1.6% 0.8%

　40～50時間未満 173 76.3% 70.5% 49.1% 50.9% 35.8% 39.3% 34.7% 29.5% 24.9% 24.3% 26.0% 13.3% 17.3% 18.5% 8.1% 9.2% 5.8% 4.6% 1.2% 1.2% 2.9%

　50～60時間未満 111 76.6% 68.5% 56.8% 53.2% 37.8% 37.8% 37.8% 26.1% 27.0% 22.5% 21.6% 9.9% 18.9% 12.6% 8.1% 6.3% 6.3% 4.5% 0.9% 0.0% 2.7%

　60時間以上 52 75.0% 67.3% 59.6% 59.6% 51.9% 48.1% 36.5% 25.0% 17.3% 21.2% 32.7% 7.7% 25.0% 15.4% 5.8% 5.8% 5.8% 3.8% 1.9% 0.0% 1.9%

世帯年収別

　300万円未満 65 72.3% 64.6% 52.3% 44.6% 38.5% 49.2% 26.2% 20.0% 24.6% 30.8% 29.2% 18.5% 20.0% 18.5% 10.8% 6.2% 10.8% 0.0% 3.1% 1.5% 1.5%

　300万円以上500万円未満 153 74.5% 64.1% 52.3% 46.4% 37.9% 32.0% 36.6% 24.8% 22.9% 26.1% 19.6% 19.0% 13.1% 13.1% 10.5% 7.2% 4.6% 4.6% 0.7% 1.3% 2.0%

　500万円以上700万円未満 197 74.6% 70.1% 56.9% 51.3% 41.6% 37.1% 35.0% 24.9% 20.3% 19.8% 19.8% 11.2% 12.7% 13.7% 7.6% 7.6% 4.1% 3.6% 0.5% 0.5% 2.5%

　700万円以上1,000万円未満 187 79.7% 71.1% 55.6% 58.3% 40.1% 37.4% 32.6% 26.2% 25.7% 21.4% 23.5% 12.3% 13.9% 10.7% 9.6% 11.8% 8.0% 7.0% 0.5% 0.0% 1.6%

　1,000万円以上 142 71.1% 59.9% 46.5% 56.3% 39.4% 34.5% 26.8% 40.1% 26.1% 19.7% 19.0% 14.8% 13.4% 14.8% 9.9% 12.7% 7.0% 3.5% 1.4% 0.7% 2.1%

一緒に暮らしている人別

　配偶者（事実婚を含む） 533 75.2% 67.5% 55.5% 53.7% 40.9% 37.3% 35.1% 29.3% 21.4% 23.6% 19.1% 13.9% 12.9% 13.5% 10.1% 11.3% 5.6% 4.9% 0.9% 0.2% 1.3%

　子ども 481 74.8% 69.6% 57.8% 55.1% 41.4% 38.0% 34.7% 29.9% 21.6% 23.1% 17.9% 15.2% 12.5% 13.9% 10.8% 11.9% 5.6% 5.2% 1.0% 0.0% 1.2%

　自分の父 142 76.8% 64.8% 50.0% 54.2% 43.7% 35.9% 27.5% 27.5% 27.5% 22.5% 31.7% 14.8% 19.0% 16.9% 9.9% 7.7% 8.5% 4.2% 0.7% 2.1% 2.1%

　自分の母 165 76.4% 65.5% 48.5% 53.3% 39.4% 35.2% 24.2% 26.1% 28.5% 21.2% 27.9% 15.2% 17.6% 15.8% 8.5% 6.7% 7.9% 4.8% 0.6% 3.0% 3.0%

　配偶者の父 18 83.3% 72.2% 66.7% 50.0% 55.6% 61.1% 38.9% 38.9% 44.4% 33.3% 33.3% 16.7% 33.3% 22.2% 16.7% 22.2% 16.7% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0%

　配偶者の母 28 89.3% 67.9% 53.6% 50.0% 35.7% 42.9% 28.6% 39.3% 25.0% 25.0% 25.0% 14.3% 25.0% 14.3% 10.7% 17.9% 10.7% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0%

　自分のきょうだい 72 80.6% 68.1% 52.8% 55.6% 45.8% 44.4% 25.0% 29.2% 34.7% 25.0% 27.8% 18.1% 18.1% 13.9% 13.9% 5.6% 8.3% 4.2% 1.4% 2.8% 5.6%

　その他 40 87.5% 65.0% 52.5% 42.5% 45.0% 52.5% 32.5% 32.5% 40.0% 25.0% 32.5% 25.0% 22.5% 25.0% 20.0% 7.5% 5.0% 2.5% 0.0% 2.5% 0.0%
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第２章 子どもがいる人の子育てに関する意識 
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第２章 子どもがいる人の子育てに関する意識  

２－１ 子どもと過ごす時間 

子どもと過ごす時間について、回答者本人と本人から見た配偶者について聞いたとこ

ろ、平日の男性で「0～3 時間」（回答者本人 67.1％、妻から見た夫 62.1％）が最も多

く、次いで「3～6 時間」（回答者本人 21.2％、妻から見た夫 15.3％）となっている。

前回調査は「0～3 時間」（回答者本人 65.2％、妻から見た夫 62.1％）、「3～6 時間」

（回答者本人 21.3%、妻から見た夫 18.3%）となっており、前回調査と比較すると「0

～3 時間」の割合がわずかに増加している。  

休日の男性については、「12～24 時間」（回答者本人 41.8%、妻から見た夫 36.9%）

が最も多く、次いで「9～12 時間」（回答者本人 15.9%、妻から見た夫 15.9%）となっ

ている。前回調査は「12～24 時間」（回答者本人 41.5%、妻から見た夫 36.8%）となっ

ており、前回調査と比較すると「12～24 時間」の割合はほぼ横ばいである。  

年齢別では、平日で、20 歳代は「12～24 時間」（35.7％）が、30 歳代、40 歳代は「0

～3 時間」が多くなっている。休日では、すべての年代において「12～24 時間」の割合

が最も多くなっている。  

⇒P37 に“２－４ 子育てへの関わり状況”とのクロス集計の分析を記述している。  

 

図２－１－１  男性の子どもと過ごす時間  

                                   本人 N=170 妻から N=314 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－２  男性の子どもと過ごす時間（前回調査）  

本人 N=207 妻から N=372 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１－１ 子どもと過ごす時間  
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表２－１－１  子どもと過ごす時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１－２ 子どもと過ごす時間（本人・平日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１－３ 子どもと過ごす時間（本人・休日）  

  

男性
回答者数 0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答

平日

　本人 170 67.1% 21.2% 3.5% 5.9% 1.2% 1.2%
　妻から 314 62.1% 15.3% 6.4% 4.5% 1.9% 9.9%
休日
　本人 170 12.9% 10.0% 15.9% 15.9% 41.8% 3.5%
　妻から 314 15.0% 11.8% 9.2% 15.9% 36.9% 11.1%

女性
回答者数 0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答

平日

　本人 314 18.5% 31.5% 15.0% 8.0% 22.9% 4.1%
　夫から 170 14.1% 31.2% 14.1% 11.2% 25.9% 3.5%
休日
　本人 314 5.1% 10.5% 4.8% 12.4% 61.5% 5.7%
　夫から 170 5.9% 11.2% 12.4% 14.1% 51.8% 4.7%

回答者数 0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答

総数 489 35.6% 27.8% 10.8% 7.2% 15.1% 3.5%

男女別

　男性 170 67.1% 21.2% 3.5% 5.9% 1.2% 1.2%

　女性 314 18.5% 31.5% 15.0% 8.0% 22.9% 4.1%

年齢別

　20歳代 14 0.0% 21.4% 21.4% 7.1% 35.7% 14.3%

　30歳代 184 28.8% 25.5% 11.4% 9.8% 23.4% 1.1%

　40歳代 283 41.7% 29.7% 10.2% 5.3% 9.2% 3.9%

１週間の労働時間別

　20時間未満 149 36.2% 30.2% 12.8% 4.0% 13.4% 3.4%

　20～40時間未満 92 16.3% 39.1% 19.6% 6.5% 16.3% 2.2%

　40～50時間未満 80 41.3% 27.5% 3.8% 12.5% 10.0% 5.0%

　50～60時間未満 65 70.8% 24.6% 1.5% 3.1% 0.0% 0.0%

　60時間以上 28 64.3% 17.9% 3.6% 10.7% 0.0% 3.6%

回答者数 0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答

総数 489 8.0% 10.4% 8.6% 13.5% 54.2% 5.3%

男女別

　男性 170 12.9% 10.0% 15.9% 15.9% 41.8% 3.5%

　女性 314 5.1% 10.5% 4.8% 12.4% 61.5% 5.7%

年齢別

　20歳代 14 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 85.7% 7.1%

　30歳代 184 0.0% 3.3% 3.3% 15.2% 75.0% 3.3%

　40歳代 283 13.8% 15.5% 12.4% 12.7% 39.9% 5.7%

１週間の労働時間別

　20時間未満 149 9.4% 11.4% 8.7% 15.4% 49.0% 6.0%

　20～40時間未満 92 4.3% 12.0% 4.3% 9.8% 65.2% 4.3%

　40～50時間未満 80 3.8% 7.5% 12.5% 18.8% 52.5% 5.0%

　50～60時間未満 65 16.9% 16.9% 12.3% 10.8% 41.5% 1.5%

　60時間以上 28 17.9% 10.7% 14.3% 21.4% 32.1% 3.6%
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２－２ 子育ての良い点 

子育ての良い点について、「子どもが成長する姿を見ることができる」（85.5％）で

最も多く、次いで「子どもを持つ喜びを実感できる」（69.1％）となっている。  

男女別では、「家庭が明るくなる」 (男性 75.9％、女性 60.8％ )、「家族の会話が増え

る」(男性 65.3％、女性 54.5％ )、「夫婦の愛情がより深まる」(男性 26.5％、女性 18.5％ )

などで男性の割合が高く、「子育てを通じて友人が増える」(男性 21.8％、女性 30.6％ )、

「子供から教えられることがある」 (男性 60.6％、女性 68.5％ )、「子育てにより自分が

成長できる」 (男性 55.3％、女性 62.1％ )などで女性の割合が高くなっている。  

年齢別では、年代が下がるほど「夫婦の愛情がより深まる」の割合が高く、一方で「生

活にはりあいができる」、「子育てにより自分が成長できる」では年代が上がるほど割

合が高くなっている。  

 

図２－２ 子育ての良い点（いくつでも選択）  

                                        N=489     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２ 子育ての良い点（いくつでも選択）  

 

85.5%

69.1%

65.8%

65.0%

59.3%

58.1%

56.9%

42.9%

27.2%

23.9%

21.1%

1.0%

1.0%

0.4%

2.9%

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

子どもが成長する姿を見ることができる

子どもを持つ喜びを実感できる

家庭が明るくなる

子どもから教えられることがある

子育てにより自分が成長できる

家族の会話が増える

自分の親への感謝の気持ちが生まれる

生活にはりあいができる

子育てを通じて友人が増える

子育ての経験が仕事等に役立つ

夫婦の愛情がより深まる

その他

良いと思うことは特にない

わからない

無回答

回
答
者
数

子
ど
も
が
成
長
す
る
姿
を

見
る
こ
と
が
で
き
る

子
ど
も
を
持
つ
喜
び
を
実

感
で
き
る

家
庭
が
明
る
く
な
る

子
ど
も
か
ら
教
え
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る

子
育
て
に
よ
り
自
分
が
成

長
で
き
る

家
族
の
会
話
が
増
え
る

自
分
の
親
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
が
生
ま
れ
る

生
活
に
は
り
あ
い
が
で
き

る 子
育
て
を
通
じ
て
友
人
が

増
え
る

子
育
て
の
経
験
が
仕
事
等

に
役
立
つ

夫
婦
の
愛
情
が
よ
り
深
ま

る そ
の
他

良
い
と
思
う
こ
と
は
特
に

な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

総数 489 85.5% 69.1% 65.8% 65.0% 59.3% 58.1% 56.9% 42.9% 27.2% 23.9% 21.1% 1.0% 1.0% 0.4% 2.9%

男女別
　男性 170 81.8% 69.4% 75.9% 60.6% 55.3% 65.3% 55.9% 43.5% 21.8% 23.5% 26.5% 1.2% 0.6% 1.2% 1.2%
　女性 314 88.2% 69.4% 60.8% 68.5% 62.1% 54.5% 57.6% 42.7% 30.6% 24.2% 18.5% 1.0% 1.3% 0.0% 3.2%
年齢別
　20歳代 14 85.7% 64.3% 64.3% 71.4% 50.0% 71.4% 57.1% 21.4% 35.7% 42.9% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%
　30歳代 184 88.6% 76.1% 72.3% 63.0% 59.2% 54.3% 62.0% 38.0% 21.7% 22.3% 21.7% 0.5% 1.1% 0.0% 1.6%
　40歳代 283 84.1% 65.7% 62.5% 67.1% 61.1% 60.1% 54.8% 47.7% 30.7% 24.4% 19.8% 1.4% 1.1% 0.7% 2.8%
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２－３ 子育ての負担な点 

子育ての負担な点について、「子育てに出費がかさむ」（ 65.4％）で最も多く、次い

で「自分の自由な時間が持てない」（53.6％）となっている。  

男女別では、「子育てによる身体の疲れが大きい」（男性 38.2%、女性 51.9%）、「子

育てによる精神的疲れが大きい」（男性 38.2％、女性 50.0％）、「仕事が十分にできな

い」（男性 12.4%、女性 29.0%）で女性の割合が 10 ポイント以上高くなっている。一

方、「夫婦で楽しむ時間がない」（男性 21.8％、女性 18.5％）「子育てに出費がかさむ」

（男性 65.9％、女性 65.6％）で男性の割合が高くなっている。  

年齢別では、30 歳代で「子育てによる身体の疲れが大きい」（59.2％）、「子育てに

よる精神的疲れが大きい」（57.6％）の割合が多くなっている。  

就業形態別では、ほぼすべての就業形態で「子育てに出費がかさむ」の割合が最も高

いが、専業主婦・主夫は「子育てによる精神的疲れが大きい」（61.7％）の割合が最も

高くなっている。  

 

 

図２－３ 子育ての負担な点（いくつでも選択）  

N=489    
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6.5%

2.0%

4.1%

0.4%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80%

子育てに出費がかさむ

自分の自由な時間が持てない

子育てによる身体の疲れが大きい

子育てによる精神的疲れが大きい

子どもが病気のとき

仕事が十分にできない

夫婦で楽しむ時間がない

子育てが十分にできない

困ったときや不安なときに相談できる人がいない

子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない

その他

負担に思うことは特にない

わからない

無回答
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表２－３ 子育ての負担な点（いくつでも選択）  
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っ
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不
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き

る

人

が

い

な

い

子

育

て

が

大

変

な

こ

と

を

身

近

な

人

が

理

解

し

て

く

れ

な

い

そ

の

他

負

担

に

思

う

こ

と

は

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

総数 489 65.4% 53.6% 46.6% 45.6% 32.9% 23.1% 19.8% 13.1% 8.2% 6.5% 2.0% 4.1% 0.4% 2.9%
男女別
　男性 170 65.9% 49.4% 38.2% 38.2% 29.4% 12.4% 21.8% 12.9% 5.3% 4.1% 1.2% 7.1% 0.6% 1.2%
　女性 314 65.6% 56.4% 51.9% 50.0% 35.0% 29.0% 18.5% 13.1% 9.9% 8.0% 2.5% 2.5% 0.3% 3.2%
年齢別
　20歳代 14 64.3% 71.4% 50.0% 28.6% 28.6% 7.1% 14.3% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 7.1%
　30歳代 184 71.2% 67.4% 59.2% 57.6% 40.2% 32.6% 31.5% 20.7% 8.2% 7.6% 2.2% 0.0% 0.0% 1.6%
　40歳代 283 62.5% 45.2% 38.9% 38.5% 29.0% 17.7% 12.7% 8.5% 8.5% 6.4% 2.1% 6.7% 0.7% 2.8%
就業形態別
　正社員・正規職員 256 66.4% 57.0% 44.9% 42.6% 35.9% 17.6% 21.9% 16.0% 6.6% 5.9% 2.3% 4.7% 0.4% 1.6%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 22 63.6% 45.5% 68.2% 50.0% 18.2% 36.4% 4.5% 18.2% 27.3% 13.6% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 126 66.7% 52.4% 46.0% 46.8% 31.0% 27.8% 21.4% 8.7% 8.7% 7.9% 0.8% 2.4% 0.0% 4.0%
　自営業・家族従業 23 65.2% 34.8% 30.4% 30.4% 26.1% 13.0% 8.7% 8.7% 8.7% 4.3% 0.0% 8.7% 4.3% 0.0%
　内職・在宅勤務 3 66.7% 100.0% 33.3% 100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 3 100.0% 100.0% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　専業主婦・主夫 47 55.3% 46.8% 57.4% 61.7% 29.8% 34.0% 17.0% 4.3% 6.4% 6.4% 4.3% 6.4% 0.0% 6.4%
　無職 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　その他 4 100.0% 75.0% 75.0% 50.0% 75.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
１週間の労働時間別
　20時間未満 149 64.4% 49.7% 45.0% 43.0% 30.2% 26.2% 18.8% 14.1% 10.1% 6.0% 2.0% 3.4% 0.0% 2.7%
　20～40時間未満 92 66.3% 63.0% 55.4% 52.2% 39.1% 27.2% 16.3% 13.0% 8.7% 7.6% 2.2% 1.1% 0.0% 2.2%
　40～50時間未満 80 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 36.3% 18.8% 22.5% 11.3% 8.8% 7.5% 1.3% 2.5% 0.0% 3.8%
　50～60時間未満 65 78.5% 49.2% 27.7% 35.4% 33.8% 9.2% 20.0% 15.4% 6.2% 7.7% 3.1% 3.1% 0.0% 0.0%
　60時間以上 28 53.6% 53.6% 46.4% 50.0% 17.9% 14.3% 35.7% 21.4% 7.1% 7.1% 0.0% 17.9% 7.1% 0.0%
子どもの人数別
　１人 157 58.0% 56.7% 52.9% 49.7% 33.8% 28.0% 18.5% 14.0% 9.6% 5.1% 2.5% 4.5% 0.0% 2.5%
　２人 229 65.1% 53.3% 43.2% 44.5% 31.9% 21.4% 21.0% 12.7% 8.3% 7.9% 0.9% 4.8% 0.9% 2.2%
　３人 82 80.5% 53.7% 46.3% 43.9% 32.9% 23.2% 18.3% 12.2% 7.3% 6.1% 4.9% 1.2% 0.0% 3.7%
　４人 11 63.6% 27.3% 27.3% 27.3% 36.4% 9.1% 36.4% 18.2% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0%
　５人 3 100.0% 66.7% 100.0% 100.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　６人 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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２－４ 子育てへの関わり状況 

子育てへの関わり状況について、回答者本人と本人から見た配偶者について聞いたと

ころ、本人の評価は、「十分である」と「ある程度は十分である」をあわせた『十分』

が 76.5％で、「あまり十分ではない」と「不十分である」をあわせた『不十分』は 20.4％

であった。  

男女別では、女性の夫からの評価は『十分』（91.8％）、『不十分』（5.3％）と評価

が高いのに対し、男性の妻からの評価は『十分』（54.8％）、『不十分』（36.3％）と

なっている。また、本人の評価では『十分』（男性 65.9％、女性 82.8％）で女性の割合

が、『不十分』（男性 32.9％、女性 13.7％）で男性の割合が多くなっている。  

前回調査と比較すると、女性の夫からの評価、男性の妻からの評価ともに『十分』の

割合が減っている。  

年齢別では、配偶者への評価、本人の評価のいずれも、年齢が下がるほど「十分であ

る」の割合が高くなっている。  

1 週間の労働時間別で見ると、20 時間未満、20～40 時間未満では本人の評価が高く、

配偶者への評価が低くなっており、逆に 50 時間以上では配偶者への評価の方が高くな

っている。  

“２－１  子どもと過ごす時間”（P28）とクロス集計をしてみると、平日・休日とも

に子どもと過ごす時間が「0～3 時間」で、本人の評価及び妻・夫からの評価両方で「不

十分である」の割合が高くなっている。  

⇒P48 に“２－７男性の育児への参加状況”  、P64 に“２－１5 子育ての喜び”とのク

ロス集計の分析を記述している。  

 

図２－４－１子育てへの関わり状況  

                                  男性：本人の評価 N=170、妻からの評価 N=314  

女性：本人の評価 N=314、夫からの評価 N=170 
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図２－４－２  男女別 子育てへの関わり状況（前回調査）  

                                  男性：本人の評価 N=207、妻からの評価 N=372 

女性：本人の評価 N=372、夫からの評価 N=207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４－３ 理想の子どもの数と予定の子どもの数との乖離の有無別 

   子育てへの関わり状況（男性の本人及び妻からの評価） 

                                  本人：理想≦予定子ども数 N=115、理想＞予定子ども数 N=55  

妻から：理想≦予定子ども数 N=185、理想＞予定子ども数 N=129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

表２－４－１  子育てへの関わり状況（本人の評価）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－４－２  子育てへの関わり状況（配偶者への評価）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分である
ある程度は

十分である

あまり十分

ではない

不十分であ

る
総数 489 76.5% 33.7% 42.7% 20.4% 17.4% 3.1% 3.1%
男女別
　男性 170 65.9% 17.1% 48.8% 32.9% 27.6% 5.3% 1.2%
　女性 314 82.8% 43.3% 39.5% 13.7% 11.8% 1.9% 3.5%
年齢別
　20歳代 14 85.7% 50.0% 35.7% 7.1% 7.1% 0.0% 7.1%
　30歳代 184 75.0% 37.5% 37.5% 23.4% 21.2% 2.2% 1.6%
　40歳代 283 77.4% 31.1% 46.3% 19.4% 15.5% 3.9% 3.2%
就業形態別
　正社員・正規職員 256 69.1% 23.0% 46.1% 28.9% 24.2% 4.7% 2.0%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 22 77.3% 40.9% 36.4% 22.7% 13.6% 9.1% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 126 87.3% 45.2% 42.1% 8.7% 8.7% 0.0% 4.0%
　自営業・家族従業 23 73.9% 39.1% 34.8% 26.1% 21.7% 4.3% 0.0%
　内職・在宅勤務 3 100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 3 66.7% 0.0% 66.7% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%
　専業主婦・主夫 47 91.5% 57.4% 34.0% 2.1% 2.1% 0.0% 6.4%
　無職 1 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　その他 4 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
１週間の労働時間別
　20時間未満 149 77.2% 34.2% 43.0% 20.1% 15.4% 4.7% 2.7%
　20～40時間未満 92 88.0% 42.4% 45.7% 8.7% 7.6% 1.1% 3.3%
　40～50時間未満 80 70.0% 25.0% 45.0% 26.3% 22.5% 3.8% 3.8%
　50～60時間未満 65 64.6% 15.4% 49.2% 35.4% 32.3% 3.1% 0.0%
　60時間以上 28 53.6% 21.4% 32.1% 46.4% 39.3% 7.1% 0.0%

回答者数
十分 不十分

無回答

十分である
ある程度は

十分である

あまり十分

ではない

不十分であ

る

総数 489 67.7% 32.5% 35.2% 25.2% 17.8% 7.4% 7.2%

男女別

　男性 170 91.8% 59.4% 32.4% 5.3% 4.7% 0.6% 2.9%

　女性 314 54.8% 18.5% 36.3% 36.3% 25.2% 11.1% 8.9%

年齢別

　20歳代 14 78.6% 42.9% 35.7% 14.3% 7.1% 7.1% 7.1%

　30歳代 184 69.6% 36.4% 33.2% 26.1% 19.0% 7.1% 4.3%

　40歳代 283 66.1% 30.0% 36.0% 25.4% 17.7% 7.8% 8.5%

就業形態別

　正社員・正規職員 256 75.4% 40.2% 35.2% 19.5% 13.7% 5.9% 5.1%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 22 59.1% 18.2% 40.9% 22.7% 18.2% 4.5% 18.2%
　パート・アルバイト・非常勤 126 58.7% 21.4% 37.3% 34.1% 23.0% 11.1% 7.1%

　自営業・家族従業 23 69.6% 43.5% 26.1% 26.1% 8.7% 17.4% 4.3%

　内職・在宅勤務 3 100.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　学生 3 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

　専業主婦・主夫 47 53.2% 19.1% 34.0% 38.3% 34.0% 4.3% 8.5%

　無職 1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

　その他 4 75.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%

１週間の労働時間別

　20時間未満 149 63.1% 29.5% 33.6% 32.2% 20.8% 11.4% 4.7%

　20～40時間未満 92 60.9% 19.6% 41.3% 29.3% 19.6% 9.8% 9.8%

　40～50時間未満 80 70.0% 36.3% 33.8% 20.0% 15.0% 5.0% 10.0%

　50～60時間未満 65 83.1% 46.2% 36.9% 13.8% 12.3% 1.5% 3.1%

　60時間以上 28 85.7% 60.7% 25.0% 10.7% 3.6% 7.1% 3.6%

回答者数
十分 不十分

無回答
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表２－４－３  理想の子どもの数と予定の子どもの数との乖離の有無別  

子育てへの関わり状況  

（本人の評価）  

 

 

 

  

 

 

 

（配偶者への評価）  

 

 

 

 

  

十分 不十分

十分である ある程度は十
分である

あまり十分で
はない

不十分である 無回答

115 67.0% 18.3% 48.7% 31.3% 25.2% 6.1% 1.7%

55 63.6% 14.5% 49.1% 36.4% 32.7% 3.6% 0.0%

185 82.2% 43.8% 38.4% 14.1% 12.4% 1.6% 3.8%

129 83.7% 42.6% 41.1% 13.2% 10.9% 2.3% 3.1%

子育ての関わり状況

理
想
子
ど
も
数
と
予
定

子
ど
も
数
と
の
乖
離

男性

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数

女性

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数

回答者数

十分 不十分

十分である ある程度は十
分である

あまり十分で
はない

不十分である

115 92.2% 66.1% 26.1% 4.3% 4.3% 0.0% 3.5%

55 90.9% 45.5% 45.5% 7.3% 5.5% 1.8% 1.8%

185 55.7% 21.1% 34.6% 36.2% 24.9% 11.4% 8.1%

129 53.5% 14.7% 38.8% 36.4% 25.6% 10.9% 10.1%

子育ての関わり状況

理
想
子
ど
も
数
と
予
定

子
ど
も
数
と
の
乖
離

男性

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数

女性

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数

無回答回答者数
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表２－４－４  子どもと過ごす時間別 子育てへの関わり状況  

（男性）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（女性）  

 

 

  

回答者数 十分 十分である ある程度は
十分である

不十分 あまり十分で
はない

不十分であ
る

無回答

本人

0～3時間 114 57.0% 14.0% 43.0% 43.0% 35.1% 7.9% 0.0%

3～6時間 36 86.1% 19.4% 66.7% 13.9% 13.9% 0.0% 0.0%

6～9時間 6 83.3% 50.0% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0%

9～12時間 10 90.0% 20.0% 70.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%

12～24時間 2 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

妻から

0～3時間 195 51.3% 13.8% 37.4% 47.7% 31.8% 15.9% 1.0%

3～6時間 48 77.1% 29.2% 47.9% 22.9% 18.8% 4.2% 0.0%

6～9時間 20 80.0% 30.0% 50.0% 20.0% 15.0% 5.0% 0.0%

9～12時間 14 78.6% 42.9% 35.7% 21.4% 21.4% 0.0% 0.0%

12～24時間 6 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

本人

0～3時間 22 59.1% 9.1% 50.0% 40.9% 27.3% 13.6% 0.0%

3～6時間 17 58.8% 11.8% 47.1% 41.2% 29.4% 11.8% 0.0%

6～9時間 27 63.0% 22.2% 40.7% 37.0% 33.3% 3.7% 0.0%

9～12時間 27 48.1% 7.4% 40.7% 51.9% 44.4% 7.4% 0.0%

12～24時間 71 78.9% 22.5% 56.3% 21.1% 19.7% 1.4% 0.0%

妻から

0～3時間 47 27.7% 4.3% 23.4% 70.2% 38.3% 31.9% 2.1%

3～6時間 37 54.1% 8.1% 45.9% 45.9% 21.6% 24.3% 0.0%

6～9時間 29 62.1% 13.8% 48.3% 37.9% 31.0% 6.9% 0.0%

9～12時間 50 60.0% 20.0% 40.0% 40.0% 34.0% 6.0% 0.0%

12～24時間 116 74.1% 31.0% 43.1% 25.0% 21.6% 3.4% 0.9%

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間

（
休
日

）

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間

（
平
日

）

子育てへの関わり

回答者数 十分 十分である ある程度は
十分である

不十分 あまり十分で
はない

不十分であ
る

無回答

本人

0～3時間 58 70.7% 37.9% 32.8% 27.6% 20.7% 6.9% 1.7%

3～6時間 99 86.9% 32.3% 54.5% 13.1% 12.1% 1.0% 0.0%

6～9時間 47 91.5% 51.1% 40.4% 8.5% 8.5% 0.0% 0.0%

9～12時間 25 84.0% 40.0% 44.0% 12.0% 12.0% 0.0% 4.0%

12～24時間 72 90.3% 62.5% 27.8% 9.7% 8.3% 1.4% 0.0%

夫から

0～3時間 24 87.5% 25.0% 62.5% 12.5% 8.3% 4.2% 0.0%

3～6時間 53 90.6% 49.1% 41.5% 7.5% 7.5% 0.0% 1.9%

6～9時間 24 100.0% 87.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9～12時間 19 94.7% 63.2% 31.6% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0%

12～24時間 44 97.7% 77.3% 20.5% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0%

本人

0～3時間 16 62.5% 25.0% 37.5% 31.3% 12.5% 18.8% 6.3%

3～6時間 33 81.8% 27.3% 54.5% 18.2% 15.2% 3.0% 0.0%

6～9時間 15 80.0% 20.0% 60.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0%

9～12時間 39 74.4% 38.5% 35.9% 25.6% 23.1% 2.6% 0.0%

12～24時間 193 90.2% 52.3% 37.8% 9.3% 8.8% 0.5% 0.5%

夫から

0～3時間 10 90.0% 30.0% 60.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%

3～6時間 19 94.7% 31.6% 63.2% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0%

6～9時間 21 95.2% 71.4% 23.8% 4.8% 4.8% 0.0% 0.0%

9～12時間 24 95.8% 58.3% 37.5% 4.2% 0.0% 4.2% 0.0%

12～24時間 88 93.2% 68.2% 25.0% 5.7% 5.7% 0.0% 1.1%

子育てへの関わり

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間

（
休
日

）

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間

（
平
日

）
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２－５ 子育てへの関わりが不十分な理由 

子育てへの関わりが不十分な理由について、男女別では、男性は、本人及び妻からの

評価ともに「仕事が忙しすぎるため」が本人（78.6％）、妻から見た夫（61.4％）とそ

れぞれ最も高くなっている。本人の評価と妻からの評価で比較すると、「子育ての大変

さを理解していないため」、「子育ては女性がするべきものと考えているため」では本

人の評価より妻からの評価で不十分な理由としての割合が 30 ポイント以上高くなって

いる。  

年齢別では、本人の評価及び配偶者への評価において、「子どものことや家庭のこと

にあまり関心がないため」は年代が上がるほど割合が高い。  

1 週間の労働時間別では、配偶者への評価において、労働時間が少ないほど「子育て

の大変さを理解していないため」の割合が多くなっている。  

“１－４  理想の子どもの数と予定の子どもの数”  （P16）とクロス集計をしてみる

と、理想より予定子ども数が少ない場合、「仕事が忙しすぎるため」の割合が男性本人

で、「子どもとどう接したらよいかわからないため」が女性本人で多くなっている。  

 

 図２－５ 男女別 子育てへの関わりが不十分な理由（いくつでも選択）  

男性：本人の評価 N=56、妻からの評価 N=114 

女性：本人の評価 N=43、夫からの評価 N=9  
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表２－５－１ 子育てへの関わりが不十分な理由（いくつでも選択）  

（本人の評価）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（配偶者への評価）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数
仕事が忙し

すぎるため

趣味や自分

の個人的な

楽しみの方

を大切にす

るため

子どものこ

とや家庭の

ことにあま

り関心がな

いため

子どもの世

話が面倒だ

と考えてい

るため

子育ての大

変さを理解

していない

ため

子どもとど

う接したら

よいかわか

らないため

子育てに関

する知識や

情報が乏し

いため

子育ては女

性がするべ

きものと考

えているた

め

その他 無回答

総数 100 72.0% 17.0% 5.0% 9.0% 7.0% 15.0% 11.0% 5.0% 11.0% 0.0%

男女別

　男性 56 78.6% 19.6% 5.4% 7.1% 7.1% 10.7% 14.3% 7.1% 3.6% 0.0%

　女性 43 62.8% 14.0% 4.7% 11.6% 7.0% 20.9% 7.0% 2.3% 20.9% 0.0%

年齢別

　20歳代 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　30歳代 43 72.1% 16.3% 4.7% 7.0% 4.7% 14.0% 11.6% 2.3% 9.3% 0.0%

　40歳代 55 72.7% 16.4% 5.5% 10.9% 9.1% 16.4% 10.9% 7.3% 12.7% 0.0%

１週間の労働時間別

　20時間未満 30 63.3% 16.7% 3.3% 16.7% 10.0% 16.7% 16.7% 10.0% 10.0% 0.0%

　20～40時間未満 8 87.5% 25.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%

　40～50時間未満 21 57.1% 9.5% 4.8% 9.5% 9.5% 14.3% 9.5% 4.8% 9.5% 0.0%

　50～60時間未満 23 91.3% 13.0% 4.3% 4.3% 4.3% 13.0% 8.7% 4.3% 0.0% 0.0%

　60時間以上 13 76.9% 38.5% 15.4% 7.7% 0.0% 23.1% 15.4% 0.0% 15.4% 0.0%

回答者数
仕事が忙し

すぎるため

趣味や自分

の個人的な

楽しみの方

を大切にす

るため

子どものこ

とや家庭の

ことにあま

り関心がな

いため

子どもの世

話が面倒だ

と考えてい

るため

子育ての大

変さを理解

していない

ため

子どもとど

う接したら

よいかわか

らないため

子育てに関

する知識や

情報が乏し

いため

子育ては女

性がするべ

きものと考

えているた

め

その他 無回答

総数 123 61.0% 39.8% 22.0% 19.5% 35.0% 23.6% 32.5% 35.8% 10.6% 2.4%

男女別

　男性 9 55.6% 22.2% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 22.2% 0.0%

　女性 114 61.4% 41.2% 23.7% 20.2% 37.7% 25.4% 34.2% 38.6% 9.6% 2.6%

年齢別

　20歳代 2 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0%

　30歳代 48 64.6% 41.7% 14.6% 20.8% 25.0% 12.5% 31.3% 22.9% 6.3% 4.2%

　40歳代 72 59.7% 36.1% 27.8% 19.4% 41.7% 29.2% 31.9% 43.1% 13.9% 1.4%

１週間の労働時間別

　20時間未満 48 56.3% 37.5% 25.0% 27.1% 41.7% 22.9% 31.3% 39.6% 12.5% 2.1%

　20～40時間未満 27 59.3% 51.9% 25.9% 22.2% 40.7% 33.3% 48.1% 40.7% 11.1% 3.7%

　40～50時間未満 16 62.5% 43.8% 12.5% 6.3% 25.0% 31.3% 37.5% 43.8% 6.3% 6.3%

　50～60時間未満 9 55.6% 33.3% 0.0% 11.1% 11.1% 22.2% 11.1% 11.1% 22.2% 0.0%

　60時間以上 3 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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表２－５－２ 理想の子どもの数と予定の子どもの数との乖離の有無別  

子育てへの関わりが不十分な理由（いくつでも選択）  

 

（本人の評価）  

 

 

（配偶者への評価）  

 

 

 

  

回答者数
仕事が忙し
すぎるため

趣味や自
分の個人
的な楽しみ
の方を大切
にするため

子どものこ
とや家庭の
ことにあま
り関心がな
いため

子どもの世
話が面倒
だと考えて
いるため

子育ての大
変さを理解
していない
ため

子どもとど
う接したら
よいかわか
らないため

子育てに関
する知識や
情報が乏し
いため

子育ては女
性がするべ
きものと考
えているた

め

その他 無回答

36 69.4% 25.0% 5.6% 5.6% 11.1% 11.1% 11.1% 5.6% 5.6% 0.0%

20 95.0% 10.0% 5.0% 10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0%

26 69.2% 15.4% 7.7% 15.4% 7.7% 15.4% 7.7% 3.8% 11.5% 0.0%

17 52.9% 11.8% 0.0% 5.9% 5.9% 29.4% 5.9% 0.0% 35.3% 0.0%

子育てへの関わりが不十分な理由

理
想
子
ど
も
数
と
予
定

子
ど
も
数
と
の
乖
離

男性

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数

女性

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数

回答者数
仕事が忙し
すぎるため

趣味や自
分の個人
的な楽しみ
の方を大切
にするため

子どものこ
とや家庭の
ことにあま
り関心がな
いため

子どもの世
話が面倒
だと考えて
いるため

子育ての大
変さを理解
していない
ため

子どもとど
う接したら
よいかわか
らないため

子育てに関
する知識や
情報が乏し
いため

子育ては女
性がするべ
きものと考
えているた

め

その他 無回答

5 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0%

4 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%

67 65.7% 43.3% 23.9% 25.4% 44.8% 28.4% 38.8% 35.8% 7.5% 3.0%

47 55.3% 38.3% 23.4% 12.8% 27.7% 21.3% 27.7% 42.6% 12.8% 2.1%

子育てへの関わりが不十分な理由

理
想
子
ど
も
数
と
予
定

子
ど
も
数
と
の
乖
離

男性

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数

女性

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数
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２－６ 子どもが生まれてからの働き方・時間の使い方 

（１）働き方  

子どもが生まれてからの働き方について、男性では「これまでと変わらない」（本人

58.2％、妻から 70.1％）が最も多い。女性では「労働時間を減らした」（本人 36.9％、

夫から 34.1％）が最も多く、次いで「仕事を辞めた」、「正社員からパート・アルバイ

トに変えた」の順となっている。  

 

図２－６－１ 男女別  子どもが生まれてからの働き方（いくつでも選択）  

男性：本人の評価 N=170、妻からの評価 N=314 

      女性：本人の評価 N=314、夫からの評価 N=170  
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表２－６－１ 子どもが生まれてからの働き方（いくつでも選択）  

（本人の評価）  

 

 

 

 

 

 

 

（配偶者への評価）  

 

回答者数
これまでと

変わらない

労働時間を

増やした

労働時間を

減らした

勤務時間（フ

レックスタイ

ム含む）、勤

務日を変えた

勤務地を変

えた

正社員から

パート・ア

ルバイトに

変えた

転職した
仕事を辞め

た

元々仕事は

していな

かった

無回答

総数 489 27.8% 3.3% 29.2% 11.5% 8.2% 10.8% 9.6% 21.5% 6.7% 7.0%
男女別
　男性 170 58.2% 6.5% 15.9% 9.4% 4.7% 0.0% 7.6% 1.2% 0.6% 9.4%
　女性 314 11.1% 1.3% 36.9% 12.7% 10.2% 16.9% 10.5% 32.8% 10.2% 5.4%
年齢別
　20歳代 14 14.3% 0.0% 57.1% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 21.4% 7.1%
　30歳代 184 23.9% 2.7% 37.0% 14.1% 12.5% 8.2% 10.9% 17.9% 6.0% 3.8%
　40歳代 283 31.1% 3.5% 23.7% 9.5% 6.0% 12.7% 8.8% 25.4% 6.7% 8.5%
１週間の労働時間別
　20時間未満 149 28.2% 3.4% 28.9% 12.1% 12.1% 14.8% 9.4% 26.8% 6.0% 5.4%
　20～40時間未満 92 6.5% 1.1% 51.1% 14.1% 12.0% 27.2% 17.4% 26.1% 7.6% 6.5%
　40～50時間未満 80 33.8% 3.8% 36.3% 16.3% 6.3% 3.8% 8.8% 8.8% 0.0% 8.8%
　50～60時間未満 65 58.5% 4.6% 15.4% 9.2% 1.5% 0.0% 4.6% 7.7% 0.0% 7.7%
　60時間以上 28 46.4% 7.1% 14.3% 14.3% 10.7% 3.6% 7.1% 0.0% 3.6% 10.7%

回答者数
これまでと

変わらない

労働時間を

増やした

労働時間を

減らした

勤務時間

（フレック

スタイム含

む）、勤務

日を変えた

勤務地を変

えた

正社員から

パート・ア

ルバイトに

変えた

転職した
仕事を辞め

た

元々仕事は

していな

かった

無回答

総数 489 48.3% 3.5% 15.7% 5.1% 4.1% 5.3% 6.3% 10.4% 3.3% 14.3%
男女別
　男性 170 8.8% 4.1% 34.1% 7.1% 8.2% 14.7% 10.0% 28.2% 9.4% 10.0%
　女性 314 70.1% 3.2% 5.7% 4.1% 1.9% 0.0% 4.1% 0.6% 0.0% 16.6%
年齢別
　20歳代 14 71.4% 7.1% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 7.1%
　30歳代 184 47.8% 3.3% 21.2% 8.2% 4.9% 5.4% 6.0% 6.5% 1.6% 12.0%
　40歳代 283 47.7% 3.5% 13.1% 3.2% 3.9% 5.7% 6.7% 12.7% 4.6% 15.9%
１週間の労働時間別
　20時間未満 149 57.0% 2.7% 14.8% 5.4% 4.7% 4.0% 4.7% 5.4% 3.4% 12.1%
　20～40時間未満 92 66.3% 3.3% 4.3% 3.3% 1.1% 0.0% 6.5% 2.2% 1.1% 18.5%
　40～50時間未満 80 30.0% 5.0% 21.3% 5.0% 2.5% 8.8% 5.0% 13.8% 5.0% 22.5%
　50～60時間未満 65 23.1% 3.1% 26.2% 6.2% 9.2% 13.8% 12.3% 32.3% 1.5% 10.8%
　60時間以上 28 17.9% 0.0% 35.7% 7.1% 7.1% 10.7% 3.6% 17.9% 17.9% 7.1%
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（２）日ごろの自分の時間の過ごし方  

子どもが生まれてからの時間の使い方について、回答者本人と本人から見た配偶者に

ついて聞いたところ、男性では、本人の評価と妻からの評価を比較すると、「友人との

付き合い、趣味の活動時間を減らした」（本人 52.9％、妻から見た夫 27.1％）、「家事

をする時間が増えた」（本人 42.9％、妻から見た夫 21.3％）、「子ども中心の生活とし、

自分の時間はもたないようになった」（本人 32.4％、妻から見た夫 12.1％）で妻からの

評価は 20 ポイント以上低くなっている。  

女性では「家事をする時間が増えた」（本人 61.5％、夫から見た妻 41.2％）が本人の

評価で最も多く、次いで「子ども中心の生活とし、自分の時間はもたないようになった」

（本人 54.1％、夫から見た妻 46.5％）となっている。  

女性の有業無業別では、女性の本人の評価においては、有業の場合に「家事をする時

間が増えた」の割合が高く、無業の場合に「子ども中心の生活とし、自分の時間はもた

ないようになった」や「家事をする時間が増えた」の割合が高くなっている。  

 

 

 図２－６－２ 男女別 子どもが生まれてからの時間の過ごし方（いくつでも選択）  

男性：本人の評価 N=170、妻からの評価 N=314 

   女性：本人の評価 N=314、夫からの評価 N=170 
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表２－６－２ 子どもが生まれてからの時間の過ごし方（いくつでも選択）  

（本人について）  

 

          

（配偶者について）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－６－３ 女性の有業無業別 子どもが生まれてからの時間の過ごし方（いくつでも選択）  

（自身について）  

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数
これまでと

変わらない

友人との付

き合い、趣

味の活動時

間を減らし

た

子どもに関係

した友人との

付き合い、新

しい趣味（ボ

ランティア、

PTA含む）の活

動を始めた

子どもを含

めて家族で

楽しめるこ

とを始めた

子ども中心

の生活と

し、自分の

時間はもた

ないように

なった

家事をする

時間が増え

た

無回答

総数 489 7.4% 53.2% 18.6% 42.1% 46.0% 54.8% 4.7%
男女別
　男性 170 12.4% 52.9% 11.8% 45.3% 32.4% 42.9% 5.3%
　女性 314 4.5% 53.5% 22.6% 40.8% 54.1% 61.5% 4.1%
年齢別
　20歳代 14 7.1% 50.0% 7.1% 35.7% 42.9% 57.1% 14.3%
　30歳代 184 4.9% 63.0% 14.7% 47.3% 50.5% 59.8% 2.2%
　40歳代 283 8.8% 47.7% 22.3% 40.3% 43.8% 52.7% 5.3%
１週間の労働時間別
　20時間未満 149 8.7% 49.7% 23.5% 35.6% 44.3% 59.7% 3.4%
　20～40時間未満 92 1.1% 56.5% 22.8% 44.6% 53.3% 63.0% 6.5%
　40～50時間未満 80 2.5% 57.5% 12.5% 38.8% 51.3% 61.3% 6.3%
　50～60時間未満 65 12.3% 64.6% 20.0% 53.8% 32.3% 46.2% 3.1%
　60時間以上 28 21.4% 42.9% 7.1% 42.9% 39.3% 32.1% 3.6%

回答者数
これまでと

変わらない

友人との付

き合い、趣

味の活動時

間を減らし

た

子どもに関係

した友人との

付き合い、新

しい趣味（ボ

ランティア、

PTA含む）の活

動を始めた

子どもを含

めて家族で

楽しめるこ

とを始めた

子ども中心

の生活と

し、自分の

時間はもた

ないように

なった

家事をする

時間が増え

た

無回答

総数 489 23.9% 31.1% 11.7% 38.9% 24.3% 28.2% 12.5%
男女別
　男性 170 5.3% 38.8% 24.7% 41.8% 46.5% 41.2% 10.0%
　女性 314 33.8% 27.1% 4.8% 37.6% 12.1% 21.3% 13.7%
年齢別
　20歳代 14 50.0% 28.6% 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 7.1%
　30歳代 184 21.7% 36.4% 8.2% 42.9% 26.6% 36.4% 6.5%
　40歳代 283 23.7% 27.9% 14.1% 37.1% 23.0% 24.0% 16.3%
１週間の労働時間別
　20時間未満 149 30.9% 29.5% 10.7% 36.9% 19.5% 23.5% 10.7%
　20～40時間未満 92 26.1% 26.1% 8.7% 43.5% 14.1% 23.9% 16.3%
　40～50時間未満 80 11.3% 42.5% 15.0% 35.0% 30.0% 35.0% 15.0%
　50～60時間未満 65 12.3% 38.5% 21.5% 43.1% 40.0% 40.0% 9.2%
　60時間以上 28 14.3% 21.4% 14.3% 39.3% 50.0% 46.4% 10.7%

回答者数
これまでと
変わらない

友人との付
き合い、趣
味の活動時
間を減らし
た

子どもに関係

した友人との

付き合い、新
しい趣味（ボ

ランティア、

PTA含む）の
活動を始めた

子どもを含
めて家族で
楽しめるこ
とを始めた

子ども中心
の生活と
し、自分の
時間はもた
ないように
なった

家事をする
時間が増え
た

無回答

　子を持つ女性（全体） 314 4.5% 53.5% 22.6% 40.8% 54.1% 61.5% 4.1%
　有業 262 4.2% 55.0% 24.0% 40.5% 54.2% 63.7% 4.2%
　無業 52 5.8% 46.2% 15.4% 42.3% 53.8% 50.0% 3.8%
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２－７ 男性の育児への参加状況 

男性の育児への参加状況について、小学校入学前の育児で、父親（回答者本人又は女

性回答者の夫）が行っている（行っていた）育児の状況を聞いたところ、いずれの項目

も『週１～２日程度』又は『ほとんどしない』の割合が多くなっている。  

『週１～２日程度』の割合が最も多い項目は、「散歩など、屋外へ遊びに連れて行く」

（62.8％）、「入浴させる」（33.9％）、「家の中で、話や遊び相手をする」（33.5％）、

「妻の悩み事を聞く」（33.5％）、「妻の気持ちや考えを理解する」（30.7％）、「日

常生活上のしつけ」（27.8％）となっている。  

『ほとんどしない』の割合が最も多い項目は、「ベビーシッター等の手配・交渉」

（75.3％）、「保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎え」（56.9％）、「寝

かしつける」（38.4％）、「食事の世話をする」（32.5％）となっている。  

また、『週 5 日以上』は、「家の中で、話や遊び相手をする」（27.4％）、「おむつ

を取り替える」（23.3％）が多くなっている。  

男性の育児について妻が行ってほしいことは、「散歩など、屋外へ遊びに連れていく」

（51.6％）が最も多く、次いで、「家の中で、話しや遊び相手をする」（ 47.1％）、「入

浴をさせる」（43.6％）の順となっている。一方で「ベビーシッター等の手配・交渉」

（6.1％）が最も低く、次いで、「保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎え」

（22.3％）、「食事の世話をする」（26.4％）の順となっている。  

 

“２－４子育てへの関わり状況 ”（P33）とクロス集計をしてみると、男性の子育てへ

の関わりについて、「おむつを取り替える」では「週５日以上」で、それ以外の項目（「ベ

ビーシッター等の手配・交渉」を除く）では「週３～４日程度」以上で、妻からの評価

『十分』が 70％以上の割合となっている。  
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図２－７ 男性の育児への参加状況  

N=489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－７－1 男性の育児について行ってほしい（行いたい）こと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.4%

23.3%

22.7%

18.6%

18.2%

16.2%

13.3%

11.2%

10.2%

5.7%

0.4%

2.2%

21.5%

19.6%

22.5%

13.3%

18.6%

12.3%

15.1%

13.9%

5.1%

8.2%

0.4%

1.0%

33.5%

26.6%

33.9%

30.7%

27.8%

33.5%

27.4%

25.4%

13.5%

62.8%

1.6%

3.5%

7.4%

20.2%

11.9%

25.6%

23.5%

26.2%

32.5%

38.4%

56.9%

13.9%

75.3%

21.9%

10.2%

10.2%

9.0%

11.9%

11.9%

11.9%

11.7%

11.0%

14.3%

9.4%

22.3%

71.4%

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

家の中で、話や遊び相手をする

おむつを取り替える

入浴させる

妻の気持ちや考えを理解する

日常生活上のしつけ

妻の悩み事を聞く

食事の世話をする

寝かしつける

保育所・幼稚園等(日中預けている場所)の送り迎え

散歩など、屋外へ遊びに連れて行く

ベビーシッター等の手配・交渉

その他

週５日以上 週3～4日程度 週1～2日程度 ほとんどしない 無回答

回
答
者
数

散
歩
な
ど
、

屋
外
へ
遊

び
に
連
れ
て
行
く

家
の
中
で
、

話
や
遊
び

相
手
を
す
る

入
浴
さ
せ
る

寝
か
し
つ
け
る

お
む
つ
を
取
り
替
え
る

日
常
生
活
上
の
し
つ
け

食
事
の
世
話
を
す
る

保
育
所
・
幼
稚
園
等

(

日
中
預
け
て
い
る
場

所

)

の
送
り
迎
え

ベ
ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

等
の

手
配
・
交
渉

そ
の
他

行
っ

て
ほ
し
い
こ
と
は

な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

総数 489 51.5% 47.9% 42.1% 35.0% 29.9% 29.2% 25.8% 21.7% 5.1% 3.3% 7.6% 3.7% 14.7%
男女別
　男性 170 52.4% 49.4% 40.0% 27.6% 30.0% 30.0% 25.3% 20.6% 3.5% 1.8% 8.2% 5.9% 15.3%
　女性 314 51.6% 47.1% 43.6% 39.5% 30.3% 29.3% 26.4% 22.3% 6.1% 4.1% 7.3% 2.5% 13.7%
年齢別
　20歳代 14 35.7% 35.7% 28.6% 50.0% 50.0% 14.3% 35.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 21.4%
　30歳代 184 51.1% 48.4% 46.7% 37.0% 32.6% 35.3% 25.5% 23.4% 6.5% 3.3% 8.2% 6.0% 8.2%
　40歳代 283 53.4% 48.4% 41.0% 33.6% 27.9% 26.9% 26.1% 21.6% 4.6% 3.5% 7.8% 1.8% 17.7%
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表２－７－２ 男性の育児への参加状況  

  回答者数 週５日以上 週3～4日程度 週1～2日程度 ほとんどしない 無回答
総数 489 13.3% 15.1% 27.4% 32.5% 11.7%
　男性 170 15.9% 21.8% 34.1% 17.1% 11.2%
　女性 314 12.1% 11.5% 24.2% 40.4% 11.8%
　20歳代 14 50.0% 7.1% 14.3% 21.4% 7.1%
　30歳代 184 16.8% 18.5% 34.2% 22.8% 7.6%
　40歳代 283 9.5% 13.4% 23.7% 38.9% 14.5%
総数 489 23.3% 19.6% 26.6% 20.2% 10.2%
　男性 170 31.2% 26.5% 25.3% 10.0% 7.1%
　女性 314 19.1% 16.2% 27.1% 25.8% 11.8%
　20歳代 14 50.0% 7.1% 28.6% 7.1% 7.1%
　30歳代 184 30.4% 21.7% 25.0% 15.8% 7.1%
　40歳代 283 18.0% 18.4% 27.2% 24.0% 12.4%
総数 489 22.7% 22.5% 33.9% 11.9% 9.0%
　男性 170 28.2% 29.4% 30.0% 5.9% 6.5%
　女性 314 20.1% 18.5% 36.3% 15.0% 10.2%
　20歳代 14 57.1% 0.0% 14.3% 21.4% 7.1%
　30歳代 184 24.5% 26.6% 36.4% 8.2% 4.3%
　40歳代 283 20.5% 20.5% 33.2% 13.8% 12.0%
総数 489 11.2% 13.9% 25.4% 38.4% 11.0%
　男性 170 16.5% 21.2% 24.1% 28.8% 9.4%
　女性 314 8.6% 9.6% 26.4% 43.6% 11.8%
　20歳代 14 42.9% 7.1% 14.3% 28.6% 7.1%

　30歳代 184 16.3% 16.3% 28.3% 33.7% 5.4%
　40歳代 283 6.7% 12.7% 24.4% 41.7% 14.5%
総数 489 27.4% 21.5% 33.5% 7.4% 10.2%
　男性 170 33.5% 25.3% 30.0% 1.8% 9.4%
　女性 314 24.5% 18.8% 36.0% 10.2% 10.5%
　20歳代 14 50.0% 0.0% 21.4% 21.4% 7.1%
　30歳代 184 37.0% 22.3% 31.5% 4.3% 4.9%
　40歳代 283 20.8% 21.2% 35.7% 8.5% 13.8%
総数 489 5.7% 8.2% 62.8% 13.9% 9.4%
　男性 170 9.4% 14.7% 62.9% 5.3% 7.6%
　女性 314 3.8% 4.8% 62.7% 18.5% 10.2%
　20歳代 14 14.3% 7.1% 57.1% 14.3% 7.1%
　30歳代 184 7.1% 8.2% 68.5% 11.4% 4.9%
　40歳代 283 4.6% 8.1% 59.4% 15.5% 12.4%
総数 489 18.2% 18.6% 27.8% 23.5% 11.9%
　男性 170 24.1% 24.1% 31.8% 11.2% 8.8%
　女性 314 15.3% 15.0% 26.1% 30.3% 13.4%
　20歳代 14 42.9% 7.1% 14.3% 28.6% 7.1%
　30歳代 184 25.5% 22.8% 27.2% 16.8% 7.6%
　40歳代 283 12.7% 15.5% 29.3% 27.6% 14.8%
総数 489 10.2% 5.1% 13.5% 56.9% 14.3%
　男性 170 13.5% 8.8% 17.1% 48.2% 12.4%
　女性 314 8.6% 3.2% 11.5% 61.5% 15.3%
　20歳代 14 7.1% 0.0% 0.0% 57.1% 35.7%
　30歳代 184 14.1% 4.9% 15.8% 51.6% 13.6%
　40歳代 283 7.8% 5.3% 13.1% 60.1% 13.8%
総数 489 0.4% 0.4% 1.6% 75.3% 22.3%
　男性 170 0.0% 1.2% 2.9% 79.4% 16.5%
　女性 314 0.6% 0.0% 1.0% 72.9% 25.5%
　20歳代 14 0.0% 0.0% 0.0% 64.3% 35.7%
　30歳代 184 1.1% 0.5% 2.2% 73.4% 22.8%
　40歳代 283 0.0% 0.0% 1.4% 77.0% 21.6%
総数 489 16.2% 12.3% 33.5% 26.2% 11.9%
　男性 170 18.8% 17.1% 39.4% 15.9% 8.8%
　女性 314 15.0% 9.6% 30.6% 31.5% 13.4%
　20歳代 14 28.6% 7.1% 35.7% 21.4% 7.1%
　30歳代 184 21.7% 12.5% 35.9% 22.3% 7.6%
　40歳代 283 12.4% 12.0% 32.2% 28.6% 14.8%
総数 489 18.6% 13.3% 30.7% 25.6% 11.9%
　男性 170 20.0% 20.0% 35.9% 14.1% 10.0%
　女性 314 18.2% 9.6% 28.3% 31.2% 12.7%
　20歳代 14 35.7% 7.1% 35.7% 14.3% 7.1%
　30歳代 184 25.5% 14.1% 32.1% 21.2% 7.1%
　40歳代 283 13.8% 13.1% 30.0% 28.3% 14.8%
総数 489 2.2% 1.0% 3.5% 21.9% 71.4%
　男性 170 2.9% 2.4% 4.7% 26.5% 63.5%
　女性 314 1.9% 0.3% 2.5% 19.4% 75.8%
　20歳代 14 14.3% 0.0% 7.1% 14.3% 64.3%
　30歳代 184 1.6% 1.6% 3.3% 18.5% 75.0%
　40歳代 283 2.1% 0.7% 3.2% 24.7% 69.3%

その他

食事の世話をする

おむつを取り替える

入浴させる

寝かしつける

家の中で、話や遊び相手
をする

散歩など、屋外へ遊びに
連れて行く

日常生活上のしつけ

保育所・幼稚園等(日中
預けている場所)の送り
迎え

ベビーシッター等の手
配・交渉

妻の悩み事を聞く

妻の気持ちや考えを理解
する
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表２－７－３ 男性の育児への参加状況別  子育てへの関わり状況（妻からの評価）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分 不十分
十分であ

る
ある程度
は十分で
ある

あまり十
分ではな

い

不十分で
ある

週５日以上 38 86.8% 50.0% 36.8% 13.2% 10.5% 2.6% 0.0%
週3～4日程度 36 72.2% 30.6% 41.7% 25.0% 19.4% 5.6% 2.8%
週1～2日程度 76 69.7% 17.1% 52.6% 27.6% 21.1% 6.6% 2.6%
ほとんどしない 127 41.7% 8.7% 33.1% 55.9% 36.2% 19.7% 2.4%
週５日以上 60 83.3% 36.7% 46.7% 15.0% 15.0% 0.0% 1.7%
週3～4日程度 51 66.7% 17.6% 49.0% 29.4% 23.5% 5.9% 3.9%
週1～2日程度 85 60.0% 16.5% 43.5% 40.0% 28.2% 11.8% 0.0%
ほとんどしない 81 37.0% 12.3% 24.7% 59.3% 37.0% 22.2% 3.7%
週５日以上 63 84.1% 38.1% 46.0% 15.9% 12.7% 3.2% 0.0%
週3～4日程度 58 70.7% 25.9% 44.8% 25.9% 22.4% 3.4% 3.4%
週1～2日程度 114 51.8% 10.5% 41.2% 46.5% 31.6% 14.9% 1.8%
ほとんどしない 47 31.9% 10.6% 21.3% 63.8% 38.3% 25.5% 4.3%
週５日以上 27 92.6% 51.9% 40.7% 7.4% 7.4% 0.0% 0.0%
週3～4日程度 30 86.7% 33.3% 53.3% 13.3% 13.3% 0.0% 0.0%
週1～2日程度 83 61.4% 15.7% 45.8% 33.7% 28.9% 4.8% 4.8%
ほとんどしない 137 46.7% 13.9% 32.8% 51.8% 31.4% 20.4% 1.5%
週５日以上 77 81.8% 46.8% 35.1% 15.6% 15.6% 0.0% 2.6%
週3～4日程度 59 74.6% 16.9% 57.6% 23.7% 22.0% 1.7% 1.7%
週1～2日程度 113 48.7% 7.1% 41.6% 50.4% 37.2% 13.3% 0.9%
ほとんどしない 32 18.8% 6.3% 12.5% 75.0% 21.9% 53.1% 6.3%
週５日以上 12 91.7% 58.3% 33.3% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0%
週3～4日程度 15 93.3% 6.7% 86.7% 6.7% 6.7% 0.0% 0.0%
週1～2日程度 197 63.5% 22.8% 40.6% 34.5% 26.4% 8.1% 2.0%
ほとんどしない 58 31.0% 5.2% 25.9% 65.5% 36.2% 29.3% 3.4%
週５日以上 48 89.6% 50.0% 39.6% 8.3% 8.3% 0.0% 2.1%
週3～4日程度 47 72.3% 23.4% 48.9% 27.7% 25.5% 2.1% 0.0%
週1～2日程度 82 65.9% 18.3% 47.6% 31.7% 22.0% 9.8% 2.4%
ほとんどしない 95 31.6% 6.3% 25.3% 65.3% 40.0% 25.3% 3.2%
週５日以上 27 81.5% 40.7% 40.7% 18.5% 14.8% 3.7% 0.0%
週3～4日程度 10 80.0% 10.0% 70.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0%
週1～2日程度 36 52.8% 8.3% 44.4% 44.4% 36.1% 8.3% 2.8%
ほとんどしない 193 54.9% 18.7% 36.3% 42.5% 28.0% 14.5% 2.6%
週５日以上 2 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
週3～4日程度 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
週1～2日程度 3 66.7% 0.0% 66.7% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%
ほとんどしない 229 56.8% 18.3% 38.4% 41.0% 27.9% 13.1% 2.2%
週５日以上 47 78.7% 44.7% 34.0% 17.0% 17.0% 0.0% 4.3%
週3～4日程度 30 90.0% 26.7% 63.3% 10.0% 6.7% 3.3% 0.0%
週1～2日程度 96 67.7% 21.9% 45.8% 31.3% 26.0% 5.2% 1.0%
ほとんどしない 99 33.3% 4.0% 29.3% 64.6% 37.4% 27.3% 2.0%
週５日以上 57 82.5% 49.1% 33.3% 14.0% 14.0% 0.0% 3.5%
週3～4日程度 30 83.3% 30.0% 53.3% 16.7% 13.3% 3.3% 0.0%
週1～2日程度 89 67.4% 18.0% 49.4% 30.3% 24.7% 5.6% 2.2%
ほとんどしない 98 32.7% 3.1% 29.6% 66.3% 38.8% 27.6% 1.0%
週５日以上 6 100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
週3～4日程度 1 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
週1～2日程度 8 75.0% 0.0% 75.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0%
ほとんどしない 61 47.5% 9.8% 37.7% 50.8% 34.4% 16.4% 1.6%

回答者数 無回答

日常生活上のしつけ

男
性
の
育
児
の
状
況

食事の世話をする

おむつを取り替える

入浴させる

寝かしつける

子育てへの関わり（妻からの評価）

家の中で、話や遊び相手
をする

散歩など、屋外へ遊びに
連れて行く

妻の気持ちや考えを理解
する

その他

保育所・幼稚園等(日中
預けている場所)の送り
迎え

ベビーシッター等の手
配・交渉

妻の悩み事を聞く
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２－８ 子育てに利用した制度・利用したかった（してみたい）制度  

（１）利用した制度  

利用した制度について、「誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場 (地域子育て

支援センター等 )」が 45.4％と最も多く、次いで「幼稚園〈預かり保育を含む〉」が 41.9％、

「認可保育所」が 40.7％となっている。  

 

図２－８－１  利用した制度（いくつでも選択）   

 N=489 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－８－１ 利用した制度（いくつでも選択）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回

答

者

数

誰

で

も

自

由

に

利

用

で

き

る

憩

い

・

遊

び

・

相

談

の

場

(

地

域

子

育

て

支

援

セ

ン

タ

ー

等

)

幼

稚

園

<

預

か

り

保

育

を

含

む

>

認

可

保

育

所

放

課

後

児

童

ク

ラ

ブ

<

学

童

保

育

>

認

定

こ

ど

も

園

一

時

・

特

定

保

育

放

課

後

子

ど

も

教

室

認

可

外

保

育

施

設

子

育

て

情

報

・

支

援

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

休

日

保

育

フ

ァ

ミ

リ

ー

サ

ポ

ー

ト

セ

ン

タ

ー

事

業

所

内

保

育

居

宅

訪

問

型

保

育

、

家

庭

的

保

育

そ

の

他

総数 489 45.4% 41.9% 40.7% 24.9% 11.0% 10.2% 8.0% 5.5% 4.7% 4.5% 4.5% 2.0% 0.6% 2.9%
男女別
　男性 170 34.7% 47.6% 42.9% 26.5% 7.6% 7.6% 6.5% 4.7% 2.9% 4.7% 3.5% 1.8% 1.2% 1.2%
　女性 314 51.6% 38.5% 39.8% 24.2% 13.1% 11.8% 8.9% 6.1% 5.7% 4.5% 5.1% 2.2% 0.3% 3.8%
年齢別
　20歳代 14 28.6% 0.0% 28.6% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%
　30歳代 184 47.3% 33.2% 40.8% 17.4% 13.0% 9.2% 4.9% 4.3% 4.9% 3.8% 4.3% 3.3% 0.0% 2.7%
　40歳代 283 45.6% 49.1% 41.3% 31.8% 9.9% 11.3% 10.6% 6.4% 4.9% 5.3% 4.9% 1.4% 1.1% 2.8%
就業形態別
　正社員・正規職員 256 42.2% 35.9% 50.0% 31.3% 11.3% 9.0% 6.3% 7.0% 3.5% 5.9% 4.7% 3.1% 0.4% 2.0%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 22 40.9% 36.4% 40.9% 22.7% 13.6% 4.5% 22.7% 4.5% 4.5% 4.5% 9.1% 0.0% 0.0% 4.5%
　パート・アルバイト・非常勤 126 48.4% 51.6% 35.7% 21.4% 9.5% 14.3% 11.1% 4.8% 5.6% 2.4% 5.6% 1.6% 0.0% 2.4%
　自営業・家族従業 23 26.1% 26.1% 47.8% 8.7% 21.7% 17.4% 8.7% 0.0% 4.3% 13.0% 4.3% 0.0% 0.0% 13.0%
　内職・在宅勤務 3 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
　学生 3 0.0% 33.3% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
　専業主婦・主夫 47 70.2% 57.4% 6.4% 10.6% 10.6% 8.5% 4.3% 2.1% 10.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0%
　無職 1 100.0% 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%
　その他 4 100.0% 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
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（２）利用したかった（してみたい）制度  

利用したかった（してみたい）制度について、「休日保育」が 15.3％と最も多く、次

いで「一時・特定保育」が 13.9％、「ファミリーサポートセンター」が 10.6％となって

いる。  

男女別では、男性は「休日保育」（14.7％）、女性は「一時・特定保育」（16.2％）

が最も多くなっている。  

年齢別では、20 歳代で「認可保育所」（28.6％）、30 歳代で「休日保育」（20.1％）

が高くなっている。また、40 歳代では他の年代よりも割合が低くなっているものが多い。 

 

図２－８－２ 利用したかった（してみたい）制度（いくつでも選択）  

N=489   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－８－２ 利用したかった（してみたい）制度（いくつでも選択）  

 回

答

者

数

休

日

保

育

一

時

・

特

定

保

育

フ

ァ

ミ

リ

ー

サ

ポ

ー

ト

セ

ン

タ

ー

誰

で

も

自

由

に

利

用

で

き

る

憩

い

・

遊

び

・

相

談

の

場

(

地

域

子

育

て

支

援

セ

ン

タ

ー

等

)

放

課

後

子

ど

も

教

室

放

課

後

児

童

ク

ラ

ブ

<

学

童

保

育

>

幼

稚

園

<

預

か

り

保

育

を

含

む

>

認

可

保

育

所

認

定

こ

ど

も

園

事

業

所

内

保

育

子

育

て

情

報

・

支

援

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

居

宅

訪

問

型

保

育

、

家

庭

的

保

育 認

可

外

保

育

施

設

そ

の

他

総数 489 15.3% 13.9% 10.6% 9.4% 9.4% 9.0% 8.2% 7.0% 7.0% 7.0% 4.9% 4.9% 1.8% 1.4%
男女別
　男性 170 14.7% 9.4% 8.8% 11.8% 5.9% 7.6% 5.9% 7.1% 8.2% 7.1% 5.9% 4.7% 1.8% 1.8%
　女性 314 15.9% 16.2% 11.8% 8.3% 11.1% 9.6% 9.6% 7.0% 6.4% 6.7% 4.5% 5.1% 1.9% 1.3%
年齢別
　20歳代 14 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 7.1% 28.6% 7.1% 14.3% 7.1% 7.1% 7.1% 0.0%
　30歳代 184 20.1% 17.4% 12.5% 14.1% 10.9% 13.0% 13.0% 12.0% 9.8% 7.6% 6.5% 5.4% 2.2% 1.6%
　40歳代 283 12.4% 12.4% 10.2% 6.4% 8.5% 6.7% 5.3% 2.8% 5.3% 6.0% 3.9% 4.6% 1.4% 1.4%
就業形態別
　正社員・正規職員 256 15.6% 13.7% 11.7% 10.9% 10.5% 9.8% 9.4% 8.2% 8.2% 8.6% 6.6% 5.1% 2.0% 2.7%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 22 18.2% 27.3% 4.5% 4.5% 0.0% 13.6% 4.5% 13.6% 0.0% 9.1% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 126 14.3% 12.7% 9.5% 9.5% 9.5% 7.1% 6.3% 4.0% 7.1% 2.4% 3.2% 4.8% 2.4% 0.0%
　自営業・家族従業 23 17.4% 8.7% 0.0% 0.0% 4.3% 8.7% 0.0% 0.0% 8.7% 4.3% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0%
　内職・在宅勤務 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 3 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　専業主婦・主夫 47 10.6% 17.0% 12.8% 8.5% 8.5% 6.4% 12.8% 10.6% 2.1% 6.4% 4.3% 6.4% 2.1% 0.0%
　無職 1 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　その他 4 25.0% 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
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（３）利用したかった（してみたい）理由  

利用したかった（してみたい）理由について、「困ったときに役にたちそうだから利

用してみたい」が「一時・特定保育」（38.2%）、「ファミリーサポートセンター」（34.6％）、

「居宅訪問型保育・家庭的保育」（33.3％）、「子育て情報・支援ネットワーク」（33.3％）

で最も多くなっている。  

「住んでいる市町村で実施していれば利用した（してみたい）から」は、「認可保育

所」（32.4％）、「放課後子ども教室」（30.4％）で最も多い。  

「制度の利用条件が合えば利用した（してみたい）から」は、「幼稚園<預かり保育

を含む>」（35.0％）で最も多くなっている。  

「経済的に可能ならば利用した（してみたい）から」は、「居宅訪問型保育、家庭的

保育」（20.8％）で最も多くなっている。  

 

 

図２－８－３ 利用したかった（してみたい）理由  
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表２－８－１  利用したかった（してみたい）理由《休日保育》  

 

 

表２－８－２  利用したかった（してみたい）理由《一時・特定保育》  

 

 

表２－８－３  利用したかった（してみたい）理由《ファミリーサポートセンター》  

 

 

表２－８－４  利用したかった（してみたい）理由  

《誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場 (地域子育て支援センター等 ) 》  

 

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 75 25.3% 1.3% 18.7% 16.0% 25.3% 0.0% 13.3%
男女別
　男性 25 28.0% 4.0% 12.0% 24.0% 16.0% 0.0% 16.0%
　女性 50 24.0% 0.0% 22.0% 12.0% 30.0% 0.0% 12.0%
年齢別
　20歳代 2 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　30歳代 37 35.1% 0.0% 21.6% 16.2% 24.3% 0.0% 2.7%
　40歳代 35 17.1% 2.9% 11.4% 14.3% 28.6% 0.0% 25.7%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 68 20.6% 5.9% 14.7% 11.8% 38.2% 0.0% 8.8%
男女別
　男性 16 31.3% 0.0% 25.0% 18.8% 18.8% 0.0% 6.3%
　女性 51 17.6% 7.8% 9.8% 9.8% 45.1% 0.0% 9.8%
年齢別
　20歳代
　30歳代 32 28.1% 9.4% 15.6% 9.4% 31.3% 0.0% 6.3%
　40歳代 35 14.3% 2.9% 14.3% 14.3% 42.9% 0.0% 11.4%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 52 15.4% 9.6% 23.1% 3.8% 34.6% 0.0% 13.5%
男女別
　男性 15 20.0% 20.0% 33.3% 6.7% 0.0% 0.0% 20.0%
　女性 37 13.5% 5.4% 18.9% 2.7% 48.6% 0.0% 10.8%
年齢別
　20歳代
　30歳代 23 8.7% 4.3% 34.8% 4.3% 39.1% 0.0% 8.7%
　40歳代 29 20.7% 13.8% 13.8% 3.4% 31.0% 0.0% 17.2%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 46 28.3% 13.0% 10.9% 2.2% 21.7% 0.0% 23.9%
男女別
　男性 20 20.0% 20.0% 10.0% 5.0% 20.0% 0.0% 25.0%
　女性 24 37.5% 8.3% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0%
年齢別
　20歳代 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　30歳代 25 36.0% 8.0% 8.0% 0.0% 28.0% 0.0% 24.0%
　40歳代 17 17.6% 17.6% 17.6% 5.9% 17.6% 0.0% 29.4%
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表２－８－５  利用したかった（してみたい）理由《放課後子ども教室》  

 

 

表２－８－６  利用したかった（してみたい）理由《放課後児童クラブ＜学童保育＞》  

 

 

表２－８－７ 利用したかった（してみたい）理由《幼稚園＜預かり保育を含む＞》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－８－８ 利用したかった（してみたい）理由《認可保育所》  

 

 

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 46 30.4% 6.5% 17.4% 6.5% 28.3% 0.0% 10.9%
男女別
　男性 10 50.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 10.0%
　女性 35 25.7% 5.7% 17.1% 5.7% 34.3% 0.0% 11.4%
年齢別
　20歳代
　30歳代 20 20.0% 10.0% 25.0% 5.0% 25.0% 0.0% 15.0%
　40歳代 24 37.5% 4.2% 8.3% 8.3% 33.3% 0.0% 8.3%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 44 29.5% 4.5% 18.2% 6.8% 22.7% 0.0% 18.2%
男女別
　男性 13 53.8% 7.7% 15.4% 0.0% 15.4% 0.0% 7.7%
　女性 30 20.0% 3.3% 16.7% 10.0% 26.7% 0.0% 23.3%
年齢別
　20歳代
　30歳代 24 20.8% 4.2% 29.2% 8.3% 20.8% 0.0% 16.7%
　40歳代 19 42.1% 5.3% 0.0% 5.3% 26.3% 0.0% 21.1%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 34 32.4% 0.0% 32.4% 2.9% 2.9% 5.9% 23.5%
男女別
　男性 12 41.7% 0.0% 25.0% 0.0% 8.3% 0.0% 25.0%
　女性 22 27.3% 0.0% 36.4% 4.5% 0.0% 9.1% 22.7%
年齢別
　20歳代 4 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0%
　30歳代 22 36.4% 0.0% 40.9% 0.0% 4.5% 4.5% 13.6%
　40歳代 8 25.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 50.0%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば利

用した(して

みたい)から

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 40 27.5% 2.5% 35.0% 12.5% 10.0% 10.0% 2.5%
男女別
　男性 10 50.0% 10.0% 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%
　女性 30 20.0% 0.0% 40.0% 13.3% 10.0% 13.3% 3.3%
年齢別
　20歳代 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
　30歳代 24 33.3% 0.0% 37.5% 12.5% 4.2% 8.3% 4.2%
　40歳代 15 20.0% 6.7% 33.3% 13.3% 20.0% 6.7% 0.0%
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表２－８－９  利用したかった（してみたい）理由《認定こども園》  

 

 

表２－８－10 利用したかった（してみたい）理由《事業所内保育》  

 

 

表２－８－11 利用したかった（してみたい）理由《子育て情報・支援ネットワーク》  

 

 

表２－８－12 利用したかった（してみたい）理由《居宅訪問型保育、家庭的保育》  

 

 

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば利

用した(して

みたい)から

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 34 29.4% 5.9% 29.4% 5.9% 2.9% 8.8% 17.6%
男女別
　男性 14 35.7% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 7.1% 28.6%
　女性 20 25.0% 0.0% 40.0% 10.0% 5.0% 10.0% 10.0%
年齢別
　20歳代 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　30歳代 18 33.3% 0.0% 33.3% 5.6% 5.6% 11.1% 11.1%
　40歳代 15 20.0% 13.3% 26.7% 6.7% 0.0% 6.7% 26.7%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 34 20.6% 5.9% 20.6% 2.9% 26.5% 5.9% 17.6%
男女別
　男性 12 25.0% 8.3% 16.7% 8.3% 25.0% 0.0% 16.7%
　女性 21 19.0% 4.8% 19.0% 0.0% 28.6% 9.5% 19.0%
年齢別
　20歳代 2 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
　30歳代 14 28.6% 7.1% 21.4% 0.0% 14.3% 7.1% 21.4%
　40歳代 17 17.6% 5.9% 17.6% 5.9% 29.4% 5.9% 17.6%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 24 20.8% 12.5% 16.7% 4.2% 33.3% 0.0% 12.5%
男女別
　男性 10 40.0% 10.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0%
　女性 14 7.1% 14.3% 14.3% 0.0% 57.1% 0.0% 7.1%
年齢別
　20歳代 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
　30歳代 12 16.7% 8.3% 25.0% 8.3% 33.3% 0.0% 8.3%
　40歳代 11 27.3% 18.2% 9.1% 0.0% 27.3% 0.0% 18.2%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 24 20.8% 0.0% 8.3% 20.8% 33.3% 0.0% 16.7%
男女別
　男性 8 37.5% 0.0% 12.5% 12.5% 25.0% 0.0% 12.5%
　女性 16 12.5% 0.0% 6.3% 25.0% 37.5% 0.0% 18.8%
年齢別
　20歳代 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　30歳代 10 20.0% 0.0% 10.0% 20.0% 40.0% 0.0% 10.0%
　40歳代 13 15.4% 0.0% 7.7% 23.1% 30.8% 0.0% 23.1%
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表２－８－13 利用したかった（してみたい）理由《認可外保育施設》  

 

 

 

 

  

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 9 22.2% 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 11.1% 44.4%
男女別
　男性 3 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7%
　女性 6 16.7% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 16.7% 33.3%
年齢別
　20歳代 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　30歳代 4 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0%
　40歳代 4 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0%
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２－９ 病児・病後児保育の利用状況 

 病児・病後児保育の利用状況について、「利用したことがある」が 4.5％に対し、「利用

したことがない（利用する必要がない）」が 92.4％となっている。  

 

図２－９  病児・病後児保育の利用状況  

N=489 

 

 

 

 

 

 

表２－９  病児・病後児保育の利用状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回

答

者

数

利

用

し

た

こ

と

が

あ

る

利

用

し

た

こ

と

が

な

い

（

利

用

す

る

必

要

が

な

い
）

無

回

答

総数 489 4.5% 92.4% 3.1%
男女別
　男性 170 3.5% 93.5% 2.9%
　女性 314 5.1% 92.0% 2.9%
年齢別
　20歳代 14 7.1% 85.7% 7.1%
　30歳代 184 3.3% 94.6% 2.2%
　40歳代 283 4.9% 91.9% 3.2%
就業形態別
　正社員・正規職員 256 5.5% 91.4% 3.1%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 22 4.5% 95.5% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 126 4.0% 92.1% 4.0%
　自営業・家族従業 23 4.3% 95.7% 0.0%
　内職・在宅勤務 3 0.0% 100.0% 0.0%
　学生 3 0.0% 100.0% 0.0%
　専業主婦・主夫 47 2.1% 95.7% 2.1%
　無職 1 0.0% 100.0% 0.0%
　その他 4 0.0% 100.0% 0.0%

4.5% 92.4% 3.1%

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

利用したことがある 利用したことがない（利用する必要がない） 無回答
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２－１０ 病児・病後児保育を利用しない理由 

 病児・病後児保育を利用しない理由について、「家族(祖父母を含む)、親族などで対応

できる」（42.5％）、「仕事を休んで病児の保育をすることができる」（39.8％）となっ

ている。  

 男女別では、男性は「家族（祖父母を含む）、親族などで対応できる」（45.9％）が最

も多く、次いで「制度を知らなかった」（30.8％）、「仕事を休んで病児の保育をするこ

とができる」（30.2％）となっている。女性は「仕事を休んで病児の保育をすることがで

きる」（45.3％）が最も多く、次いで「家族（祖父母を含む）、親族などで対応できる」

（40.8％）、「利用方法がわからない」（21.1％）となっている。  

 

図 ２－１０  病児・病後児保育を利用したことがない理由（３つ以内選択）  
N=452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１０ 病児・病後児保育を利用したことがない理由（３つ以内選択）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回
答
者
数

家
族
（

祖
父
母
を
含
む
）
、

親
族
な
ど
で
対
応
で
き
る

仕
事
を
休
ん
で
病
児
の
保
育

を
す
る
こ
と
が
で
き
る

利
用
方
法
が
わ
か
ら
な
い

制
度
を
知
ら
な
か
っ

た

急
な
体
調
不
良
が
多
く
、

申

込
時
間
内
で
の
予
約
は
難
し

い 利
便
性
が
良
く
な
い
（

移
動

に
時
間
が
か
か
る
、

近
隣
に

施
設
が
な
い
な
ど
）

利
用
料
金
が
高
い

予
約
方
法
や
利
用
手
続
き
、

医

療
機
関
の
受
診
、

子
ど
も
を
預

け
る
た
め
の
荷
物
の
準
備
な
ど

が
手
間
で
あ
る

病
気
の
悪
化
、

他
の
病
気
へ

の
感
染
が
心
配
で
あ
る

利
用
時
間
、

利
用
日
が
限
ら

れ
て
い
る

受
入
定
員
が
少
な
い
た
め
予

約
が
取
れ
な
い

子
ど
も
が
一
人
で
過
ご
す
こ

と
が
で
き
る

他
の
子
に
病
気
を
感
染
さ
せ

て
し
ま
う
可
能
性
な
ど
心
配

が
あ
る

そ
の
他

無
回
答

総数 452 42.5% 39.8% 21.7% 20.1% 17.0% 14.8% 10.2% 10.0% 8.8% 7.7% 5.3% 4.0% 2.7% 6.6% 6.4%
男女別
　男性 159 45.9% 30.2% 22.6% 30.8% 13.2% 15.1% 7.5% 5.7% 8.2% 10.1% 3.1% 3.1% 3.1% 6.3% 7.5%
　女性 289 40.8% 45.3% 21.1% 14.2% 19.4% 14.5% 11.8% 12.5% 9.3% 6.6% 6.6% 4.2% 2.1% 6.9% 5.5%
年齢別
　20歳代 12 33.3% 41.7% 16.7% 25.0% 16.7% 8.3% 33.3% 8.3% 25.0% 8.3% 16.7% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0%
　30歳代 174 40.8% 39.1% 24.7% 18.4% 24.7% 16.1% 10.9% 13.2% 8.6% 5.2% 5.2% 1.7% 2.3% 6.9% 4.0%
　40歳代 260 44.6% 41.2% 20.0% 20.8% 12.3% 14.2% 8.8% 8.1% 8.5% 9.6% 5.0% 5.4% 2.7% 6.9% 7.7%
就業形態別
　正社員・正規職員 234 42.3% 34.6% 22.2% 25.6% 17.5% 16.2% 7.7% 11.1% 7.7% 8.1% 4.3% 3.4% 3.4% 6.4% 7.7%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 21 57.1% 57.1% 19.0% 14.3% 14.3% 14.3% 19.0% 0.0% 4.8% 4.8% 4.8% 9.5% 0.0% 4.8% 4.8%
　パート・アルバイト・非常勤 116 37.1% 56.9% 21.6% 11.2% 18.1% 15.5% 17.2% 11.2% 10.3% 6.9% 7.8% 4.3% 2.6% 5.2% 2.6%
　自営業・家族従業 22 50.0% 40.9% 27.3% 36.4% 22.7% 13.6% 4.5% 4.5% 4.5% 18.2% 4.5% 0.0% 0.0% 9.1% 4.5%
　内職・在宅勤務 3 100.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　専業主婦・主夫 45 46.7% 22.2% 15.6% 8.9% 13.3% 0.0% 2.2% 8.9% 13.3% 2.2% 4.4% 6.7% 2.2% 11.1% 11.1%
　無職 1 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　その他 4 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
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２－１１ 病児・病後児保育を利用する場合に望むこと 

 病児・病後児保育を利用する場合に望むことについて、「自宅の近隣にあること」（59.3％）、 

「利用料金が安いこと」（40.7％）、「普段通っている保育所等で対応してもらえること」

（36.8％）となっている。  

 年代別では、「利用料金が安いこと」は年齢が下がるにつれて割合が高くなっている。  

 

図２－１１ 病児・病後児保育を利用する場合に望むこと（３つ以内選択）  
N=489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１１ 病児・病後児保育を利用する場合に望むこと（３つ以内選択）  

 

 

 

 

 

  

回
答
者
数

自
宅
の
近
隣
に
あ
る
こ
と

利
用
料
金
が
安
い
こ
と

普
段
通
っ

て
い
る
保
育
所
等

で
対
応
し
て
も
ら
え
る
こ
と

パ
ソ
コ
ン
、

ス
マ
ー

ト
フ
ォ

ン
等
に
よ
り
、

利
用
し
た
い

と
き
に
空
き
状
況
を
確
認
で

き
た
り
、

予
約
が
で
き
た
り

す
る
こ
と

通
勤
途
上
な
ど
ア
ク
セ
ス
が

便
利
な
場
所
に
あ
る
こ
と

利
用
時
間
の
延
長
や
、

土

日
・
祝
日
な
ど
も
利
用
で
き

る
こ
と

受
入
定
員
を
増
や
し
て
ほ
し

い
こ
と

利
用
す
る
必
要
が
な
い
た

め
、

特
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

総数 489 59.3% 40.7% 36.8% 33.1% 23.9% 21.7% 12.7% 9.4% 2.2% 6.3%

男女別

　男性 170 65.3% 43.5% 38.2% 28.8% 25.3% 28.2% 10.6% 9.4% 2.9% 5.9%

　女性 314 56.1% 39.2% 36.6% 35.4% 23.2% 17.8% 13.7% 9.6% 1.9% 6.4%

年齢別

　20歳代 14 50.0% 78.6% 28.6% 35.7% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 7.1%

　30歳代 184 59.2% 40.8% 38.0% 37.0% 26.6% 21.7% 12.5% 7.6% 2.2% 4.9%

　40歳代 283 60.4% 39.2% 36.7% 30.4% 22.3% 21.9% 12.4% 11.3% 2.5% 6.7%

就業形態別

　正社員・正規職員 256 60.2% 44.5% 41.4% 29.7% 25.8% 25.4% 13.7% 6.6% 2.3% 5.9%

　派遣・契約・期限付きの社員・職員 22 27.3% 45.5% 40.9% 59.1% 31.8% 13.6% 9.1% 4.5% 0.0% 9.1%

　パート・アルバイト・非常勤 126 61.1% 41.3% 31.0% 34.9% 21.4% 14.3% 10.3% 9.5% 1.6% 7.1%

　自営業・家族従業 23 73.9% 43.5% 34.8% 34.8% 21.7% 30.4% 17.4% 17.4% 4.3% 0.0%

　内職・在宅勤務 3 100.0% 33.3% 66.7% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%

　学生 3 66.7% 66.7% 33.3% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　専業主婦・主夫 47 57.4% 14.9% 27.7% 36.2% 17.0% 19.1% 12.8% 23.4% 4.3% 6.4%

　無職 1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　その他 4 50.0% 25.0% 50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
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２－１２ 職場での育児関連制度の利用状況 

職場での育児関連制度の利用状況について、「育児休業制度」が 30.3％と最も多く、

次いで「短時間勤務制度またはフレックスタイム制度」が 21.9％、「在宅勤務」が 16.4％

となっている。なお、「制度を利用できる時期に働いていたが、利用したことはない」

は 19.2％、「制度を利用できる時期に働いていないため、利用したことはない」は 24.5％

となっている。  

男女別では、男性は、「制度を利用できる時期に働いていたが、利用したことはない」

が 40.0％と最も多くなっており、次いで、「在宅勤務」が 22.4％、「短時間勤務制度ま

たはフレックスタイム制度」が 15.9％の順となっている。また、女性は、「制度を利用

できる時期に働いていないため、利用したことはない」が 34.1%となっており、利用し

た制度では、「育児休業制度」が 40.4％と最も多く、次いで「短時間勤務制度またはフ

レックスタイム制度」が 25.2％となっている。  

 

図２－１２ 職場での育児関連制度の利用状況（いくつでも選択）  

N=489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１２ 職場での育児関連制度の利用状況（いくつでも選択）  

  回
答
者
数

育
児
休
業
制
度

短
時
間
勤
務
制
度
ま
た
は
フ

レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
度

在
宅
勤
務

子
の
看
護
休
暇

所
定
外
時
間
勤
務
の
免
除

育
児
に
関
す
る
費
用
の
補
助

勤
務
地
の
限
定
な
い
し
は
指

定 再
雇
用
制
度

そ
の
他
育
児
に
関
連
し
た
制

度 制
度
を
利
用
で
き
る
時
期
に
働

い
て
い
た
が
、

利
用
し
た
こ
と

は
な
い

制
度
を
利
用
で
き
る
時
期
に
働

い
て
い
な
い
た
め
、

利
用
し
た

こ
と
は
な
い

無
回
答

総数 489 30.3% 21.9% 16.4% 11.5% 5.5% 5.5% 1.4% 0.4% 0.6% 19.2% 24.5% 11.9%
男女別
　男性 170 11.8% 15.9% 22.4% 9.4% 1.2% 6.5% 0.0% 0.6% 0.6% 40.0% 7.6% 11.8%
　女性 314 40.4% 25.2% 13.1% 12.7% 7.6% 4.8% 2.2% 0.3% 0.6% 8.0% 34.1% 11.8%
年齢別
　20歳代 14 42.9% 21.4% 7.1% 7.1% 7.1% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3%
　30歳代 184 42.9% 28.3% 16.3% 14.7% 6.5% 7.6% 1.6% 0.5% 0.5% 14.1% 20.7% 8.7%
　40歳代 283 21.9% 18.0% 17.0% 9.9% 4.6% 3.2% 1.4% 0.4% 0.7% 23.7% 26.5% 13.4%
就業形態別
　正社員・正規職員 256 39.5% 33.2% 25.8% 18.0% 9.0% 7.4% 2.0% 0.8% 0.8% 25.0% 7.8% 7.8%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 22 31.8% 18.2% 13.6% 13.6% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% 22.7% 22.7% 4.5%
　パート・アルバイト・非常勤 126 21.4% 10.3% 4.8% 4.8% 1.6% 2.4% 0.8% 0.0% 0.8% 10.3% 44.4% 17.5%
　自営業・家族従業 23 13.0% 4.3% 4.3% 0.0% 4.3% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 34.8% 13.0% 30.4%
　内職・在宅勤務 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
　学生 3 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0%
　専業主婦・主夫 47 12.8% 2.1% 6.4% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 66.0% 12.8%
　無職 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
　その他 4 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0%
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２－１３ 育児休業を取得しなかった理由 

育児休業を取得しなかった理由について、男性は「自分の仕事に忙しく、同僚に迷惑

がかかる」が 42.0％と最も多く、次いで「職場で育児休業制度が整備されていなかった」

が 29.3％となっている。女性は、「制度を利用できる時期に働いていない」が 44.9％と

最も高く、次いで「職場で育児休業制度が整備されていなかった」が 12.3％、「育児休

業の対象者ではなかった」が 11.2％の順となっている。  

就業形態別では、正社員・正規職員で、「自分の仕事に忙しく、同僚に迷惑がかかる」、

「職場で育児休業制度が整備されていなかった」、「取得しにくい又は取得させない雰

囲気が職場内にあった」の割合が多くなっており、自営業・家庭従業では、「職場で育

児休業制度が整備されていなかった」が 35.0％と多くなっている。  

 

図２－１３ 男女別 育児休業を取得しなかった理由（いくつでも選択）  

男性 N=150、女性 N=187 
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表２－１３ 育児休業を取得しなかった理由（いくつでも選択）  

   

  

回
答
者
数

自
分
の
仕
事
に
忙
し
く
、

同
僚
に
迷

惑
が
か
か
る

職
場
で
育
児
休
業
制
度
が
整
備
さ
れ

て
い
な
か
っ

た

取
得
し
に
く
い
又
は
取
得
さ
せ
な
い

雰
囲
気
が
職
場
内
に
あ
っ

た

取
得
す
る
と
収
入
が
減
る

配
偶
者
が
子
育
て
に
協
力
し
て
く
れ

る
た
め
、

取
得
す
る
必
要
が
な
か
っ

た 育
児
休
業
の
対
象
者
で
は
な
か
っ

た

配
偶
者
が
取
得
し
た
た
め
、

取
得
す

る
必
要
が
な
か
っ

た

勤
務
評
価
に
影
響
す
る

制
度
を
知
ら
な
か
っ

た

子
ど
も
を
預
か
っ

て
く
れ
る
人

(

場

所

)

が
あ
っ

た
た
め
、

取
得
す
る
必
要

が
な
か
っ

た

取
得
し
た
い
と
思
わ
な
か
っ

た

制
度
を
利
用
で
き
る
時
期
に
働
い
て

い
な
い

そ
の
他

無
回
答

総数 341 21.1% 20.2% 15.2% 11.4% 7.9% 7.6% 6.2% 4.7% 4.4% 4.1% 4.1% 27.0% 8.2% 11.7%
男女別
　男性 150 42.0% 29.3% 23.3% 22.0% 17.3% 3.3% 14.0% 10.0% 4.0% 6.7% 4.7% 5.3% 9.3% 8.0%
　女性 187 4.3% 12.3% 8.6% 2.1% 0.5% 11.2% 0.0% 0.0% 4.8% 2.1% 3.7% 44.9% 7.5% 14.4%
年齢別
　20歳代 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 75.0% 0.0% 25.0%
　30歳代 105 25.7% 15.2% 19.0% 14.3% 4.8% 6.7% 6.7% 1.9% 3.8% 3.8% 1.9% 25.7% 10.5% 13.3%
　40歳代 221 19.9% 22.6% 14.0% 10.4% 10.0% 8.1% 6.3% 6.3% 5.0% 4.1% 5.4% 26.2% 7.2% 10.0%
就業形態別
　正社員・正規職員 155 39.4% 27.1% 23.9% 21.9% 16.8% 4.5% 11.0% 9.7% 3.9% 7.1% 5.2% 7.7% 7.1% 8.4%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 15 6.7% 20.0% 6.7% 0.0% 0.0% 20.0% 6.7% 0.0% 13.3% 0.0% 13.3% 26.7% 6.7% 6.7%
　パート・アルバイト・非常勤 99 4.0% 12.1% 9.1% 2.0% 0.0% 12.1% 0.0% 0.0% 4.0% 2.0% 4.0% 47.5% 7.1% 15.2%
　自営業・家族従業 20 15.0% 35.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 10.0% 20.0% 15.0%
　内職・在宅勤務 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3%
　学生 2 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
　専業主婦・主夫 41 2.4% 7.3% 4.9% 0.0% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% 2.4% 2.4% 0.0% 58.5% 7.3% 14.6%
　無職 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
　その他 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
一緒に暮らしている人別

　配偶者（事実婚を含む） 302 22.8% 19.9% 15.6% 11.9% 8.9% 7.6% 6.6% 5.3% 4.0% 4.0% 4.0% 27.2% 8.6% 10.6%
　子ども 318 22.3% 19.5% 15.1% 11.3% 8.5% 7.9% 6.3% 5.0% 4.4% 4.4% 4.1% 27.4% 8.5% 10.4%
　自分の父 15 13.3% 26.7% 13.3% 20.0% 6.7% 0.0% 0.0% 6.7% 6.7% 13.3% 6.7% 26.7% 13.3% 0.0%
　自分の母 17 5.9% 23.5% 17.6% 5.9% 5.9% 11.8% 0.0% 5.9% 5.9% 11.8% 5.9% 29.4% 17.6% 0.0%
　配偶者の父 14 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 28.6% 7.1% 14.3%
　配偶者の母 16 12.5% 12.5% 12.5% 18.8% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 6.3% 31.3% 0.0% 18.8%
　自分のきょうだい 1 0.0% 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%
　その他 3 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3%
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２－１４ 子どもを通じた近所づきあい 

子どもを通じた近所づきあいについて、「保育所や幼稚園の送り迎え、近所での買物

などの際に、あいさつをする程度の人がいる」が 58.7％と最も多く、次いで「子ども同

士を遊ばせながら、立ち話をする程度の人がいる」が 47.4％となっている。  

男女別では、「子どもを通して関わっている人はいない」（男性 17.1％、女性 13.7％）、

「子どもを預けられる人がいる」(男性 18.8％、女性 16.9％ )で男性の割合が高くなって

いるが、その他、なんらかの近所づきあいがある選択肢においては、すべて女性の割合

が高くなっている。  

年齢別では、「子どもを通して関わっている人はいない」は、年齢が下がるほど割合

が多くなっている。  

⇒P64 に“２－１５ 子育ての喜び”とのクロス集計の分析を記述している。  

 

図２－１４ 子どもを通じた近所づきあい（いくつでも選択）   

                                          N=489  

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１４ 子どもを通じた近所づきあい（いくつでも選択）  

  

回
答
者
数

保
育
所
や
幼
稚
園
の
送
り
迎
え
、

近

所
で
の
買
物
な
ど
の
際
に
、

あ
い
さ

つ
を
す
る
程
度
の
人
が
い
る

子
ど
も
同
士
を
遊
ば
せ
な
が
ら
、

立

ち
話
を
す
る
程
度
の
人
が
い
る

子
ど
も
を
連
れ
て
家
を
行
き
来
で
き

る
人
が
い
る

子
育
て
の
悩
み
を
相
談
で
き
る
人
が

い
る

子
ど
も
を
連
れ
て
、

一
緒
に
遊
び
や

旅
行
に
出
か
け
る
人
が
い
る

子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
人
が
い
る

子
ど
も
を
し
か
っ

た
り
、

注
意
し
て

く
れ
る
人
が
い
る

子
ど
も
を
通
し
て
関
わ
っ

て
い
る
人

は
い
な
い

無
回
答

総数 489 58.7% 47.4% 30.7% 30.3% 21.9% 17.4% 12.3% 14.7% 3.5%
男女別
　男性 170 51.8% 45.9% 24.7% 17.6% 21.8% 18.8% 10.6% 17.1% 4.1%
　女性 314 62.4% 48.4% 33.8% 37.6% 22.3% 16.9% 13.4% 13.7% 2.9%
年齢別
　20歳代 14 35.7% 28.6% 28.6% 28.6% 21.4% 28.6% 14.3% 35.7% 7.1%
　30歳代 184 57.6% 40.2% 24.5% 21.2% 16.3% 11.4% 8.2% 19.0% 2.2%
　40歳代 283 60.8% 53.7% 35.0% 37.1% 25.8% 21.2% 15.2% 11.3% 3.5%
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２－１５ 子育ての喜び 

子育ての喜びについて、「喜びを感じるときの方がかなり多い」（47.9％）と「喜びを感じるときの方

がやや多い」（37.6％）をあわせた『喜びを感じるときの方が多い』が 85.5％となっている。 

“２－３ 子育ての負担な点”（P31）とクロス集計をしてみると、『喜びを感じるときの方が少ない』

の割合が多いのは、「困ったときや不安なときに相談できる人がいない」（35.0％）、「子育てが大変な

ことを身近な人が理解してくれない」（31.3％）となっている。 

“２－４ 子育てへの関わり状況（P33）” とクロス集計をしてみると、配偶者の子育てへの関わりが

「十分である」場合に、『喜びを感じるときの方が多い』の割合が最も高くなっている（夫から妻への評

価 88.1％、妻から夫への評価 93.1％）。 

“２－１４ 子どもを通じた近所づきあい”（P62）とクロス集計をしてみると、「子どもを通してか

かわっている人はいない」で『喜びを感じるときの方が多い』の割合が最も低くなっている。 

 

図２－１５ 子育ての喜び  

N=489（男性 N=170、女性 N=314）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１５－１ 子育ての喜び  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喜びを感じる

ときの方がか

なり多い

喜びを感じる

ときの方がや

や多い

喜びを感じる

ときの方がや

や少ない

喜びを感じる

ときの方がか

なり少ない

総数 489 85.5% 47.9% 37.6% 8.2% 6.3% 1.8% 3.1% 3.3%

男女別

　男性 170 84.7% 54.1% 30.6% 7.1% 5.3% 1.8% 4.1% 4.1%

　女性 314 86.0% 44.9% 41.1% 8.9% 7.0% 1.9% 2.5% 2.5%

年齢別

　20歳代 14 92.9% 42.9% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%

　30歳代 184 89.7% 48.4% 41.3% 7.6% 7.1% 0.5% 2.2% 0.5%

　40歳代 283 83.0% 48.1% 35.0% 9.2% 6.4% 2.8% 3.5% 4.2%

回答者数

喜びを感じるときの方が多い 喜びを感じるときの方が少ない

わからない 無回答
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表２－１５－２ 子育ての負担な点別 子育ての喜び  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１５－３ 配偶者の子育てへの関わり別  子育ての喜び  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１５－４ 子どもを通じた近所づきあいの程度別  子育ての喜び  

 

 

 

 

喜びを感じ
るときの方
がかなり多

い

喜びを感じ
るときの方
がやや多
い

喜びを感じ
るときの方
がやや少
ない

喜びを感じ
るときの方
がかなり少
ない

85 90.6% 63.5% 27.1% 7.1% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2%

60 90.0% 60.0% 30.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%

150 90.7% 55.3% 35.3% 7.3% 7.3% 0.0% 0.7% 1.3%

232 90.5% 53.4% 37.1% 6.5% 5.6% 0.9% 1.3% 1.7%

107 89.7% 59.8% 29.9% 7.5% 7.5% 0.0% 0.0% 2.8%

148 91.2% 58.1% 33.1% 6.8% 6.1% 0.7% 1.4% 0.7%

287 86.8% 46.3% 40.4% 9.4% 7.7% 1.7% 2.4% 1.4%

72 80.6% 47.2% 33.3% 9.7% 6.9% 2.8% 8.3% 1.4%

子育ての喜び

子
ど
も
を
通
じ
た
近
所
づ
き
あ
い
の
程
度

子どもを預けられる人がいる

子どもをしかったり、注意してくれる人がいる

子どもを連れて家を行き来できる人がいる

子ども同士を遊ばせながら、立ち話をする程度
の人がいる

子どもを連れて、一緒に遊びや旅行に出かける
人がいる

子育ての悩みを相談できる人がいる

保育所や幼稚園の送り迎え、近所での買物など
の際に、あいさつをする程度の人がいる

子どもを通して関わっている人はいない

喜びを感じるときの方が多い 喜びを感じるときの方が少ない わからない 無回答回答者数

喜びを感じ
るときの方
がかなり多

い

喜びを感じ
るときの方
がやや多い

喜びを感じ
るときの方
がやや少な

い

喜びを感じ
るときの方
がかなり少
ない

夫→妻

101 88.1% 60.4% 27.7% 6.9% 5.9% 1.0% 3.0% 2.0%

55 83.6% 45.5% 38.2% 5.5% 3.6% 1.8% 5.5% 5.5%

8 75.0% 50.0% 25.0% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0%

1 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
妻→夫

58 93.1% 62.1% 31.0% 5.2% 5.2% 0.0% 1.7% 0.0%

114 86.8% 45.6% 41.2% 7.0% 5.3% 1.8% 2.6% 3.5%

79 83.5% 31.6% 51.9% 12.7% 10.1% 2.5% 3.8% 0.0%

35 85.7% 45.7% 40.0% 14.3% 11.4% 2.9% 0.0% 0.0%

回答者数

子育ての喜び

配
偶
者
の
子
育
て
へ
の
関
わ
り

十分である

ある程度は十分である

あまり十分ではない

不十分である

十分である

ある程度は十分である

あまり十分ではない

不十分である

喜びを感じるときの方が多い 喜びを感じるときの方が少ない わからない 無回答

喜びを感じ
るときの方
がかなり多

い

喜びを感じ
るときの方
がやや多い

喜びを感じ
るときの方
がやや少な

い

喜びを感じ
るときの方
がかなり少
ない

228 84.6% 46.5% 38.2% 10.1% 7.9% 2.2% 3.9% 1.3%

223 81.2% 36.3% 44.8% 13.5% 10.3% 3.1% 4.0% 1.3%

320 87.2% 49.4% 37.8% 8.4% 6.6% 1.9% 2.5% 1.9%

262 85.9% 46.6% 39.3% 11.1% 8.0% 3.1% 2.7% 0.4%

97 80.4% 46.4% 34.0% 13.4% 11.3% 2.1% 6.2% 0.0%

113 80.5% 43.4% 37.2% 15.0% 9.7% 5.3% 4.4% 0.0%

32 62.5% 21.9% 40.6% 31.3% 21.9% 9.4% 6.3% 0.0%

40 60.0% 22.5% 37.5% 35.0% 20.0% 15.0% 5.0% 0.0%

64 78.1% 40.6% 37.5% 18.8% 14.1% 4.7% 3.1% 0.0%

161 88.8% 41.0% 47.8% 8.1% 6.2% 1.9% 1.9% 1.2%

10 70.0% 60.0% 10.0% 30.0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0%

20 75.0% 50.0% 25.0% 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 5.0%

2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

子育ての喜び

子どもが病気のとき

喜びを感じるときの方が多い 喜びを感じるときの方が少ない わからない 無回答回答者数

その他

夫婦で楽しむ時間がない

子
育
て
を
し
て
負
担
に
思
う
こ
と

子育てによる身体の疲れが大きい

子育てによる精神的疲れが大きい

子育てに出費がかさむ

自分の自由な時間が持てない

困ったときや不安なときに相談できる人がいない

子育てが十分にできない

わからない

負担に思うことは特にない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない
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第３章 独身者の結婚に関する意識 
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第３章 独身者の結婚に関する意識 

３－１ 結婚の意思 

独身者における結婚の意思について、『いずれ結婚するつもり』は 74.3％（前回 82.8%）

で 8.5 ポイント減少している。その内訳は「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなく

てもかまわない」が 49.1％（前回 44.9%）、「ある程度の年齢までには結婚するつもり」

が 25.2％（前回 37.9%）となっている。一方で「一生結婚するつもりはない」は 24.4％

（前回 13.3%）と 11.1 ポイント増加している。  

男女別では、「一生結婚するつもりはない」（男性 30.5％、女性 17.1％）で男性の割合が高くな

っている。  

年齢別では、20～24 歳と 45 歳～49 歳を除いた男性のすべて、25～29 歳を除いた女

性のすべてで、「ある程度の年齢までには結婚するつもり」より「理想的な相手が見つ

かるまでは結婚しなくてもかまわない」の割合が高くなっている。  

就業形態別では、派遣・契約・期限付きの社員・職員及び無職で「一生結婚するつも

りはない」の割合が高くなっている。  

⇒P72 に“３－３ 独身にとどまっている理由”とのクロス集計の分析を記述している。  

 

図３－１ 結婚の意思  

愛知県：N＝234（男性 N＝105、女性 N＝117）  

                       全国  ：男性 N＝2,033、女性 N＝2,053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全国：第 16 回出生動向基本調査（令和 3 年）  

18～34 歳の未婚男女を対象に集計  
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図３－２ 結婚の意思（前回調査）   

愛知県：N＝301（男性 N＝137、女性 N＝158）  

                      全国  ：男性 N＝2,705、女性 N＝2,570   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全国：第 15 回出生動向基本調査（平成 27 年）  

18～34 歳の未婚男女を対象に集計  

 

表３－１ 結婚の意思  

 

  回答者数
いずれ結婚するつもり
（ある程度の年齢まで
には結婚するつもり）

いずれ結婚するつもり
（理想的な相手が見つ
かるまでは結婚しなく
てもかまわない）

一生結婚するつもりは
ない

無回答

234 25.2% 49.1% 24.4% 1.3%

105 27.6% 41.9% 30.5% 0.0%
117 23.9% 57.3% 17.1% 1.7%

104 40.4% 46.2% 13.5% 0.0%
70 15.7% 54.3% 28.6% 1.4%
50 10.0% 48.0% 40.0% 2.0%

　20～24歳 16 62.5% 37.5% 0.0% 0.0%
　25～29歳 32 28.1% 46.9% 25.0% 0.0%
　30～34歳 19 26.3% 42.1% 31.6% 0.0%
　35～39歳 13 7.7% 53.8% 38.5% 0.0%
　40～44歳 14 7.1% 28.6% 64.3% 0.0%
　45～49歳 9 33.3% 22.2% 44.4% 0.0%
　20～24歳 30 33.3% 60.0% 6.7% 0.0%
　25～29歳 25 48.0% 36.0% 16.0% 0.0%
　30～34歳 19 10.5% 68.4% 21.1% 0.0%
　35～39歳 18 16.7% 50.0% 27.8% 5.6%
　40～44歳 12 8.3% 83.3% 8.3% 0.0%
　45～49歳 12 0.0% 58.3% 33.3% 8.3%

　正社員・正規職員 69 29.0% 42.0% 29.0% 0.0%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 9 22.2% 33.3% 44.4% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 6 0.0% 66.7% 33.3% 0.0%
　自営業・家族従業 7 28.6% 42.9% 28.6% 0.0%
　内職・在宅勤務

　学生 8 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
　専業主婦・主夫

　無職 4 25.0% 0.0% 75.0% 0.0%
　その他 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
　正社員・正規職員 65 29.2% 52.3% 18.5% 0.0%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 9 33.3% 44.4% 22.2% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 15 6.7% 73.3% 20.0% 0.0%
　自営業・家族従業 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
　内職・在宅勤務

　学生 17 23.5% 70.6% 5.9% 0.0%
　専業主婦・主夫

　無職 4 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
　その他 5 0.0% 20.0% 40.0% 40.0%

男女・就業形態別

男
性

女
性

女
性

総数

男女別

　男性

　女性

年齢別

　20歳代

　30歳代

　40歳代

男女・年齢別

男
性
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３－２ 結婚に向けて積極的な対応をとる年齢  

「いずれ結婚するつもり」と答えた人に、何歳くらいまでに結婚していなかったら、

結婚に積極的な対応をとると思うか聞いたところ、20 歳代では 30.1 歳、30 歳代では 37.0

歳、40 歳代では 45.8 歳が平均となっている。  

 

表３－２ 結婚に向けて積極的な対応をとる年齢  

N＝ 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平均年齢

34.2

35.3
33.3

30.1
37.0
45.8

　20～24歳 29.8
　25～29歳 32.0
　30～34歳 33.7
　35～39歳 39.7
　40～44歳 43.7
　45～49歳 59.6
　20～24歳 28.5
　25～29歳 30.7
　30～34歳 33.9
　35～39歳 42.7
　40～44歳 40.3
　45～49歳 40.8

女
性

総数
男女別
　男性
　女性
年齢別
　20歳代
　30歳代
　40歳代
男女・年齢別

男
性
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３－３ 結婚相手や交際相手を見つけるための活動  

結婚相手や交際相手を見つけるためにしてみたい活動は、「親族、知人、友人等に紹

介を頼む」が 52.9％と最も高く、次いで「婚活サイトなどのインターネットサイトや

SNS、マッチングアプリを利用する」が 46.6％、「趣味のサークル等で知り合う」が

34.5％の順となっている。  

年齢別では、年齢が下がるほど、「婚活サイトなどのインターネットサイトや SNS、

マッチングアプリを利用する」の割合が高くなっている。  

 

図３－３ 結婚相手や交際相手を見つけるための活動（いくつでも選択）  

N＝ 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－３ 結婚相手や交際相手を見つけるための活動（いくつでも選択）  

 

 

  

回答者
数

親
族
、

知
人
、

友
人
等
に
紹
介
を
頼

む 婚
活
サ
イ
ト
な
ど
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
サ
イ
ト
や
S
N
S
、

マ
ッ

チ
ン
グ

ア
プ
リ
を
利
用
す
る

趣
味
の
サ
ー

ク
ル
等
で
知
り
合
う

民
間
主
催
の
婚
活
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

す
る

合
コ
ン
に
行
く

民
間
の
結
婚
相
談
所
に
登
録
す
る

行
政
主
催
の
婚
活
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

す
る

行
政
の
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

に
登
録

す
る

そ
の
他

無
回
答

174 52.9% 46.6% 34.5% 27.6% 19.5% 19.0% 17.2% 12.1% 4.0% 4.0%

73 45.2% 43.8% 38.4% 34.2% 17.8% 23.3% 19.2% 12.3% 5.5% 1.4%
95 56.8% 49.5% 31.6% 23.2% 18.9% 14.7% 14.7% 11.6% 3.2% 6.3%

90 52.2% 56.7% 33.3% 28.9% 24.4% 14.4% 20.0% 12.2% 2.2% 4.4%
49 44.9% 44.9% 26.5% 22.4% 12.2% 28.6% 8.2% 8.2% 6.1% 4.1%
29 62.1% 17.2% 51.7% 34.5% 17.2% 17.2% 24.1% 17.2% 6.9% 0.0%

　20～24歳 16 31.3% 50.0% 31.3% 31.3% 6.3% 12.5% 12.5% 12.5% 6.3% 0.0%
　25～29歳 24 58.3% 54.2% 45.8% 50.0% 37.5% 25.0% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0%
　30～34歳 13 46.2% 46.2% 30.8% 23.1% 0.0% 38.5% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0%
　35～39歳 8 25.0% 25.0% 12.5% 12.5% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.5%
　40～44歳 5 40.0% 20.0% 80.0% 40.0% 20.0% 0.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0%
　45～49歳 5 40.0% 20.0% 40.0% 40.0% 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0%
　20～24歳 28 64.3% 57.1% 32.1% 10.7% 28.6% 7.1% 10.7% 3.6% 3.6% 7.1%
　25～29歳 21 42.9% 66.7% 23.8% 28.6% 14.3% 14.3% 19.0% 19.0% 0.0% 9.5%
　30～34歳 15 33.3% 53.3% 26.7% 26.7% 20.0% 26.7% 13.3% 13.3% 6.7% 0.0%
　35～39歳 12 75.0% 50.0% 33.3% 25.0% 8.3% 25.0% 8.3% 16.7% 0.0% 8.3%
　40～44歳 11 63.6% 18.2% 36.4% 27.3% 27.3% 9.1% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0%
　45～49歳 7 85.7% 14.3% 57.1% 42.9% 0.0% 14.3% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0%

　20歳代
　30歳代
　40歳代
男女・年齢別

男
性

女
性

総数
男女別
　男性
　女性
年齢別
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３－４ 独身にとどまっている理由 

独身にとどまっている理由としては、「結婚したい相手にまだめぐり会わないから」

が 38.5％と最も多く、次いで「結婚する必要性を感じないから」が 32.9％、「独身の自

由や気楽さを失いたくないから」が 32.1％の順となっている。  

男女別では、「異性とうまくつきあえないから」 (男性 26.7％、女性 12.8％ )、「経済

的な余裕がないから」（男性 36.2％、女性 20.5％）、「仕事が忙しくて出会うチャンス

が少ないから」（男性 20.0％、女性 17.9％）などで女性より男性の方が、「今は、仕事

(または学業 )にうちこみたいから」（男性 13.3％、女性 20.5％）、「結婚したい相手に

まだめぐり会わないから」（男性 35.2％、女性 41.9％）などで男性より女性の方が高く

なっている。  

年齢別では、男性の 35～39 歳で「独身の自由や気楽さを失いたくないから」（69.2％）、

女性の 45～49 歳で「結婚する必要性を感じないから」（58.3％）、女性の 40～44 歳で

「結婚したい相手にまだめぐり会わないから」（75.0％）、男女ともに 20～24 歳で「結

婚するにはまだ若すぎるから」（男性 62.5％、女性 60.0％）の割合が多くなっている。 

“３－１  結婚の意思”（P66）とクロス集計をしてみると、「結婚する必要性を感じ

ないから」、「独身の自由や気楽さを失いたくないから」、「異性とうまくつきあえな

いから」を選択した人は、「いずれ結婚するつもり（ある程度の年齢までには結婚する

つもり）」の割合が低い一方で「一生結婚するつもりはない」の割合が高くなっている。  

 

図３－４－１  独身にとどまっている理由（３つ以内選択）   

N=234 
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図３－４－２ 男女別 20～34 歳 独身にとどまっている理由（３つ以内選択）   

                                                                              男性 N=67、女性 N＝ 74 

（  男   性  ）                         （  女   性  ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

表３－４－１  独身にとどまっている理由（３つ以内選択）  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－４－２ 独身にとどまっている理由別  結婚の意志  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回
答
者
数

結
婚
し
た
い
相
手
に

ま
だ
め
ぐ
り
会
わ
な

い
か
ら

結
婚
す
る
必
要
性
を

感
じ
な
い
か
ら

独
身
の
自
由
や
気
楽

さ
を
失
い
た
く
な
い

か
ら

経
済
的
な
余
裕
が
な

い
か
ら

今
は
、

趣
味
や
娯
楽

を
楽
し
み
た
い
か
ら

異
性
と
う
ま
く
つ
き

あ
え
な
い
か
ら

仕
事
が
忙
し
く
て
出

会
う
チ
ャ

ン
ス
が
少

な
い
か
ら

今
は
、

仕
事

(

ま
た

は
学
業

)

に
う
ち
こ

み
た
い
か
ら

結
婚
す
る
に
は
ま
だ

若
す
ぎ
る
か
ら

結
婚
生
活
の
た
め
の

住
宅
の
め
ど
が
立
た

な
い
か
ら

親
や
周
囲
が
結
婚
に

同
意
し
な
い

(
だ
ろ

う

)

か
ら

そ
の
他

す
で
に
結
婚
が
決

ま
っ

て
い
る

無
回
答

234 38.5% 32.9% 32.1% 28.6% 25.6% 20.5% 18.4% 17.5% 13.7% 3.4% 1.7% 9.4% 5.6% 0.9%

105 35.2% 28.6% 32.4% 36.2% 24.8% 26.7% 20.0% 13.3% 12.4% 6.7% 1.9% 9.5% 5.7% 0.0%
117 41.9% 35.9% 33.3% 20.5% 27.4% 12.8% 17.9% 20.5% 16.2% 0.0% 1.7% 9.4% 6.0% 0.9%

104 31.7% 24.0% 23.1% 27.9% 27.9% 18.3% 14.4% 28.8% 30.8% 4.8% 1.0% 4.8% 8.7% 0.0%
70 44.3% 38.6% 44.3% 27.1% 24.3% 24.3% 22.9% 10.0% 0.0% 2.9% 0.0% 12.9% 2.9% 0.0%
50 46.0% 42.0% 34.0% 30.0% 22.0% 16.0% 20.0% 6.0% 0.0% 2.0% 6.0% 14.0% 4.0% 2.0%

　20～24歳 16 18.8% 25.0% 0.0% 43.8% 6.3% 31.3% 0.0% 31.3% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0%
　25～29歳 32 34.4% 15.6% 21.9% 28.1% 37.5% 31.3% 21.9% 12.5% 9.4% 9.4% 0.0% 6.3% 6.3% 0.0%
　30～34歳 19 52.6% 26.3% 26.3% 26.3% 26.3% 26.3% 31.6% 10.5% 0.0% 10.5% 0.0% 26.3% 0.0% 0.0%
　35～39歳 13 30.8% 53.8% 69.2% 46.2% 15.4% 23.1% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0%
　40～44歳 14 28.6% 42.9% 57.1% 42.9% 21.4% 28.6% 21.4% 7.1% 0.0% 0.0% 14.3% 21.4% 0.0% 0.0%
　45～49歳 9 44.4% 22.2% 44.4% 44.4% 22.2% 11.1% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0%
　20～24歳 30 30.0% 20.0% 26.7% 16.7% 23.3% 3.3% 0.0% 46.7% 60.0% 0.0% 3.3% 3.3% 6.7% 0.0%
　25～29歳 25 36.0% 40.0% 36.0% 32.0% 36.0% 8.0% 32.0% 24.0% 4.0% 0.0% 0.0% 8.0% 12.0% 0.0%
　30～34歳 19 52.6% 36.8% 52.6% 31.6% 26.3% 15.8% 15.8% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 5.3% 0.0%
　35～39歳 18 38.9% 38.9% 38.9% 11.1% 27.8% 33.3% 27.8% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0%
　40～44歳 12 75.0% 33.3% 8.3% 8.3% 16.7% 8.3% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 16.7% 8.3% 8.3%
　45～49歳 12 41.7% 58.3% 33.3% 8.3% 33.3% 8.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0%

136 39.7% 32.4% 33.1% 23.5% 23.5% 19.9% 26.5% 13.2% 9.6% 3.7% 2.2% 11.0% 8.1% 0.0%
21 42.9% 38.1% 42.9% 38.1% 42.9% 33.3% 9.5% 9.5% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 0.0%
21 33.3% 28.6% 14.3% 52.4% 19.0% 23.8% 9.5% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0% 0.0% 4.8%
9 55.6% 44.4% 22.2% 33.3% 33.3% 0.0% 22.2% 11.1% 11.1% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0%

26 34.6% 23.1% 23.1% 23.1% 19.2% 19.2% 0.0% 46.2% 61.5% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8 37.5% 50.0% 37.5% 37.5% 25.0% 37.5% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0%
7 14.3% 42.9% 57.1% 14.3% 42.9% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

40 40.0% 27.5% 25.0% 45.0% 22.5% 25.0% 10.0% 7.5% 15.0% 5.0% 0.0% 2.5% 0.0% 2.5%
65 41.5% 35.4% 30.8% 27.7% 23.1% 18.5% 23.1% 15.4% 7.7% 1.5% 1.5% 12.3% 7.7% 0.0%
40 35.0% 30.0% 47.5% 25.0% 35.0% 25.0% 30.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0%
32 34.4% 43.8% 34.4% 18.8% 34.4% 18.8% 15.6% 21.9% 18.8% 0.0% 3.1% 15.6% 9.4% 0.0%
28 35.7% 32.1% 21.4% 17.9% 25.0% 21.4% 10.7% 28.6% 25.0% 10.7% 3.6% 14.3% 3.6% 0.0%

　500万円以上700万円未満

　700万円以上1,000万円未満

　1,000万円以上

　300万円以上500万円未満

　専業主婦・主夫
　無職
　その他
世帯年収別
　300万円未満

　学生

就業形態別
　正社員・正規職員
　派遣・契約・期限付きの社員・職員

　パート・アルバイト・非常勤

　自営業・家族従業
　内職・在宅勤務

女
性

総数
男女別
　男性
　女性
年齢別
　20歳代
　30歳代
　40歳代
男女・年齢別

男
性

回答者数 いずれ結婚する
つもり（ある程度
の年齢までには
結婚するつもり）

いずれ結婚する
つもり（理想的な
相手が見つかる
までは結婚しなく
てもかまわない）

一生結婚するつ
もりはない

無回答

32 53.1% 43.8% 3.1% 0.0%

77 11.7% 45.5% 41.6% 1.3%

41 51.2% 41.5% 4.9% 2.4%

60 31.7% 50.0% 18.3% 0.0%

43 20.9% 65.1% 14.0% 0.0%

75 8.0% 53.3% 38.7% 0.0%

90 14.4% 74.4% 11.1% 0.0%

48 10.4% 56.3% 33.3% 0.0%

67 23.9% 49.3% 25.4% 1.5%

8 75.0% 0.0% 25.0% 0.0%

4 75.0% 0.0% 25.0% 0.0%

22 18.2% 18.2% 63.6% 0.0%

13 76.9% 23.1% 0.0% 0.0%

異性とうまくつきあえないから

経済的な余裕がないから

結婚生活のための住宅のめどが立たないから

親や周囲が結婚に同意しない(だろう)から

その他

すでに結婚が決まっている

結婚の意思

独
身
の
理
由

結婚するにはまだ若すぎるから

結婚する必要性を感じないから

今は、仕事(または学業)にうちこみたいから

今は、趣味や娯楽を楽しみたいから

仕事が忙しくて出会うチャンスが少ないから

独身の自由や気楽さを失いたくないから

結婚したい相手にまだめぐり会わないから
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３－５ 法律上の結婚をためらうこと及びその理由 

 独身者のうち、次のような理由で法律上の結婚をためらうことがあると回答したのは 55.1％（男性 49.5％、

女性 61.5％）となっている。 

その理由としては、「相手の親族との付き合いが煩わしい」（34.6％）が最も多く、次いで「相手の家業

を継がなければならない（相手に当方の家業を継いでもらわなければならない）」（21.4％）となっている。 

 男女別では、「生来の姓に愛着があり、姓を変えたくない」（男性 7.6％、女性 22.2％）、「キャリアを

維持したい等の理由により姓を変えたくない」（男性 2.9％、女性 14.5％）で特に男女の差が大きくなって

いる。 

図３－５ 男女別 法律上の結婚をためらう理由（いくつでも選択） 

男性 N=105、女性 N=117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－５ 法律上の結婚をためらう理由（いくつでも選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生来の姓に愛着
があり、姓を変
えたくない

キャリアを維持
したい等の理由
により姓を変え
たくない

相手の親族との
付き合いが煩わ
しい

相手の家業を継
がなければなら
ない（相手に当
方の家業を継い
でもらわなけれ
ばならない）

234 55.1% 15.0% 8.5% 34.6% 21.4% 44.9%

105 49.5% 7.6% 2.9% 31.4% 21.0% 50.5%
117 61.5% 22.2% 14.5% 37.6% 23.1% 38.5%

104 51.9% 10.6% 9.6% 33.7% 23.1% 48.1%
70 58.6% 18.6% 10.0% 38.6% 24.3% 41.4%
50 58.0% 18.0% 6.0% 32.0% 14.0% 42.0%

　20～24歳 16 50.0% 0.0% 0.0% 31.3% 31.3% 50.0%
　25～29歳 32 50.0% 3.1% 3.1% 34.4% 18.8% 50.0%
　30～34歳 19 47.4% 5.3% 0.0% 36.8% 31.6% 52.6%
　35～39歳 13 38.5% 7.7% 0.0% 30.8% 7.7% 61.5%
　40～44歳 14 64.3% 14.3% 7.1% 35.7% 21.4% 35.7%
　45～49歳 9 62.5% 22.2% 11.1% 11.1% 0.0% 55.6%
　20～24歳 30 44.4% 10.0% 13.3% 36.7% 30.0% 46.7%
　25～29歳 25 53.3% 28.0% 20.0% 32.0% 16.0% 44.0%
　30～34歳 19 56.0% 21.1% 10.5% 52.6% 26.3% 36.8%
　35～39歳 18 63.2% 38.9% 27.8% 33.3% 27.8% 16.7%
　40～44歳 12 33.3% 16.7% 0.0% 16.7% 8.3% 66.7%
　45～49歳 12 91.7% 25.0% 8.3% 58.3% 25.0% 8.3%

136 56.6% 15.4% 8.8% 33.8% 20.6% 43.4%
21 57.1% 9.5% 4.8% 38.1% 33.3% 42.9%
21 47.6% 19.0% 9.5% 33.3% 14.3% 52.4%
9 55.6% 22.2% 0.0% 33.3% 0.0% 44.4%

26 46.2% 7.7% 15.4% 34.6% 26.9% 53.8%

8 75.0% 37.5% 12.5% 50.0% 37.5% 25.0%
7 57.1% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 42.9%

40 62.5% 17.5% 10.0% 52.5% 27.5% 37.5%
65 49.2% 18.5% 6.2% 29.2% 12.3% 50.8%
40 55.0% 12.5% 7.5% 32.5% 22.5% 45.0%
32 68.7% 6.3% 9.4% 43.8% 31.3% 31.3%
28 52.4% 14.3% 10.7% 28.6% 21.4% 46.4%

回答者数 回答あり 無回答

　500万円以上700万円未満

　700万円以上1,000万円未満

　1,000万円以上

　300万円以上500万円未満

　専業主婦・主夫
　無職
　その他
世帯年収別
　300万円未満

　学生

就業形態別
　正社員・正規職員
　派遣・契約・期限付きの社員・職員

　パート・アルバイト・非常勤

　自営業・家族従業
　内職・在宅勤務

女
性

総数
男女別
　男性
　女性
年齢別
　20歳代
　30歳代
　40歳代
男女・年齢別

男
性
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３－６ 結婚とは別の制度 

法律婚をためらうことがあると答えた者のうち、結婚とは別の制度（事実婚であっても子の共同親権を認

めるなど、カップル間のパートナー契約に結婚（婚姻）に準じた法的保護を与える新たな届出・登録制度）

について、「利用してみたい」が 11.6％、「利用するかどうかはわからないが、関心はある」が 42.6％とな

っている。 

 男女別では、「利用してみたい」（男性 11.5％、女性 11.1％）、「利用するかどうかはわからないが、関

心はある」（男性 42.3％、女性 44.4％）は男女でほぼ差がないが、「結婚とは別の制度は利用したくない」

（男性 9.6％、女性 1.4％）では男性の割合が高くなっている。 

 

図３－６ 結婚とは別の制度  

N=129 

 

 

 

 

 

 

表３－６ 結婚とは別の制度  

 

 

 

 

 

 

回答者数
利用してみたい
と思う

利用するかどう
かはわからない
が、関心はある

結婚とは別の制
度は利用したく
ない

どちらともいえ
ない、わからな
い、関心がない

無回答

129 11.6% 42.6% 4.7% 25.6% 15.5%

52 11.5% 42.3% 9.6% 25.0% 11.5%
72 11.1% 44.4% 1.4% 26.4% 16.7%

54 13.0% 48.1% 3.7% 20.4% 14.8%
41 12.2% 31.7% 7.3% 31.7% 17.1%
29 6.9% 55.2% 3.4% 24.1% 10.3%

　20～24歳 8 25.0% 62.5% 0.0% 0.0% 12.5%
　25～29歳 16 6.3% 43.8% 6.3% 31.3% 12.5%
　30～34歳 9 11.1% 22.2% 33.3% 0.0% 33.3%
　35～39歳 5 20.0% 20.0% 0.0% 60.0% 0.0%
　40～44歳 9 0.0% 55.6% 11.1% 33.3% 0.0%
　45～49歳 4 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0%
　20～24歳 16 18.8% 43.8% 0.0% 18.8% 18.8%
　25～29歳 14 7.1% 50.0% 7.1% 21.4% 14.3%
　30～34歳 12 8.3% 41.7% 0.0% 41.7% 8.3%
　35～39歳 15 13.3% 33.3% 0.0% 33.3% 20.0%
　40～44歳 4 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 25.0%
　45～49歳 11 9.1% 54.5% 0.0% 18.2% 18.2%

77 9.1% 40.3% 6.5% 32.5% 11.7%
12 0.0% 58.3% 0.0% 16.7% 25.0%
10 10.0% 60.0% 0.0% 20.0% 10.0%
5 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

12 25.0% 50.0% 0.0% 8.3% 16.7%

6 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 50.0%
4 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 25.0%

25 20.0% 48.0% 0.0% 24.0% 8.0%
32 6.3% 43.8% 6.3% 15.6% 28.1%
22 9.1% 45.5% 9.1% 36.4% 0.0%
22 9.1% 45.5% 4.5% 18.2% 22.7%
15 6.7% 33.3% 6.7% 40.0% 13.3%

　500万円以上700万円未満
　700万円以上1,000万円未満

　1,000万円以上

　300万円以上500万円未満

　専業主婦・主夫
　無職
　その他
世帯年収別
　300万円未満

　学生

就業形態別
　正社員・正規職員
　派遣・契約・期限付きの社員・職員

　パート・アルバイト・非常勤

　自営業・家族従業
　内職・在宅勤務

女
性

総数
男女別
　男性
　女性
年齢別
　20歳代
　30歳代
　40歳代
男女・年齢別

男
性
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第４章 ワークライフバランス 
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第４章 ワークライフバランス 

４－１ ワークライフバランスの状況 

ワークライフバランスの状況について、「あなたにとって仕事と生活のバランスはう

まく取れていると思いますか」の問いに対し、「そう思う」（20.4％）と「ややそう思

う」（39.3％）をあわせた『そう思う』は 59.7％であり、「あまりそう思わない」（30.6％）

と「まったくそう思わない」（8.3％）をあわせた『そう思わない』は 38.9％となって

いる。  

性別・子どもの有無別では、「そう思う」の割合が子どものいない女性で高くなって

いる。  

1 週間の労働時間別では、20 時間未満、20～40 時間未満を除いたすべてで「あまり

そう思わない」が最も高くなっている。  

⇒P79 に“４－２ 仕事への意欲”、P81 に“４－３ 子育てしやすい職場環境”との

クロス集計の分析を記述している。  

 

 

図４－１ ワークライフバランスの状況  

N=804 
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表４－１ ワークライフバランスの状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※専業主婦・主夫など、仕事についていない方は「家事とプライベート」について問う設問とした  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 そう思う ややそう思う あまりそう思わない
まったくそう思わな

い
無回答

総数 804 20.4% 39.3% 30.6% 8.3% 1.4%
男女別
　男性 319 18.2% 38.9% 32.9% 8.5% 1.6%
　女性 464 21.3% 40.1% 29.3% 8.4% 0.9%
年齢別
　20歳代 143 21.7% 41.3% 27.3% 9.1% 0.7%
　30歳代 288 14.9% 37.5% 35.8% 10.8% 1.0%
　40歳代 349 24.9% 40.7% 27.2% 6.0% 1.1%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 18.1% 39.6% 30.9% 9.4% 2.0%
　男性子ども有り 170 18.2% 38.2% 34.7% 7.6% 1.2%
　女性子ども無し 150 24.0% 36.0% 31.3% 8.0% 0.7%
　女性子ども有り 314 20.1% 42.0% 28.3% 8.6% 1.0%
就業形態別
　正社員・正規職員 444 17.1% 37.8% 35.1% 9.0% 0.9%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 43 30.2% 34.9% 27.9% 7.0% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 155 23.9% 44.5% 25.8% 5.2% 0.6%
　自営業・家族従業 35 31.4% 37.1% 22.9% 5.7% 2.9%
　内職・在宅勤務 3 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0%
　学生 31 25.8% 41.9% 19.4% 9.7% 3.2%
　専業主婦・主夫 54 20.4% 38.9% 29.6% 11.1% 0.0%
　無職 11 18.2% 18.2% 45.5% 9.1% 9.1%
　その他 12 16.7% 75.0% 0.0% 8.3% 0.0%
１週間の労働時間別
　20時間未満 204 22.1% 45.6% 24.0% 6.9% 1.5%
　20～40時間未満 128 21.9% 47.7% 25.8% 4.7% 0.0%
　40～50時間未満 173 24.3% 33.5% 35.8% 5.8% 0.6%
　50～60時間未満 111 13.5% 34.2% 39.6% 10.8% 1.8%
　60時間以上 52 9.6% 34.6% 36.5% 19.2% 0.0%
世帯年収別
　300万円未満 65 13.8% 36.9% 36.9% 12.3% 0.0%
　300万円以上500万円未満 153 22.2% 36.6% 32.7% 7.2% 1.3%
　500万円以上700万円未満 197 14.7% 46.2% 33.5% 5.1% 0.5%
　700万円以上1,000万円未満 187 22.5% 36.4% 28.3% 12.3% 0.5%
　1,000万円以上 142 21.8% 41.5% 28.2% 6.3% 2.1%
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４－２ 仕事への意欲 

仕事への意欲について、「あなたは今の仕事にやりがいを持って積極的に取り組んで

いますか」の問いに対し、「そう思う」（29.2％）と「ややそう思う」（38.6％）をあ

わせた『そう思う』は 67.8％であり、「あまりそう思わない」（23.3％）と「まったく

そう思わない」（6.3％）をあわせた『そう思わない』は 29.6％となっている。  

性別・子どもの有無別では、子どもがいる男性で「そう思う」が 34.7％と高くなって

いる。  

就業形態別では、自営業・家族従業で「そう思う」が 57.1％と高くなっている。  

世帯年収別では、世帯年収が高いほど「そう思う」の割合が高くなっている。  

“４－１ ワークライフバランスの状況”（P76）とクロス集計をしてみると、ワー

クライフバランスがうまくとれていると思う人は仕事への意欲もある人が 56.7％と多

くなっており、ワークライフバランスがあまりうまくとれてないと思う人は仕事への意

欲を「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」と答えた割合が高くなっている。  

⇒P81 に“４－３ 子育てしやすい職場環境”とのクロス集計の分析を記述している。  

 

 

図４－２ 仕事への意欲  

       N=804    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.2% 38.6% 23.3% 6.3% 2.6%

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

そう思う ややそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答
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表４－２－１ 仕事への意欲  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－２  ワークライフバランスの状況別  仕事への意欲  

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 そう思う ややそう思う あまりそう思わない
まったくそう思わな

い
無回答

総数 804 29.2% 38.6% 23.3% 6.3% 2.6%
男女別
　男性 319 27.6% 40.4% 25.1% 5.6% 1.3%
　女性 464 30.4% 37.3% 22.2% 6.9% 3.2%
年齢別
　20歳代 143 26.6% 42.0% 21.7% 7.7% 2.1%
　30歳代 288 24.7% 40.3% 24.7% 7.3% 3.1%
　40歳代 349 34.7% 36.7% 21.8% 5.2% 1.7%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 19.5% 38.9% 31.5% 8.1% 2.0%
　男性子ども有り 170 34.7% 41.8% 19.4% 3.5% 0.6%
　女性子ども無し 150 29.3% 33.3% 26.0% 9.3% 2.0%
　女性子ども有り 314 30.9% 39.2% 20.4% 5.7% 3.8%
就業形態別
　正社員・正規職員 444 27.9% 38.3% 26.1% 7.4% 0.2%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 43 30.2% 39.5% 20.9% 9.3% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 155 29.7% 42.6% 21.3% 5.2% 1.3%
　自営業・家族従業 35 57.1% 28.6% 11.4% 0.0% 2.9%
　内職・在宅勤務 3 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 31 32.3% 41.9% 12.9% 3.2% 9.7%
　専業主婦・主夫 54 22.2% 33.3% 25.9% 3.7% 14.8%
　無職 11 18.2% 18.2% 27.3% 18.2% 18.2%
　その他 12 41.7% 41.7% 8.3% 0.0% 8.3%
１週間の労働時間別
　20時間未満 204 29.9% 38.2% 26.0% 4.9% 1.0%
　20～40時間未満 128 32.8% 43.0% 17.2% 6.3% 0.8%
　40～50時間未満 173 26.6% 35.8% 27.7% 9.2% 0.6%
　50～60時間未満 111 28.8% 43.2% 22.5% 5.4% 0.0%
　60時間以上 52 36.5% 36.5% 19.2% 7.7% 0.0%
世帯年収別
　300万円未満 65 23.1% 38.5% 29.2% 6.2% 3.1%
　300万円以上500万円未満 153 24.8% 34.0% 31.4% 7.2% 2.6%
　500万円以上700万円未満 197 27.4% 43.1% 22.8% 3.6% 3.0%
　700万円以上1,000万円未満 187 29.4% 39.6% 22.5% 8.6% 0.0%
　1,000万円以上 142 38.0% 38.0% 14.8% 6.3% 2.8%

回答者数 そう思う ややそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答

164 56.7% 24.4% 12.2% 5.5% 1.2%

316 26.6% 51.6% 17.7% 2.8% 1.3%

246 19.1% 34.6% 37.8% 6.5% 2.0%

67 14.9% 31.3% 26.9% 23.9% 3.0%

11 9.1% 9.1% 0.0% 9.1% 72.7%

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

まったくそう思わない

無回答

ワークライフバランスが
とれているか

仕事にやりがいをもって積極的に取り組んでいるか
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４－３ 子育てしやすい職場環境 

子育てしやすい職場環境について、「あなたの職場は、子育てをする人（男女問わず）

にとって働きやすいと思いますか」の問いに対し、「そう思う」（19.2％）と「ややそ

う思う」（34.7％）をあわせた『そう思う』は 53.9％であり、「あまりそう思わない」

（23.3％）と「まったくそう思わない」（10.2％）をあわせた『そう思わない』は 33.5％

となっている。  

男女別では、「そう思う」（男性 14.7％、女性 22.6％）は女性の方が高くなっている。  

性別・子どもの有無別では、子どものいる女性の方で「そう思う」（26.1％）の割合

が高くなっている。  

“４－１ ワークライフバランスの状況”（P76）とクロス集計をしてみると、子育

てしやすい職場環境であると思っているほど、ワークライフバランスがうまくとれてい

る人が多くなっている。  

“４－２ 仕事への意欲”（P78）とクロス集計をしてみると、子育てしやすい職場

環境であると思っているほど、仕事にやりがいをもって積極的に取り組んでいる人が多

くなっている。  

 

 図４－３ 子育てしやすい職場環境  

N=804     
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表４－３－１ 子育てしやすい職場環境  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－３－２  子育てしやすい職場環境別  ワークライフバランスの状況（勤労者※のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

表４－３－３  子育てしやすい職場環境別  仕事への意欲（勤労者※のみ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※正社員・正規職員、派遣・契約・期限付きの社員・職員、パート・アルバイト・非常勤、自営業・家族従業  

 

  

回答者数 そう思う ややそう思う
あまりそう思

わない

まったくそう思

わない
わからない 無回答

総数 804 19.2% 34.7% 23.3% 10.2% 9.1% 3.6%
男女別
　男性 319 14.7% 35.4% 26.6% 13.8% 8.2% 1.3%
　女性 464 22.6% 34.7% 20.7% 7.8% 9.5% 4.7%
年齢別
　20歳代 143 14.7% 29.4% 28.0% 11.9% 11.2% 4.9%
　30歳代 288 17.7% 31.9% 26.0% 11.8% 8.7% 3.8%
　40歳代 349 23.2% 39.5% 18.3% 8.9% 8.0% 2.0%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 13.4% 31.5% 26.8% 14.1% 12.1% 2.0%
　男性子ども有り 170 15.9% 38.8% 26.5% 13.5% 4.7% 0.6%
　女性子ども無し 150 15.3% 35.3% 21.3% 11.3% 13.3% 3.3%
　女性子ども有り 314 26.1% 34.4% 20.4% 6.1% 7.6% 5.4%
就業形態別
　正社員・正規職員 444 16.2% 36.9% 30.4% 12.8% 3.2% 0.5%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 43 14.0% 39.5% 18.6% 11.6% 14.0% 2.3%
　パート・アルバイト・非常勤 155 35.5% 41.9% 12.3% 6.5% 3.2% 0.6%
　自営業・家族従業 35 31.4% 22.9% 14.3% 11.4% 17.1% 2.9%
　内職・在宅勤務 3 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 31 0.0% 25.8% 22.6% 6.5% 29.0% 16.1%
　専業主婦・主夫 54 9.3% 13.0% 11.1% 1.9% 37.0% 27.8%
　無職 11 0.0% 9.1% 0.0% 27.3% 54.5% 9.1%
　その他 12 16.7% 41.7% 16.7% 0.0% 25.0% 0.0%
１週間の労働時間別
　20時間未満 204 27.5% 39.2% 19.1% 8.8% 4.4% 1.0%
　20～40時間未満 128 32.8% 36.7% 17.2% 7.8% 4.7% 0.8%
　40～50時間未満 173 11.0% 40.5% 28.3% 13.3% 5.8% 1.2%
　50～60時間未満 111 15.3% 33.3% 35.1% 12.6% 3.6% 0.0%
　60時間以上 52 17.3% 32.7% 23.1% 19.2% 7.7% 0.0%
世帯年収別
　300万円未満 65 16.9% 27.7% 23.1% 18.5% 12.3% 1.5%
　300万円以上500万円未満 153 15.7% 41.2% 18.3% 11.1% 9.8% 3.9%
　500万円以上700万円未満 197 19.3% 33.5% 25.9% 11.7% 5.1% 4.6%
　700万円以上1,000万円未満 187 19.8% 38.5% 23.5% 9.1% 7.0% 2.1%
　1,000万円以上 142 23.9% 28.2% 23.9% 7.0% 14.1% 2.8%

回答者数 そう思う ややそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答

144 47.2% 37.5% 13.2% 2.1% 0.0%

254 15.0% 49.2% 29.9% 5.1% 0.8%

167 8.4% 32.9% 46.7% 12.0% 0.0%

78 15.8% 19.7% 44.7% 18.4% 1.3%

31 12.9% 51.6% 25.8% 9.7% 0.0%

5 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 60.0%

ワークライフバランスがとれているか

子育てしやすい環境

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

まったくそう思わない

わからない

無回答

回答者数 そう思う ややそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答

144 54.2% 32.6% 6.9% 6.3% 0.0%

254 27.2% 45.7% 23.6% 3.5% 0.0%

167 20.4% 41.3% 32.3% 6.0% 0.0%

76 21.1% 23.7% 38.2% 15.8% 1.3%

31 16.1% 41.9% 25.8% 16.1% 0.0%

5 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 60.0%

仕事にやりがいをもって積極的に取り組んでいるか

子育てしやすい環境

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

まったくそう思わない

わからない

無回答
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４－４ 働きやすくない原因 

働きやすくない職場の原因については、「日常的に労働時間が長い」が 54.3％と最も

多く、次いで「ひとりひとりの業務量が多い」が 39.8%、「有給休暇がとりづらい雰囲

気がある」が 34.2％となっている。  

男女別では、「日常的に労働時間が長い」（男性 69.0％、女性 38.6％）、「ひとりひ

とりの業務量が多い」（男性 45.7％、女性 33.3％）などで男性の方が高く、一方で、「始

業・就業時間が固定的である」（男性 31.8％、女性 33.3％）、「職場で継続就業してキ

ャリア形成している例が少ない」（男性 8.5％、女性 14.4％）、「子どもの病気などで

急用が入ったとき、職場で柔軟な対応ができない」（男性 28.7％、女性 34.1％）で女性

の方が高くなっている。  

年齢別では、年代が下がるほど、「始業・就業時間が固定的である」、「営業時間の

制約（顧客対応や長時間開店など）がある」、「育児支援制度の利用が、昇進や昇給に

不利である」、「職場で継続就業してキャリア形成している例が少ない」、「復職にあ

たっての異動・配置の本人希望が通りにくい」で割合が高くなっている。  

性別・子どもの有無別では、子どもがいない女性では、「営業時間の制約（顧客対応

や長時間開店など）がある」、「有給休暇がとりづらい雰囲気がある」、「職場で継続

就業してキャリア形成している例が少ない」が高くなっている。子どもがいる女性では、

「子育てを重視しながら働くことに、上司や同僚の理解・協力が得られない」が高くな

っている。  

 

 図４－４ 働きやすくない原因（いくつでも選択）  

N=269     

  

 

 

  



83 

 

表４－４ 働きやすくない原因（いくつでも選択）  
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に

、

上

司
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同

僚

の

理

解

・

協

力

が

得

ら

れ

な

い

育

児

に

関

す

る

休

暇

・

休

業

が

と

り

づ

ら

い

雰

囲

気

が

あ

る

通

勤

時

間

が

長

い

営

業

時

間

の

制

約

（
顧

客

対

応

や

長

時

間

開

店

な

ど

）
が

あ

る

育

児

支

援

制

度

の

利

用

が

、

昇

進

や

昇

給

に

不

利

で

あ

る

職

場

で

継

続

就

業

し

て

キ

ャ

リ

ア

形

成

し

て

い

る

例

が

少

な

い

転

勤

が

あ

る

復

職

に

あ

た

っ

て

の

異

動

・

配

置

の

本

人

希

望

が

通

り

に

く

い

そ

の

他

無

回

答

総数 269 54.3% 39.8% 34.2% 32.3% 31.2% 28.6% 28.6% 20.4% 13.4% 12.6% 11.2% 9.7% 7.8% 8.2% 2.6%
男女別
　男性 129 69.0% 45.7% 31.8% 31.8% 28.7% 31.0% 31.0% 20.9% 12.4% 10.1% 8.5% 14.0% 4.7% 4.7% 1.6%
　女性 132 38.6% 33.3% 37.9% 33.3% 34.1% 27.3% 25.8% 21.2% 14.4% 15.2% 14.4% 4.5% 10.6% 9.8% 3.0%
年齢別
　20歳代 57 54.4% 33.3% 31.6% 38.6% 33.3% 29.8% 31.6% 17.5% 17.5% 24.6% 15.8% 14.0% 10.5% 7.0% 0.0%
　30歳代 109 56.0% 40.4% 37.6% 37.6% 32.1% 28.4% 24.8% 22.9% 13.8% 13.8% 11.0% 9.2% 7.3% 11.0% 2.8%
　40歳代 95 52.6% 42.1% 33.7% 24.2% 28.4% 30.5% 29.5% 21.1% 10.5% 5.3% 9.5% 6.3% 6.3% 5.3% 3.2%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 61 63.9% 41.0% 32.8% 36.1% 24.6% 31.1% 24.6% 13.1% 11.5% 9.8% 6.6% 11.5% 4.9% 6.6% 1.6%
　男性子ども有り 68 73.5% 50.0% 30.9% 27.9% 32.4% 30.9% 36.8% 27.9% 13.2% 10.3% 10.3% 16.2% 4.4% 2.9% 1.5%
　女性子ども無し 49 42.9% 40.8% 46.9% 34.7% 44.9% 22.4% 30.6% 26.5% 22.4% 22.4% 24.5% 8.2% 16.3% 6.1% 0.0%
　女性子ども有り 83 36.1% 28.9% 32.5% 32.5% 27.7% 30.1% 22.9% 18.1% 9.6% 10.8% 8.4% 2.4% 7.2% 12.0% 4.8%
就業形態別
　正社員・正規職員 192 62.5% 46.4% 35.4% 34.9% 29.7% 29.7% 28.1% 25.5% 14.6% 15.1% 12.0% 10.9% 8.3% 6.3% 1.6%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 13 53.8% 30.8% 30.8% 23.1% 38.5% 23.1% 23.1% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 23.1% 0.0%
　パート・アルバイト・非常勤 29 17.2% 24.1% 37.9% 27.6% 41.4% 27.6% 34.5% 6.9% 10.3% 6.9% 10.3% 3.4% 0.0% 3.4% 6.9%
　自営業・家族従業 9 44.4% 22.2% 0.0% 0.0% 33.3% 22.2% 22.2% 11.1% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0%
　内職・在宅勤務 0
　学生 9 33.3% 22.2% 44.4% 33.3% 33.3% 44.4% 33.3% 11.1% 22.2% 0.0% 22.2% 22.2% 22.2% 11.1% 0.0%
　専業主婦・主夫 7 28.6% 0.0% 28.6% 14.3% 42.9% 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3%
　無職 3 33.3% 0.0% 66.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%
　その他 2 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
１週間の労働時間別
　20時間未満 57 50.9% 38.6% 28.1% 40.4% 24.6% 29.8% 22.8% 22.8% 8.8% 7.0% 10.5% 14.0% 5.3% 5.3% 1.8%
　20～40時間未満 32 37.5% 21.9% 40.6% 25.0% 31.3% 31.3% 21.9% 18.8% 12.5% 12.5% 9.4% 0.0% 0.0% 9.4% 6.3%
　40～50時間未満 72 43.1% 38.9% 29.2% 31.9% 31.9% 29.2% 36.1% 25.0% 13.9% 13.9% 12.5% 9.7% 11.1% 9.7% 1.4%
　50～60時間未満 51 80.4% 62.7% 41.2% 37.3% 37.3% 21.6% 29.4% 19.6% 15.7% 15.7% 9.8% 7.8% 11.8% 5.9% 2.0%
　60時間以上 24 87.5% 54.2% 45.8% 20.8% 41.7% 33.3% 29.2% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 4.2% 0.0%
世帯年収別
　300万円未満 27 40.7% 33.3% 51.9% 48.1% 37.0% 29.6% 29.6% 29.6% 25.9% 7.4% 18.5% 7.4% 22.2% 11.1% 0.0%
　300万円以上500万円未満 45 46.7% 28.9% 31.1% 24.4% 17.8% 26.7% 24.4% 11.1% 6.7% 13.3% 15.6% 8.9% 0.0% 4.4% 4.4%
　500万円以上700万円未満 74 48.6% 37.8% 39.2% 31.1% 36.5% 25.7% 31.1% 18.9% 12.2% 6.8% 6.8% 9.5% 6.8% 8.1% 1.4%
　700万円以上1,000万円未満 61 63.9% 47.5% 31.1% 34.4% 29.5% 37.7% 27.9% 26.2% 13.1% 21.3% 9.8% 11.5% 3.3% 4.9% 3.3%
　1,000万円以上 44 65.9% 45.5% 22.7% 31.8% 29.5% 25.0% 22.7% 20.5% 11.4% 9.1% 9.1% 9.1% 11.4% 13.6% 0.0%
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第５章 期待する少子化施策等 
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第５章 期待する少子化施策等 

５－１ 結婚を支援する施策 

結婚を支援する施策について、「賃金を上げて安定した家計を営めるよう支援するこ

と」が 66.3％と最も高く、次いで「安定した雇用環境を提供すること」が 47.6％、「結

婚や住宅に対する資金貸与や補助を行うこと」が 33.6％となっている。  

男女別では、「賃金を上げて安定した家計を営めるよう支援すること」（男性 67.4％、

女性 65.7％）、「結婚した方が活用できるような税制を行うこと」（男性 37.0％、女性

26.1％）、「結婚や住宅に対する資金貸与や補助を行うこと」（男性 38.9％、女性 30.6％）

で男性の方が高く、「安定した雇用環境を提供すること」（男性 42.9％、女性 51.5％）、

「企業のワークライフバランスを促進する政策を充実させること」（男性 21.9％、女性

30.6％）で女性の方が高くなっている。  

年齢別では、20 歳代で「賃金を上げて安定した家計を営めるよう支援すること」が

79.7％と多くなっている。また、年代が上がるほど、「安定した雇用環境を提供するこ

と」が、年代が下がるほど、「結婚や住宅に対する資金貸与や補助を行うこと」の割合

が高くなっている。  

性別・子どもの有無別では、「賃金を上げて安定した家計を営めるよう支援すること」、

「安定した雇用環境を提供すること」が男女子どもの有無に関係なく割合が高くなって

いる。また、女性で子どもがいない人で「企業のワークライフバランスを促進する政策

を充実させること」が、男性で子どもがいる人で「結婚した方が活用できるような税制

を行うこと」が多くなっている。  

結婚の有無別では、「結婚した方が活用できるような税制を行うこと」（既婚 34.6％、

未婚 20.9％）で 13.7 ポイント既婚の割合が高く、一方で「結婚や住宅に対する資金貸

与や補助を行うこと」（既婚 31.9％、未婚 37.6％）で 5.7 ポイント、「賃金を上げて安

定した家計を営めるよう支援すること」（既婚 64.9％、未婚 69.7％）で 4.8 ポイント、

未婚の割合が高くなっている。  

 

 

図５－１ 結婚を支援する施策（３つ以内選択）  

N=804   
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表５－１ 結婚を支援する施策（３つ以内選択）  
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な
い

わ
か
ら
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無
回
答

総数 804 66.3% 47.6% 33.6% 30.6% 27.1% 20.4% 8.6% 3.7% 3.0% 4.1% 1.5%
男女別
　男性 319 67.4% 42.9% 38.9% 37.0% 21.9% 22.3% 10.0% 4.7% 2.5% 4.1% 1.3%
　女性 464 65.7% 51.5% 30.6% 26.1% 30.6% 19.4% 7.8% 3.2% 3.2% 4.3% 0.9%
年齢別
　20歳代 143 79.7% 38.5% 51.0% 28.0% 30.8% 19.6% 7.0% 3.5% 0.7% 4.2% 0.7%
　30歳代 288 65.6% 43.1% 41.7% 31.3% 27.4% 19.4% 9.0% 3.8% 3.5% 3.5% 0.7%
　40歳代 349 62.2% 56.7% 20.6% 31.5% 25.8% 22.1% 9.5% 4.0% 3.4% 4.0% 1.4%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 69.8% 41.6% 41.6% 29.5% 20.8% 24.2% 7.4% 4.7% 4.0% 5.4% 0.7%
　男性子ども有り 170 65.3% 44.1% 36.5% 43.5% 22.9% 20.6% 12.4% 4.7% 1.2% 2.9% 1.8%
　女性子ども無し 150 67.3% 42.7% 38.7% 21.3% 34.7% 19.3% 5.3% 4.0% 4.0% 8.0% 0.7%
　女性子ども有り 314 65.0% 55.7% 26.8% 28.3% 28.7% 19.4% 8.9% 2.9% 2.9% 2.5% 1.0%
結婚の有無
　既婚 570 64.9% 47.9% 31.9% 34.6% 26.5% 19.8% 10.0% 3.5% 2.6% 3.2% 1.8%
　未婚 234 69.7% 47.0% 37.6% 20.9% 28.6% 21.8% 5.1% 4.3% 3.8% 6.4% 0.9%
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５－２ 結婚した又は結婚したい理由 

結婚した又は結婚したい理由については、「好きな人と一緒に暮らしたかった (暮らし

たい )から」が 57.2％と最も多く、次いで「自分の家族を持ちたかった (持ちたい )から」

が 47.6％、「子どもが欲しかった (欲しい )から」が 45.9％となっている。  

男女別では、「好きな人と一緒に暮らしたかった (暮らしたい )から」（男性 63.5％、

女性 52.7％）で男性の割合が、「結婚した方が経済的に余裕が持てるから」（男性 5.2％、

女性 12.2％）で女性の割合が高くなっている。  

既婚・未婚の別では、既婚では「好きな人と一緒に暮らしたかった (暮らしたい )から」

（59.4％）、「自分の家族を持ちたかった (持ちたい )から」（51.6％）、「子供が欲し

かった (欲しい )から」（49.7％）の順に、未婚では「好きな人と一緒に暮らしたかった (暮

らしたい )から」（49.7％）、「精神的な安らぎの場が得られるから」（40.6％）、「老

後に一人でいたくないから」（35.8％）の順に割合が高くなっている。  

 

図５－２ 結婚した又は結婚したい理由（３つ以内選択）  

N=710     
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表５－２ 結婚した又は結婚したい理由（３つ以内選択）  

 

回
答
者
数

好
き
な
人
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
か
っ

た
（

暮
ら
し
た
い
）

か
ら

自
分
の
家
族
を
持
ち
た
か
っ

た
（

持

ち
た
い
）

か
ら

子
ど
も
が
欲
し
か
っ

た
（

欲
し
い
）

か
ら

精
神
的
な
安
ら
ぎ
の
場
が
得
ら
れ
る

か
ら

親
を
安
心
さ
せ
た
り
、

周
囲
の
期
待

に
応
え
る
た
め

老
後
に
一
人
で
い
た
く
な
い
か
ら

自
分
の
年
齢
が
適
齢
期
だ
と
思
っ

た

か
ら
（

自
分
の
年
齢
が
適
齢
期
に

な
っ

た
ら
結
婚
し
た
い
）

結
婚
し
た
方
が
経
済
的
に
余
裕
が
持

て
る
か
ら

相
手
の
年
齢
が
適
齢
期
だ
と
思
っ

た

か
ら
（

相
手
の
年
齢
が
適
齢
期
に

な
っ

た
ら
結
婚
し
た
い
）

そ
の
他

総数 710 57.2% 47.6% 45.9% 31.1% 23.5% 17.9% 16.3% 9.4% 4.8% 3.7%
男女別
　男性 271 63.5% 48.0% 42.4% 31.0% 21.4% 17.3% 13.3% 5.2% 7.4% 4.4%
　女性 425 52.7% 47.1% 48.0% 31.5% 25.4% 18.1% 18.8% 12.2% 3.1% 3.1%
年齢別
　20歳代 121 59.5% 40.5% 35.5% 36.4% 32.2% 29.8% 7.4% 12.4% 1.7% 5.0%
　30歳代 257 56.8% 50.2% 53.7% 30.0% 23.3% 17.1% 18.7% 9.3% 3.9% 3.1%
　40歳代 315 57.1% 48.3% 43.8% 30.2% 21.0% 14.3% 18.7% 8.6% 6.7% 3.5%
男女・年齢別

　20～24歳 17 82.4% 11.8% 23.5% 35.3% 23.5% 35.3% 0.0% 11.8% 0.0% 5.9%
　25～29歳 35 57.1% 31.4% 31.4% 31.4% 34.3% 28.6% 14.3% 11.4% 2.9% 5.7%
　30～34歳 48 66.7% 50.0% 50.0% 31.3% 25.0% 10.4% 18.8% 4.2% 12.5% 2.1%
　35～39歳 51 56.9% 60.8% 51.0% 29.4% 13.7% 17.6% 9.8% 7.8% 3.9% 3.9%
　40～44歳 56 60.7% 57.1% 48.2% 30.4% 19.6% 14.3% 12.5% 0.0% 12.5% 5.4%
　45～49歳 62 69.4% 48.4% 37.1% 29.0% 17.7% 12.9% 16.1% 3.2% 6.5% 4.8%
　20～24歳 24 41.7% 58.3% 41.7% 29.2% 41.7% 25.0% 0.0% 4.2% 0.0% 8.3%
　25～29歳 43 62.8% 46.5% 39.5% 44.2% 27.9% 32.6% 9.3% 18.6% 2.3% 2.3%
　30～34歳 67 53.7% 41.8% 52.2% 25.4% 25.4% 20.9% 20.9% 11.9% 1.5% 3.0%
　35～39歳 91 53.8% 50.5% 58.2% 33.0% 26.4% 17.6% 22.0% 11.0% 1.1% 3.3%
　40～44歳 100 54.0% 51.0% 49.0% 27.0% 24.0% 13.0% 20.0% 13.0% 6.0% 2.0%
　45～49歳 95 50.5% 41.1% 40.0% 34.7% 21.1% 14.7% 23.2% 11.6% 4.2% 3.2%

性別・子どもの有無
　男性子ども無し 108 63.0% 35.2% 32.4% 37.0% 26.9% 27.8% 9.3% 6.5% 3.7% 3.7%
　男性子ども有り 163 63.8% 56.4% 49.1% 27.0% 17.8% 10.4% 16.0% 4.3% 9.8% 4.9%
　女性子ども無し 124 49.2% 36.3% 33.9% 44.4% 35.5% 31.5% 6.5% 17.7% 3.2% 2.4%
　女性子ども有り 301 54.2% 51.5% 53.8% 26.2% 21.3% 12.6% 23.9% 10.0% 3.0% 3.3%
結婚の有無
　既婚 545 59.4% 51.6% 49.7% 28.3% 20.6% 12.5% 20.2% 7.3% 5.5% 3.5%
　未婚 165 49.7% 34.5% 33.3% 40.6% 33.3% 35.8% 3.6% 16.4% 2.4% 4.2%
就業形態別
　正社員・正規職員 400 60.0% 47.8% 45.3% 32.3% 23.8% 21.5% 15.5% 7.8% 5.5% 4.0%

33 42.4% 42.4% 33.3% 33.3% 21.2% 21.2% 18.2% 27.3% 3.0% 3.0%
145 55.9% 43.4% 48.3% 30.3% 25.5% 9.0% 20.0% 9.7% 4.1% 3.4%

　自営業・家族従業 31 48.4% 45.2% 51.6% 22.6% 12.9% 16.1% 3.2% 6.5% 6.5% 9.7%
　内職・在宅勤務 3 100.0% 66.7% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 22 50.0% 45.5% 31.8% 36.4% 36.4% 22.7% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0%
　専業主婦・主夫 53 54.7% 64.2% 56.6% 26.4% 22.6% 11.3% 26.4% 7.5% 1.9% 0.0%
　無職 5 40.0% 20.0% 20.0% 40.0% 60.0% 40.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0%
　その他 8 50.0% 25.0% 12.5% 50.0% 12.5% 25.0% 37.5% 0.0% 0.0% 12.5%

男
性

女
性

　派遣・契約・期限付きの社員・職員

　パート・アルバイト・非常勤
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５－３ 安心して妊娠・出産ができる環境を整備する施策  

安心して妊娠・出産ができる環境を整備する施策については、｢出産育児一時金 (50 万

円 )を増額する｣が 45.1％（前回 34.7％）と最も割合が多く、次いで「不妊治療に対する

助成を拡充する」が 38.9％（前回 33.6%）、｢産前・産後期間における配偶者の休暇・

休業取得を推進する」が 38.6％（前回 43.6%）の順となっている。  

男女別では、｢出産育児一時金 (50 万円 )を増額する｣が男性で 54.5％、女性で 39.2％と

共に高く、男性で「産前・産後期間における配偶者の休暇・休業取得を推進する」(38.9%)

が、女性で「不妊治療に対する助成を拡充する」 (41.4%)が高くなっている。  

年齢別では、20 歳代、30 歳代で「出産育児一時金 (50 万円 )を増額する」、40 歳代で

「不妊治療に対する助成を拡充する」が多くなっている。  

性別・子どもの有無別では、「産後ケア事業などの母子保健サービスを充実する」、

「妊娠や出産に関する相談や情報提供などをワンストップで受けられる窓口（子育て世

代包括支援センター等）の充実」が男女ともに子どものいる人より子どものいない人で

割合が高くなっている。 

 

 

図５－３ 安心して妊娠・出産ができる環境を整備する施策（３つ以内選択）  

N=804      
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表５－３－１ 安心して妊娠・出産ができる環境を整備する施策（３つ以内選択）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５－３－２ 安心して妊娠・出産ができる環境を整備する施策（前回調査）  

 
回

答

者

数

産

前

・

産

後

期

間

に

お

け

る

配

偶

者

の

休

暇

・

休

業

取

得

を

促

進

す

る

出

産

育

児

一

時

金

(

４

２

万

円

)

を

増

額

す

る

妊

娠

中

の

健

康

診

断

を

無

料

化

す

る

不

妊

治

療

に

対

す

る

助

成

を

拡

充

す

る

産

前

６

週

間

(

多

胎

妊

娠

は

1

4

週

間

)

・

産

後

８

週

間

の

休

業

期

間

を

拡

大

す

る

産

後

ケ

ア

事

業

な

ど

の

母

子

保

健

サ

ー

ビ

ス

を

充

実

す

る

産

科

医

療

体

制

を

充

実

す

る

家

事

援

助

な

ど

を

行

う

ヘ

ル

パ

ー

の

訪

問

サ

ー

ビ

ス

を

充

実

す

る

妊

娠

や

出

産

に

関

す

る

相

談

や

情

報

提

供

な

ど

を

ワ

ン

ス

ト

ッ

プ

で

受

け

ら

れ

る

窓

口

（

子

育

て

世

代

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

等

）

の

充

実

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

総数 971 43.6% 34.7% 34.1% 33.6% 22.2% 19.5% 16.1% 13.2% 7.9% 1.4% 1.9% 5.1% 3.9%
男女別
　男性 385 39.2% 41.0% 29.4% 30.4% 22.6% 19.5% 16.1% 9.9% 7.8% 1.0% 2.1% 7.8% 3.1%
　女性 571 47.3% 31.0% 37.5% 36.3% 22.4% 19.6% 16.3% 15.6% 8.2% 1.8% 1.8% 3.3% 3.3%

回
答
者
数

出
産
育
児
一
時
金

(

５
０
万
円

)

を
増
額
す
る

不
妊
治
療
に
対
す
る
助
成
を
拡
充
す
る

産
前
・
産
後
期
間
に
お
け
る
配
偶
者
の
休
暇
・
休
業
取

得
を
促
進
す
る

妊
娠
中
の
健
康
診
断
を
無
料
化
す
る

産
前
６
週
間

(

多
胎
妊
娠
は
1
4
週
間

)

・
産
後
８
週

間
の
休
業
期
間
を
拡
大
す
る

産
後
ケ
ア
事
業
な
ど
の
母
子
保
健
サ
ー

ビ
ス
を
充
実
す

る 家
事
補
助
な
ど
を
行
う
ヘ
ル
パ
ー

の
訪
問
サ
ー

ビ
ス
を

充
実
す
る

産
科
医
療
体
制
を
充
実
す
る

妊
娠
や
出
産
に
関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
な
ど
を
ワ
ン

ス
ト
ッ

プ
で
受
け
ら
れ
る
窓
口
（

子
育
て
世
代
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー

等
）

の
充
実

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

総数 804 45.1% 38.9% 38.6% 34.2% 27.0% 22.4% 18.2% 12.9% 9.7% 7.3% 2.2% 2.9% 1.5%
男女別
　男性 319 54.5% 36.1% 38.9% 30.1% 28.5% 23.5% 12.9% 11.9% 9.1% 8.2% 4.4% 4.1% 0.6%
　女性 464 39.2% 41.4% 38.8% 37.3% 26.5% 22.0% 21.8% 13.8% 9.9% 6.5% 0.6% 2.2% 1.5%
年齢別
　20歳代 143 58.7% 26.6% 41.3% 42.7% 32.9% 22.4% 11.2% 10.5% 9.8% 7.7% 2.1% 4.2% 2.1%
　30歳代 288 47.9% 42.0% 40.6% 34.0% 31.9% 23.6% 19.1% 13.2% 8.0% 7.3% 1.0% 1.4% 0.7%
　40歳代 349 38.1% 43.0% 36.4% 31.8% 21.5% 22.6% 20.1% 13.8% 10.6% 7.4% 3.2% 3.2% 1.4%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 47.7% 29.5% 35.6% 30.9% 28.9% 27.5% 11.4% 12.8% 12.8% 10.1% 5.4% 5.4% 0.0%
　男性子ども有り 170 60.6% 41.8% 41.8% 29.4% 28.2% 20.0% 14.1% 11.2% 5.9% 6.5% 3.5% 2.9% 1.2%
　女性子ども無し 150 45.3% 40.0% 38.0% 36.0% 28.7% 23.3% 20.7% 11.3% 12.7% 4.0% 0.0% 5.3% 2.7%
　女性子ども有り 314 36.3% 42.0% 39.2% 37.9% 25.5% 21.3% 22.3% 15.0% 8.6% 7.6% 1.0% 0.6% 1.0%
就業形態別
　正社員・正規職員 444 50.5% 40.5% 40.8% 32.4% 30.4% 23.0% 17.1% 11.9% 7.4% 8.8% 2.9% 2.5% 0.5%
　 派遣・契約・期限付きの社員・職員 43 41.9% 20.9% 27.9% 32.6% 23.3% 25.6% 27.9% 16.3% 14.0% 9.3% 0.0% 7.0% 2.3%
　パート・アルバイト・非常勤 155 35.5% 40.6% 39.4% 34.8% 25.8% 21.9% 20.0% 12.9% 16.1% 3.9% 0.6% 1.3% 1.9%
　自営業・家族従業 35 45.7% 57.1% 34.3% 22.9% 17.1% 14.3% 17.1% 17.1% 0.0% 8.6% 5.7% 2.9% 2.9%
　内職・在宅勤務 3 66.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 31 48.4% 16.1% 32.3% 51.6% 32.3% 16.1% 9.7% 6.5% 12.9% 9.7% 0.0% 9.7% 6.5%
　専業主婦・主夫 54 42.6% 46.3% 40.7% 44.4% 18.5% 25.9% 18.5% 16.7% 1.9% 3.7% 0.0% 1.9% 0.0%
　無職 11 18.2% 27.3% 36.4% 27.3% 18.2% 27.3% 18.2% 9.1% 36.4% 9.1% 9.1% 9.1% 0.0%
　その他 12 25.0% 41.7% 25.0% 41.7% 16.7% 33.3% 16.7% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3%
１週間の労働時間別
　20時間未満 204 43.1% 39.2% 39.7% 33.3% 25.0% 22.5% 20.6% 13.2% 8.8% 7.4% 2.0% 2.5% 2.0%
　20～40時間未満 128 34.4% 43.0% 34.4% 42.2% 27.3% 20.3% 21.9% 10.9% 14.8% 4.7% 0.8% 2.3% 0.8%
　40～50時間未満 173 49.7% 39.9% 39.9% 27.2% 35.8% 20.8% 16.2% 11.6% 9.2% 9.8% 1.7% 3.5% 1.2%
　50～60時間未満 111 53.2% 41.4% 45.0% 32.4% 22.5% 29.7% 18.0% 16.2% 9.0% 7.2% 0.9% 0.0% 0.0%
　60時間以上 52 61.5% 34.6% 25.0% 30.8% 28.8% 15.4% 15.4% 11.5% 3.8% 7.7% 11.5% 5.8% 1.9%
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５－４ 育児を支援する施策 

育児を支援する施策として何が重要かについて、「児童手当や扶養控除など、子育て

に対する経済的支援を充実する」が 56.6％（前回 48.3%）と最も高く、次いで「教育費

への支援を充実する」が 35.0％（前回 29.6％）、「保育所の時間延長や一時預かりなど、

多様な保育サービスを充実する」が 34.0％（前回 28.5%）となっている。  

男女別では、「児童手当や扶養控除など、子育てに対する経済的支援を充実する」（男

性 60.5％、女性 54.7％）は男性の割合が多く、「育児休業をとりやすい職場環境を整備

する」（男性 17.2％、女性 23.9％）、「時間外勤務を短縮する等、男性の育児参加を促

進する」（男性 20.1％、女性 23.7％）は女性の割合が高くなっている。  

年齢別では、年代が下がるほど、「児童手当や扶養控除など、子育てに対する経済的

支援を充実する」、「保育料に対する支援を充実する」、「時間外勤務を短縮する等、

男性の育児参加を促進する」の割合が高くなっている。  

性別・子どもの有無別では、「児童手当や扶養控除など、子育てに対する経済的支援

を充実する」、「教育費への支援を充実する」では男女ともに子どものいない人より子

どものいる人で割合が高くなっている。一方で「時間外勤務を短縮する等、男性の育児

参加を促進する」は男女ともに子どものいない人で割合が高くなっている。  

就業形態別では、すべての就業形態で「児童手当や扶養控除など、子育てに対する経

済的支援を充実する」の割合が最も高くなっている。  

世帯年収別では、すべての年収別で「児童手当や扶養控除など、子育てに対する経済

的支援を充実する」が最も高くなっている。  

 

 図５－４ 育児を支援する施策（３つ以内選択）  

N=804   
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表５－４ 育児を支援する施策（３つ以内選択）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５－４－２ 育児を支援する政策（3 つ以内選択）（前回調査）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回
答
者
数

児
童
手
当
や
扶
養
控
除
な
ど
、

子
育
て
に
対
す
る
経
済
的

支
援
を
充
実
す
る

教
育
費
へ
の
支
援
を
充
実
す
る

保
育
所
の
時
間
延
長
や
一
時
預
か
り
な
ど
、

多
様
な
保
育

サ
ー

ビ
ス
を
充
実
す
る

時
間
外
勤
務
を
短
縮
す
る
等
、

男
性
の
育
児
参
加
を
促
進

す
る

育
児
休
業
を
と
り
や
す
い
職
場
環
境
を
整
備
す
る

保
育
料
に
対
す
る
支
援
を
充
実
す
る

企
業
の
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
促
進
す
る
政
策
を
充

実
す
る

育
児
休
業
中
の
所
得
保
障
を
充
実
す
る

子
ど
も
医
療
費
へ
の
支
援
を
充
実
す
る

出
産
・
育
児
に
よ
る
退
職
後
の
再
就
職
支
援
を
充
実
す
る

子
ど
も
を
連
れ
て
安
心
し
て
外
出
で
き
る
地
域
環
境
を
整

備
す
る

育
児
に
つ
い
て
相
談
す
る
場
、

親
同
士
交
流
で
き
る
場
を

提
供
す
る

妊
娠
や
出
産
に
関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
な
ど
を
ワ
ン
ス

ト
ッ

プ
で
受
け
ら
れ
る
窓
口
（

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

等
）

の
充
実

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

総数 804 56.6% 35.0% 34.0% 22.0% 21.0% 20.6% 20.3% 19.0% 13.9% 10.2% 7.0% 3.0% 3.0% 4.6% 0.9% 2.0% 1.4%
男女別
　男性 319 60.5% 34.5% 34.2% 20.1% 17.2% 22.6% 22.6% 19.7% 14.7% 6.0% 5.6% 2.8% 2.5% 5.6% 2.2% 2.5% 0.3%
　女性 464 54.7% 34.9% 33.4% 23.7% 23.9% 19.6% 19.4% 18.5% 13.6% 13.6% 7.8% 3.0% 3.4% 3.9% 0.0% 1.7% 1.5%
年齢別
　20歳代 143 65.0% 34.3% 27.3% 28.0% 21.7% 25.2% 20.3% 20.3% 12.6% 11.2% 5.6% 1.4% 3.5% 4.2% 1.4% 3.5% 0.7%
　30歳代 288 59.7% 29.5% 37.2% 24.0% 24.0% 24.0% 17.4% 25.0% 12.2% 11.8% 7.6% 2.4% 1.4% 4.9% 0.0% 0.3% 0.7%
　40歳代 349 51.3% 39.8% 34.4% 18.6% 18.9% 17.2% 23.2% 14.0% 16.0% 9.2% 6.6% 3.7% 4.0% 4.6% 1.4% 2.6% 1.7%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 53.0% 30.9% 30.9% 22.8% 16.8% 24.8% 20.8% 18.1% 17.4% 8.7% 5.4% 4.0% 2.7% 7.4% 2.7% 4.0% 0.0%
　男性子ども有り 170 67.1% 37.6% 37.1% 17.6% 17.6% 20.6% 24.1% 21.2% 12.4% 3.5% 5.9% 1.8% 2.4% 4.1% 1.8% 1.2% 0.6%
　女性子ども無し 150 49.3% 20.0% 37.3% 29.3% 28.0% 18.0% 18.0% 20.7% 11.3% 13.3% 10.0% 4.0% 4.7% 3.3% 0.0% 4.7% 1.3%
　女性子ども有り 314 57.3% 42.0% 31.5% 21.0% 22.0% 20.4% 20.1% 17.5% 14.6% 13.7% 6.7% 2.5% 2.9% 4.1% 0.0% 0.3% 1.6%
就業形態別
　正社員・正規職員 444 56.5% 33.6% 36.5% 23.9% 18.5% 21.4% 24.3% 23.9% 11.9% 7.9% 6.3% 3.4% 3.2% 6.3% 0.9% 1.6% 0.5%
　派遣・契約・期限付きの社員・職員 43 51.2% 32.6% 32.6% 18.6% 16.3% 27.9% 16.3% 16.3% 18.6% 16.3% 14.0% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% 2.3% 2.3%
　パート・アルバイト・非常勤 155 57.4% 39.4% 30.3% 21.9% 26.5% 17.4% 16.8% 7.7% 16.1% 14.2% 8.4% 2.6% 3.2% 3.2% 0.0% 2.6% 1.9%
　自営業・家族従業 35 54.3% 45.7% 31.4% 8.6% 20.0% 25.7% 14.3% 17.1% 25.7% 5.7% 5.7% 2.9% 2.9% 2.9% 5.7% 2.9% 0.0%
　内職・在宅勤務 3 66.7% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
　学生 31 64.5% 32.3% 32.3% 29.0% 22.6% 19.4% 19.4% 25.8% 16.1% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 3.2%
　専業主婦・主夫 54 59.3% 37.0% 25.9% 22.2% 22.2% 9.3% 9.3% 16.7% 13.0% 25.9% 11.1% 1.9% 3.7% 1.9% 0.0% 1.9% 1.9%
　無職 11 54.5% 18.2% 45.5% 9.1% 36.4% 36.4% 18.2% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0%
　その他 12 58.3% 25.0% 25.0% 8.3% 41.7% 41.7% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 8.3%
世帯年収別
　300万円未満 65 52.3% 33.8% 30.8% 24.6% 30.8% 18.5% 18.5% 12.3% 10.8% 18.5% 6.2% 3.1% 6.2% 1.5% 0.0% 1.5% 3.1%
　300万円以上500万円未満 153 56.9% 36.6% 26.8% 24.2% 21.6% 23.5% 14.4% 19.0% 13.7% 10.5% 7.8% 2.6% 2.0% 7.2% 1.3% 3.9% 0.7%
　500万円以上700万円未満 197 65.5% 34.0% 35.5% 19.3% 19.8% 20.3% 19.8% 20.3% 14.2% 11.7% 8.6% 2.5% 2.0% 2.5% 0.0% 1.5% 0.5%
　700万円以上1,000万円未満 187 60.4% 35.3% 38.0% 19.3% 16.6% 24.1% 22.5% 23.0% 13.4% 5.9% 6.4% 2.1% 2.1% 5.9% 1.1% 1.1% 1.1%
　1,000万円以上 142 45.8% 38.7% 33.8% 26.1% 21.1% 17.6% 26.8% 16.9% 13.4% 8.5% 3.5% 3.5% 4.2% 4.9% 2.1% 1.4% 2.1%

回

答

者

数

児

童

手

当

や

扶

養

控

除

な

ど

、

子

育

て

に

対

す

る

経

済

的

支

援

を

充

実

す

る

教

育

費

へ

の

支

援

を

充

実

す

る

保

育

所

の

時

間

延

長

や

保

育

マ

マ

な

ど

、

多

様

な

保

育

サ

ー

ビ

ス

を

充

実

す

る

育

児

休

業

を

と

り

や

す

い

職

場

環

境

を

整

備

す

る フ

レ

ッ

ク

ス

タ

イ

ム

の

導

入

な

ど

、

柔

軟

な

働

き

方

を

推

し

進

め

る

時

間

外

勤

務

を

短

縮

す

る

等

、

男

性

の

育

児

参

加

を

促

進

す

る

出

産

・

育

児

に

よ

る

退

職

後

の

再

就

職

支

援

を

充

実

す

る

育

児

休

業

中

の

所

得

保

障

を

充

実

す

る

子

ど

も

医

療

費

へ

の

支

援

を

充

実

す

る

子

ど

も

を

連

れ

て

安

心

し

て

外

出

で

き

る

地

域

環

境

を

整

備

す

る

育

児

に

つ

い

て

相

談

す

る

場

、

親

同

士

交

流

で

き

る

場

を

提

供

す

る

妊

娠

や

出

産

に

関

す

る

相

談

や

情

報

提

供

な

ど

を

ワ

ン

ス

ト

ッ

プ

で

受

け

ら

れ

る

窓

口

（

子

育

て

世

代

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

等

）

の

充

実

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

総数 971 48.3% 29.6% 28.5% 26.9% 23.0% 21.4% 17.7% 15.6% 15.2% 9.1% 5.9% 4.0% 3.2% 1.4% 2.4% 3.6%
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５－５ 地域における住民同士の助け合い 

地域社会における住民同士の助け合いとして、どのような活動があればいいと思うか

については、「子どもにスポーツや勉強を教えてくれる活動」が 43.8％と最も高く、次

いで「不意の外出の時などに子どもを預かる活動」が 37.7％、「子育てに関する悩みを

気軽に相談できるような活動」が 31.7％の順となっている。  

年齢別では、年代が下がるほど、「子育てに関する悩みを気軽に相談できるような活

動」、「子育てをする親同士で話しができる仲間づくりの活動」が、年代が上がるほど、

「子どもにスポーツや勉強を教えてくれる活動」の割合が高くなっている。  

性別・子どもの有無別では、子どものいる男女で「子どもにスポーツや勉強を教えて

くれる活動」（男性 50.6％、女性 48.4％）の割合が高く、子どもがいない男女で、「子

育てに関する悩みを気軽に相談できるような活動」（男性 37.6％、女性 43.3％）、「子

育てに関連した情報を簡単に入手しあえるような活動」（男性 23.5％、女性 26.0％）の

割合が高くなっている。  

 

 図５－５ 地域における住民同士の助け合い（３つ以内選択）  

N=804   

 

 

 

 

 

 

 

 

表５－５ 地域における住民同士の助け合い（３つ以内選択）  

 

  

回
答
者
数

子
ど
も
に
ス
ポ
ー

ツ
や
勉
強
を
教
え
て
く
れ
る

活
動

不
意
の
外
出
の
時
な
ど
に
子
ど
も
を
預
か
る
活

動 子
育
て
に
関
す
る
悩
み
を
気
軽
に
相
談
で
き
る

よ
う
な
活
動

子
育
て
家
庭
の
家
事
を
支
援
す
る
活
動

子
ど
も
と
遊
ん
で
く
れ
る
活
動

子
育
て
に
関
連
し
た
情
報
を
簡
単
に
入
手
し
あ

え
る
よ
う
な
活
動

子
育
て
を
す
る
親
同
士
で
話
が
で
き
る
仲
間
づ

く
り
の
活
動

子
育
て
経
験
者
が
家
庭
に
訪
問
し
て
、

傾
聴

（

話
を
聞
く
）

や
協
働
（

育
児
・
家
事
や
外
出

を
一
緒
に
す
る
）

を
し
て
く
れ
る
活
動

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

総数 804 43.8% 37.7% 31.7% 31.3% 24.0% 20.1% 19.3% 11.4% 2.6% 7.5% 4.5% 1.6%
男女別
　男性 319 46.1% 33.5% 35.4% 29.8% 20.4% 21.9% 20.4% 11.6% 3.4% 10.7% 4.4% 1.3%
　女性 464 42.7% 39.9% 29.1% 32.1% 26.5% 19.2% 19.2% 11.2% 2.2% 5.6% 4.3% 1.5%
年齢別
　20歳代 143 37.8% 36.4% 39.2% 33.6% 14.0% 28.0% 25.2% 19.6% 2.1% 6.3% 5.6% 1.4%
　30歳代 288 43.4% 39.9% 32.3% 31.6% 28.1% 19.1% 19.1% 9.7% 3.1% 8.7% 3.8% 1.0%
　40歳代 349 47.3% 35.8% 28.1% 30.9% 25.2% 18.1% 18.1% 9.7% 2.6% 7.2% 4.3% 1.7%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 40.9% 38.9% 37.6% 26.8% 15.4% 23.5% 22.1% 15.4% 4.0% 9.4% 4.7% 0.7%
　男性子ども有り 170 50.6% 28.8% 33.5% 32.4% 24.7% 20.6% 18.8% 8.2% 2.9% 11.8% 4.1% 1.8%
　女性子ども無し 150 30.7% 38.0% 43.3% 36.0% 16.7% 26.0% 21.3% 14.0% 0.0% 3.3% 6.7% 2.7%
　女性子ども有り 314 48.4% 40.8% 22.3% 30.3% 31.2% 15.9% 18.2% 9.9% 3.2% 6.7% 3.2% 1.0%
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５－６ はぐみん・はぐみんデーの認知度 

（１）はぐみんの認知度 

本県の『子育て・子育ち応援マスコットキャラクター（はぐみん）』の認知度は、「見

たことがあり、名前も知っている」が 51.7％（前回 48.8％）、「見たことはあるが、名

前は知らなかった」が 9.8％（前回 7.9％）、「見たことがなく、名前も知らなかった」

が 36.8％（前回 41.7％）と前回調査より認知度は上昇している。  

男女別では、「見たことがあり、名前も知っている」が男性 36.1％（前回 29.4％）、

女性 64.4％（前回 62.5％）と男女ともに上昇している。  

性別・子どもの有無別では、女性で子どもがいる人では「見たことがあり、名前も知

っている」が（79.0％）と認知度が高くなっているが、男女とも子どものいない人では

「見たことがなく、名前も知らなかった」の割合が多くなっている。  

 

 図５－６－１ はぐみんの認知度  
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表５－６－１ はぐみんの認知度  
 

   

年齢別
　20歳代 143 37.8% 14.7% 46.9% 0.7%
　30歳代 288 50.7% 10.8% 38.5% 0.0%
　40歳代 349 59.9% 7.7% 32.1% 0.3%

回答者数

見たことがあ

り、名前も知っ

ている

見たことはある

が、名前は知らな

かった

見たことがな

く、名前も知ら

なかった

無回答

総数 804 51.7% 9.8% 36.8% 1.6%
男女別
　男性 319 36.1% 7.8% 55.5% 0.6%
　女性 464 64.4% 11.0% 24.1% 0.4%

性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 18.8% 9.4% 71.1% 0.7%
　男性子ども有り 170 51.2% 6.5% 41.8% 0.6%
　女性子ども無し 150 34.0% 16.7% 48.0% 1.3%
　女性子ども有り 314 79.0% 8.3% 12.7% 0.0%
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図５－６－２ はぐみんの認知度（前回調査）  

N=971     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５－６－２ はぐみんの認知度（前回調査）  

  
回答者数

見たことがあ

り、名前も知っ

ている

見たことはある

が、名前は知ら

なかった

見たことがな

く、名前も知ら

なかった

無回答

総数 971 48.8% 7.9% 41.7% 1.5%

男女別

　男性 385 29.4% 7.5% 62.3% 0.8%

　女性 571 62.5% 8.2% 28.2% 1.1%

年齢別

　20歳代 184 39.7% 8.2% 51.1% 1.1%

　30歳代 334 50.6% 6.9% 41.6% 0.9%

　40歳代 431 52.2% 8.6% 38.3% 0.9%

性別・子どもの有無

　男性子ども無し 174 11.5% 5.2% 82.8% 0.6%

　男性子ども有り 207 44.9% 9.7% 44.4% 1.0%

　女性子ども無し 194 31.4% 7.2% 59.8% 1.5%

　女性子ども有り 372 79.3% 8.3% 11.8% 0.5%

48.8%

29.4%

62.5%

7.9%

7.5%

8.2%

41.7%

62.3%

28.2%

1.5%

0.8%

1.1%

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

総数

男性

女性

見たことがあり、名前も知っている 見たことはあるが、名前は知らなかった

見たことがなく、名前も知らなかった 無回答
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（２）はぐみんデーの認知度  

本県で定めた毎月 19 日の「子育て応援の日（はぐみんデー）」の認知度について、

「趣旨・内容についてよく知っている」が 3.9％（前回 3.3％）、「趣旨・内容について

少しは知っている」が 9.1％（前回 10.6％）であり、「子育て応援の日（はぐみんデー）」

の認知度はほぼ横ばいである。  

男女別では、男性が「趣旨・内容についてよく知っている」（4.7％）、「趣旨・内容

について少しは知っている」（6.6％）、女性が「趣旨・内容についてよく知っている（3.4％）、

「趣旨・内容について少しは知っている」（ 11.2％）であり、女性の方が認知度は高く

なっている。  

性別・子どもの有無別では、男女ともに子どものいる人の方が認知度は高くなってい

る。  

 

 図５－６－３ はぐみんデーの認知度  
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表５－６－３ はぐみんデーの認知度  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数
趣旨・内容につい
てよく知っている

趣旨・内容につい
て少しは知ってい
る

聞いたことがある
が趣旨・内容はよ
く知らなかった

全く知らなかった 無回答

総数 804 3.9% 9.1% 18.9% 66.5% 1.6%
男女別
　男性 319 4.7% 6.6% 9.1% 79.0% 0.6%
　女性 464 3.4% 11.2% 26.1% 59.1% 0.2%
年齢別
　20歳代 143 2.1% 3.5% 22.4% 71.3% 0.7%
　30歳代 288 4.5% 7.6% 16.3% 71.2% 0.3%
　40歳代 349 4.3% 12.9% 20.1% 62.5% 0.3%
性別・子どもの有無
　男性子ども無し 149 2.7% 4.0% 8.1% 84.6% 0.7%
　男性子ども有り 170 6.5% 8.8% 10.0% 74.1% 0.6%
　女性子ども無し 150 0.7% 4.0% 18.7% 76.0% 0.7%
　女性子ども有り 314 4.8% 14.6% 29.6% 51.0% 0.0%
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図５－６－４ はぐみんデーの認知度（前回調査）  

N=971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５－６－４ はぐみんデーの認知度（前回調査）  
 

回答者数

趣旨・内容につ

いてよく知って

いる

趣旨・内容につ

いて少しは知っ

ている

聞いたことがあ

るが趣旨・内容

はよく知らな

かった

全く知らなかっ

た
無回答

総数 971 3.3% 10.6% 20.9% 63.3% 1.9%

男女別

　男性 385 2.3% 6.5% 12.5% 77.4% 1.3%

　女性 571 4.0% 13.5% 27.0% 54.3% 1.2%

年齢別

　20歳代 184 3.3% 9.8% 15.8% 70.1% 1.1%

　30歳代 334 3.3% 9.9% 21.9% 63.8% 1.2%

　40歳代 431 3.5% 11.8% 22.7% 60.6% 1.4%

性別・子どもの有無

　男性子ども無し 174 0.6% 2.9% 7.5% 88.5% 0.6%

　男性子ども有り 207 3.9% 9.7% 16.9% 67.6% 1.9%

　女性子ども無し 194 0.5% 8.2% 11.3% 78.4% 1.5%

　女性子ども有り 372 5.9% 16.4% 34.9% 42.2% 0.5%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数

男性

女性

趣旨・内容についてよく知っている 趣旨・内容について少しは知っている

聞いたことがあるが趣旨・内容はよく知らなかった 全く知らなかった

無回答


