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Ⅰ 調査の概要 
 

１．調査の目的 
本調査は，国分寺市民の男女共同参画に対する意識等を把握し，第３次国分寺市男女平等推進行動

計画を策定するための基礎資料とするとともに，今後の施策に反映することを目的として実施しまし

た。 

 

 

２．調査の方法 
 

調査地域 国分寺市全域 

調査対象 市内在住の満 18 歳以上の男女各 1,500 人 

対象者抽出方法 住民基本台帳システムから５歳刻みの年齢群で層化した系統的無作為抽出 

調査方法 郵送による配布，郵送による回収及びインターネット回答 

調査期間 令和５年 12 月１日（金）～令和５年 12 月 20 日（水） 

 

 

３．調査の結果 
 

配布数 3,000 

回収数 1,000（うちインターネットによる回答 405） 

回収率 33.3％ 
 

年齢 10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 
70 歳代 
以上 

回収率 16.0％ 17.2％ 28.2％ 34.3％ 35.9％ 45.0％ 51.5％ 

 

４．調査結果を見る上での注意事項 
 

 本文，表，グラフなどに使われる「ｎ」は，各設問に対する回答者数です。 

 百分率（％）の計算は，小数第２位を四捨五入し，小数第１位まで表示しています。したがって，

単数回答（１つだけ選ぶ問）においても，四捨五入の影響で，％を足し合わせて 100％になら

ない場合があります。 

 複数回答（２つ以上選んでよい問）においては，％の合計が 100％を超える場合があります。 

 表では，割合（％）を小数第１位まで表示しています。 

 本文，表，グラフは，表示の都合上，調査票の選択肢等の文言を一部簡略化している場合があり

ます。 

 回答者数が 30未満の場合，比率が上下しやすいため，傾向を見るにとどめ，本文中では触れて

いない場合があります。  
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５．調査項目一覧 
 

●：比較，◆参考 

テーマ 
設問 
番号 

設問の内容 
経年 
比較 

全国 
比較 

基本属性 

F1 年齢   

F2 性別   

F3 居住地   

F4 就業形態   

F4-1 主な仕事内容   

F4-2 １週当たりの勤務時間   

F5 家族構成   

F5-1 世帯の働き方   

F6 子どもの有無   

男女平等に関する意識や 

実態について 

問１ 男女平等に関する用語の認知度 ●  

問２ 男女平等の実現度   

問３ 一般的にみた男女の平等感 ● ● 

問４ 家事の分担   

問５ 
男性の家事等への参加のために必要なこ
と 

● ◆ 

仕事について 

問６ 職場内の男女差別   

問７ 自身とパートナーの働き方の希望 ● ◆ 

問８ 女性の就労継続のために必要なこと ●  

問９ 育児休業等の取得状況   

問 10 育児休業等を取得するために必要なこと ●  

ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和） 

について 

問 11 
「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優
先度 

●  

問 12 
ワーク・ライフ・バランスを図る上で必
要なこと 

●  

問 13 社会活動・地域活動への参加の有無   

問 13-１ 
社会活動・地域活動に参加しなかった理
由 

  

配偶者やパートナー， 

恋人の間の暴力について 

問 14 暴力にあたる行為の考え方と経験等 ● ◆ 

問 14-１ 相談の有無   

問 14-２ 相談しなかった理由   

問 15 相談機関等の認知度   

問 16 
配偶者等からの暴力の防止や被害者の支
援のために必要な対策 

●  

妊娠・出産について 問 17 安全に妊娠・出産するために必要なこと ◆  

学校教育について 問 18 
男女平等の社会を実現するために学校教
育の場で必要なこと 
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テーマ 
設問 
番号 

設問の内容 
経年 
比較 

全国 
比較 

性のあり方について 

問 19 性のあり方で悩んだ経験の有無   

問 19-１ 相談の有無   

問 19-２ 相談しなかった理由   

問 20 
身の回りで性のあり方について悩んでい
る人の有無 

  

問 21 
セクシュアル・マイノリティの方が生活
しやすくなるために必要なこと 

●  

市の男女平等推進施策 

について 

問 22 条例や計画の認知度   

問 23 
｢男女平等推進センター｣の利用経験の有
無 

●  

問 23-１ 利用したことがない理由 ●  

問 24 
男女平等社会を実現するために市の施 
策として今後必要なこと 

●  

 

 

６．比較対象とした調査について 
 

【経年比較】「国分寺市民の男女平等推進に関する意識調査」（令和２年） 

対象 
住民基本台帳から層化二段無作為抽出した国分寺市在住の満 18 歳以上の男女

3,000 人（各 1,500 人） 

調査方法 郵送配布，郵送回収またはウェブ回答 

調査期間 令和２年８月 25 日から令和２年９月 11 日まで 

回収状況 1,006 票（回収率 33.5％）うちウェブ回答は 198 票） 

 

【全国比較】内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和 4 年 11 月調査） 

対象 全国 18 歳以上の日本国籍を有する者 5,000 人 

調査方法 郵送法 

調査期間 令和４年 11 月 24 日から令和５年１月１日まで 

回収状況 2,847 人（回収率 56.9％） 

 

【全国比較】内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和 5 年度調査） 

対象 全国 18 歳以上 59 歳以下（令和５年 11 月 30 日現在）の男女 5,000 人 

調査方法 郵送留置訪問回収法 

調査期間 令和５年 11 月 30 日から令和５年 12 月 24 日まで 

回収状況 2,950 人（回収率 59.0％） 
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７．回答者について 
回答者の基本項目については以下の通りです。 

 

Ｆ１ あなたの年齢をお答えください。（○ は１つ） 

全体では，「60歳代」が 23.6％，次いで「50歳代」が 18.8％，「40歳代」が 18.1％，「30歳

代」が 14.9％，「20歳代」が 9.1％，「70歳代」が 7.4％，「80歳以上」が 6.1％，「10歳代」が

1.7％となっています。 

 

 

 

Ｆ２ あなたの性別をお答えください。（○ は１つ） 

全体では，「女性」が 56.5％，「男性」が 42.6％，「その他」が 0.1％となっています。 

 

  

10歳代

1.7%

20歳代

9.1%

30歳代

14.9%

40歳代

18.1%

50歳代

18.8%

60歳代

23.6%

70歳代

7.4%

80歳以上

6.1%

無回答・不明

0.3%

全体

(n=1,000)

女性

56.5%男性

42.6%

その他

0.1%

無回答・不明

0.8%

全体

(n=1,000)
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Ｆ３ あなたの居住地をお答えください。（○は１つ） 

全体では，「東恋ヶ窪」が 11.6％，次いで「東元町」が 7.8％，「泉町」が 7.7％，「西町」が 7.5％，

「日吉町」が 6.9％，「本多」が 6.4％，「戸倉」が 6.2％，「本町」が 5.5％，「南町」が 5.3％，「西

元町」が 4.3％，「光町」が 4.2％，「西恋ヶ窪」が 4.2％，「内藤」が 4.1％，「富士本」が 4.0％，

「北町」が 3.6％，「東戸倉」が 3.4％，「新町」が 3.2％，「並木町」が 2.2％，「高木町」が 1.6％

となっています。 

 

  

10.8

8.0

7.8

7.1

7.1

6.2

6.5

6.7

6.4

3.9

4.2

3.5

3.9

3.9

3.2

3.7

3.5

1.8

1.6

0.2

12.9

7.7

7.5

8.2

6.8

6.3

5.4

4.0

4.0

4.9

4.2

4.9

4.5

4.0

4.2

3.1

2.8

2.8

1.6

東恋ヶ窪

東元町

泉町

西町

日吉町

本多

戸倉

本町

南町

西元町

光町

西恋ヶ窪

内藤

富士本

北町

東戸倉

新町

並木町

高木町

無回答・不明

0% 5% 10% 15%

女性(n=565) 男性(n=426)

11.6

7.8

7.7

7.5

6.9

6.4

6.2

5.5

5.3

4.3

4.2

4.2

4.1

4.0

3.6

3.4

3.2

2.2

1.6

0.3

東恋ヶ窪

東元町

泉町

西町

日吉町

本多

戸倉

本町

南町

西元町

光町

西恋ヶ窪

内藤

富士本

北町

東戸倉

新町

並木町

高木町

無回答・不明

0% 5% 10% 15%

全体(n=1,000)
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Ｆ４ あなたの就業形態をお答えください。（○ は１つ） 

全体では，「正規雇用」が 41.4％と最も高く，次いで「非正規雇用」が 17.9％，「働いていない」

が 16.7％，「専業主婦（夫）」が 12.8％，「自営業」が 7.1％，「学生」が 3.4％となっています。 

性別で見ると，女性では「正規雇用」が 32.7％と最も高く，次いで「非正規雇用」が 24.4％，男

性では「正規雇用」が 53.5％と最も高くなっています。 

 
 

【Ｆ４で「正規雇用」「非正規雇用」を選んだ方に伺います。】 

Ｆ４－１ あなたの主な仕事の内容をお答えください。（○ は１つ） 

全体では，「専門・技術職」が 28.8％と最も高く，次いで「事務職」（23.6％），「販売・サービス

業」（18.9％），「経営・管理職」（12.3％），「その他」（11.1％），「労務・技能職」（3.0％）となっ

ています。 

性別で見ると，女性では「事務職」が 29.7％，男性では「専門・技術職」が 30.0％と最も高くな

っています。 

  

正規雇用
非正規
雇用

自営業
専業主婦
（夫）

学生
働いて
いない

無回答・
不明

41.4

32.7

53.5

17.9

24.4

9.2

7.1

5.3

9.6

12.8

22.3

0.5

3.4

2.5

4.7

16.7

12.2

22.1

0.7

0.5

0.5

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)

経営・
管理職

専門
・技術職

事務職
労務・
技能職

販売・
サービス
職

その他
無回答・
不明

12.3

5.0

21.0

28.8

28.2

30.0

23.6

29.7

16.1

3.0

2.2

4.1

18.9

21.4

16.1

11.1

11.5

10.5

2.2

2.2

2.2

全体(n=593)

女性(n=323)

男性(n=267)
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【Ｆ４で「正規雇用」「非正規雇用」「自営業」を選んだ方に伺います。】 

Ｆ４－２ １週間に何時間働いていますか。週により異なる場合は，最も多いパターンをお

答えください。（○ は１つ） 

全体では，「40～49時間」が 37.8％と最も高く，次いで「30～39時間」が 17.3％，「50～59

時間」が 12.2％，「10～19時間」が 9.9％，「20～29時間」が 8.1％となっています。 

性別で見ると，女性では「40～49時間」が 34.3％と最も高く，次いで「30～39時間」が 21.8％，

男性では「40～49 時間」が 42.2％と最も高く，次いで「50～59 時間」が 18.5％となっていま

す。 

 

 

Ｆ５ あなたの同居する家族構成をお答えください。（○ は１つ） 

全体では，「配偶者・パートナーと同居」が 41.9％と最も高く，次いで「２世代世帯（親・子など）」

が 37.2％，「一人暮らし」が 14.7％，「３世代世帯（親・子・孫など）またはそれ以上」が 3.0％と

なっています。 

  

10時間
未満

10～19
時間

20～29
時間

30～39
時間

40～49
時間

50～59
時間

60時間
以上

無回答
・不明

4.4

5.4

2.9

9.9

15.0

3.9

8.1

11.0

4.9

17.3

21.8

12.0

37.8

34.3

42.2

12.2

6.8

18.5

6.3

2.5

10.7

3.9

3.1

4.9

全体(n=664)

女性(n=353)

男性(n=308)

一人暮らし
配偶者・
パートナー
と一緒

２世代世帯
（親・子など）

３世代世帯
(親・子・孫

など）または
それ以上

その他 無回答・不明

14.7

15.2

14.3

41.9

39.1

45.8

37.2

38.9

34.7

3.0

3.0

3.1

2.6

3.4

1.6

0.6

0.4

0.5

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)
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【Ｆ５で「配偶者・パートナーと同居」を選んだ方に伺います。】 

Ｆ５-１ あなたの世帯の働き方をお答えください。（○ は１つ） 

全体では，「ともに働いている」が 49.2％と最も高く，次いで「ともに働いていない」が 18.9％，

「配偶者・パートナーだけ働いている」が16.2％，「自分だけ働いている」が15.0％となっています。 

性別で見ると，女性では「ともに働いている」が 56.1％と最も高く，次いで「配偶者・パートナ

ーだけ働いている」が 23.5％，男性では「ともに働いている」が 42.1％と最も高く，次いで「自分

だけ働いている」が 28.2％となっています。 

 

 

Ｆ６ あなたには，養育中のお子様がいますか。いらっしゃる場合，お子様は以下のどの項

目に当てはまりますか。（当てはまるもの全てに○） 

全体では，「いない」が 56.8％となっています。 

  

ともに
働いている

配偶者・
パートナーだけ
働いている

自分だけ
働いている

共に働いて
いない

無回答・不明

49.2

56.1

42.1

16.2

23.5

7.7

15.0

3.2

28.2

18.9

15.8

22.1

0.7

1.4

全体(n=419)

女性(n=221)

男性(n=195)

57.0

13.8

11.5

6.0

5.8

7.3

7.6

2.1

57.0

11.3

10.8

6.1

7.3

6.8

8.5

2.6

いない

乳幼児

小学生

中学生

高校生

大学生・専門学校生

いずれにも該当しない

無回答・不明

0% 20% 40% 60% 80%

女性(n=565) 男性(n=426)

56.8

12.6

11.1

6.1

6.4

7.2

8.3

2.5

いない

乳幼児

小学生

中学生

高校生

大学生・専門学校生

いずれにも該当しない

無回答・不明

0% 20% 40% 60% 80%

全体(n=1,000)
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Ⅱ 調査結果の詳細 
 

１．男女平等に関する意識や実態について 
 

問１ あなたは，次にあげる言葉を知っていますか。内容を知らなくても言葉だけ知ってい

れば〇をつけてください。（当てはまるもの全てに○） 

全体では，「DV」が 95.9％と最も高く，次いで「ジェンダー」が 92.4％，「男女雇用機会均等法」

が 89.6％，「ストーカー行為規制法」が 86.0％，「DV防止法」が 82.6％，「SDGs」が 82.1％と

なっています。 

性別で見ると，女性より男性の割合が低いのが，22 項目中 13 項目で，特に差が大きいのが「セ

クシュアル・マイノリティ」と「デート DV」となっています。 

 

  

97.3

93.1

88.0

88.0

83.9

82.7

77.2

78.6

69.6

68.1

65.7

48.3

54.2

36.6

34.3

35.4

23.5

20.5

16.3

20.0

9.7

0.4

0.2

94.4

91.8

92.3

83.6

81.0

82.2

74.4

67.4

74.9

69.5

71.4

52.3

39.0

40.8

42.5

32.9

15.5

18.8

19.5

13.4

6.8

1.2

0.2

ＤＶ

ジェンダー

男女雇用機会均等法

ストーカー行為規制法

ＤＶ防止法

ＳＤＧｓ

ＬＧＢＴＱ

セクシュアル・マイノリティ

ダイバーシティ

ワーク・ライフ・バランス

男女共同参画社会

女性活躍推進法

デートＤＶ

ジェンダー・ギャップ指数

ＬＧＢＴ理解増進法

男女差別撤廃条例

包括的性教育

ポジティブ・アクション

アンコンシャス・バイアス

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

ＳＯＧＩ

知っているものはない

無回答・不明

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

女性(n=565) 男性(n=426)

95.9

92.4

89.6

86.0

82.6

82.1

75.7

73.6

71.7

68.5

67.8

50.0

47.5

38.4

37.6

34.1

20.1

19.8

17.7

17.1

8.5

0.7

0.3

ＤＶ

ジェンダー

男女雇用機会均等法

ストーカー行為規制法

ＤＶ防止法

ＳＤＧｓ

ＬＧＢＴＱ

セクシュアル・マイノリティ

ダイバーシティ

ワーク・ライフ・バランス

男女共同参画社会

女性活躍推進法

デートＤＶ

ジェンダー・ギャップ指数

ＬＧＢＴ理解増進法

男女差別撤廃条例

包括的性教育

ポジティブ・アクション

アンコンシャス・バイアス

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

ＳＯＧＩ

知っているものはない

無回答・不明

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

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

 

  

問１　男女平等に関する用語の認知度

合計 男女共同参
画社会

ジェンダー・
ギャップ指数

男女雇用機
会均等法

女性活躍推
進法

男女差別撤
廃条例

ポジティブ・
アクション

ジェンダー ワーク・ライ
フ・バランス

セクシュアル・
リプロダク
ティブ・ヘル
ス/ライツ

ＤＶ ＤＶ防止法 デートＤＶ

全体 1,000 678 384 896 500 341 198 924 685 171 959 826 475
100.0% 67.8% 38.4% 89.6% 50.0% 34.1% 19.8% 92.4% 68.5% 17.1% 95.9% 82.6% 47.5%

女性 計 565 371 207 497 273 200 116 526 385 113 550 474 306
100.0% 65.7% 36.6% 88.0% 48.3% 35.4% 20.5% 93.1% 68.1% 20.0% 97.3% 83.9% 54.2%

10歳代 8 5 5 7 2 3 1 8 4 1 8 6 6
100.0% 62.5% 62.5% 87.5% 25.0% 37.5% 12.5% 100.0% 50.0% 12.5% 100.0% 75.0% 75.0%

20歳代 54 44 27 46 31 19 13 54 44 12 52 34 32
100.0% 81.5% 50.0% 85.2% 57.4% 35.2% 24.1% 100.0% 81.5% 22.2% 96.3% 63.0% 59.3%

30歳代 93 63 32 74 45 31 14 87 68 19 92 80 54
100.0% 67.7% 34.4% 79.6% 48.4% 33.3% 15.1% 93.5% 73.1% 20.4% 98.9% 86.0% 58.1%

40歳代 101 66 39 91 58 40 24 94 86 31 101 89 60
100.0% 65.3% 38.6% 90.1% 57.4% 39.6% 23.8% 93.1% 85.1% 30.7% 100.0% 88.1% 59.4%

50歳代 112 74 47 104 48 38 20 110 90 26 112 96 67
100.0% 66.1% 42.0% 92.9% 42.9% 33.9% 17.9% 98.2% 80.4% 23.2% 100.0% 85.7% 59.8%

60歳代 128 75 41 116 55 40 29 121 70 19 123 113 65
100.0% 58.6% 32.0% 90.6% 43.0% 31.3% 22.7% 94.5% 54.7% 14.8% 96.1% 88.3% 50.8%

70歳代 39 26 13 34 16 15 6 36 11 3 39 33 14
100.0% 66.7% 33.3% 87.2% 41.0% 38.5% 15.4% 92.3% 28.2% 7.7% 100.0% 84.6% 35.9%

80歳以上 30 18 3 25 18 14 9 16 12 2 23 23 8
100.0% 60.0% 10.0% 83.3% 60.0% 46.7% 30.0% 53.3% 40.0% 6.7% 76.7% 76.7% 26.7%

男性 計 426 304 174 393 223 140 80 391 296 57 402 345 166
100.0% 71.4% 40.8% 92.3% 52.3% 32.9% 18.8% 91.8% 69.5% 13.4% 94.4% 81.0% 39.0%

10歳代 8 5 3 5 1 2 0 6 7 2 6 3 3
100.0% 62.5% 37.5% 62.5% 12.5% 25.0% 0.0% 75.0% 87.5% 25.0% 75.0% 37.5% 37.5%

20歳代 37 29 19 32 20 13 6 34 30 1 36 22 14
100.0% 78.4% 51.4% 86.5% 54.1% 35.1% 16.2% 91.9% 81.1% 2.7% 97.3% 59.5% 37.8%

30歳代 56 44 28 53 36 23 10 54 46 11 54 47 31
100.0% 78.6% 50.0% 94.6% 64.3% 41.1% 17.9% 96.4% 82.1% 19.6% 96.4% 83.9% 55.4%

40歳代 80 56 38 74 45 24 18 76 70 18 80 67 38
100.0% 70.0% 47.5% 92.5% 56.3% 30.0% 22.5% 95.0% 87.5% 22.5% 100.0% 83.8% 47.5%

50歳代 74 44 31 68 32 12 15 69 54 11 70 64 30
100.0% 59.5% 41.9% 91.9% 43.2% 16.2% 20.3% 93.2% 73.0% 14.9% 94.6% 86.5% 40.5%

60歳代 106 77 41 100 56 36 20 100 69 10 101 94 31
100.0% 72.6% 38.7% 94.3% 52.8% 34.0% 18.9% 94.3% 65.1% 9.4% 95.3% 88.7% 29.2%

70歳代 35 32 11 34 24 17 7 32 14 3 33 33 13
100.0% 91.4% 31.4% 97.1% 68.6% 48.6% 20.0% 91.4% 40.0% 8.6% 94.3% 94.3% 37.1%

80歳以上 29 16 3 26 9 13 4 19 6 1 21 15 6
100.0% 55.2% 10.3% 89.7% 31.0% 44.8% 13.8% 65.5% 20.7% 3.4% 72.4% 51.7% 20.7%

問１　男女平等に関する用語の認知度

合計 ストーカー行
為規制法

セクシュアル・
マイノリティ

ＬＧＢＴＱ ＳＯＧＩ ＬＧＢＴ理解
増進法

包括的性教
育

ＳＤＧｓ ダイバーシ
ティ

アンコンシャ
ス・バイアス

知っているも
のはない

無回答・不明

全体 1,000 860 736 757 85 376 201 821 717 177 7 3
100.0% 86.0% 73.6% 75.7% 8.5% 37.6% 20.1% 82.1% 71.7% 17.7% 0.7% 0.3%

女性 計 565 497 444 436 55 194 133 467 393 92 2 1
100.0% 88.0% 78.6% 77.2% 9.7% 34.3% 23.5% 82.7% 69.6% 16.3% 0.4% 0.2%

10歳代 8 4 6 7 1 4 1 7 6 0 0 0
100.0% 50.0% 75.0% 87.5% 12.5% 50.0% 12.5% 87.5% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳代 54 42 46 51 6 24 14 52 35 7 0 0
100.0% 77.8% 85.2% 94.4% 11.1% 44.4% 25.9% 96.3% 64.8% 13.0% 0.0% 0.0%

30歳代 93 72 76 83 11 32 27 81 70 21 1 0
100.0% 77.4% 81.7% 89.2% 11.8% 34.4% 29.0% 87.1% 75.3% 22.6% 1.1% 0.0%

40歳代 101 96 86 91 7 39 24 93 79 30 0 0
100.0% 95.0% 85.1% 90.1% 6.9% 38.6% 23.8% 92.1% 78.2% 29.7% 0.0% 0.0%

50歳代 112 105 98 92 15 43 27 105 94 18 0 0
100.0% 93.8% 87.5% 82.1% 13.4% 38.4% 24.1% 93.8% 83.9% 16.1% 0.0% 0.0%

60歳代 128 118 94 84 11 37 24 94 82 12 0 0
100.0% 92.2% 73.4% 65.6% 8.6% 28.9% 18.8% 73.4% 64.1% 9.4% 0.0% 0.0%

70歳代 39 34 26 21 2 10 5 27 18 2 0 0
100.0% 87.2% 66.7% 53.8% 5.1% 25.6% 12.8% 69.2% 46.2% 5.1% 0.0% 0.0%

80歳以上 30 26 12 7 2 5 11 8 9 2 1 1
100.0% 86.7% 40.0% 23.3% 6.7% 16.7% 36.7% 26.7% 30.0% 6.7% 3.3% 3.3%

男性 計 426 356 287 317 29 181 66 350 319 83 5 1
100.0% 83.6% 67.4% 74.4% 6.8% 42.5% 15.5% 82.2% 74.9% 19.5% 1.2% 0.2%

10歳代 8 5 4 6 0 1 0 7 5 1 1 0
100.0% 62.5% 50.0% 75.0% 0.0% 12.5% 0.0% 87.5% 62.5% 12.5% 12.5% 0.0%

20歳代 37 23 26 34 2 13 6 33 29 5 1 0
100.0% 62.2% 70.3% 91.9% 5.4% 35.1% 16.2% 89.2% 78.4% 13.5% 2.7% 0.0%

30歳代 56 46 45 52 9 35 12 53 51 20 0 0
100.0% 82.1% 80.4% 92.9% 16.1% 62.5% 21.4% 94.6% 91.1% 35.7% 0.0% 0.0%

40歳代 80 70 59 74 10 42 16 70 64 27 0 0
100.0% 87.5% 73.8% 92.5% 12.5% 52.5% 20.0% 87.5% 80.0% 33.8% 0.0% 0.0%

50歳代 74 62 47 51 3 30 8 68 62 13 0 1
100.0% 83.8% 63.5% 68.9% 4.1% 40.5% 10.8% 91.9% 83.8% 17.6% 0.0% 1.4%

60歳代 106 91 73 67 3 39 17 83 81 14 2 0
100.0% 85.8% 68.9% 63.2% 2.8% 36.8% 16.0% 78.3% 76.4% 13.2% 1.9% 0.0%

70歳代 35 35 21 24 2 15 5 25 18 2 0 0
100.0% 100.0% 60.0% 68.6% 5.7% 42.9% 14.3% 71.4% 51.4% 5.7% 0.0% 0.0%

80歳以上 29 24 12 9 0 6 2 11 9 1 1 0
100.0% 82.8% 41.4% 31.0% 0.0% 20.7% 6.9% 37.9% 31.0% 3.4% 3.4% 0.0%
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，全体，性別ともに「SDGｓ」「ＬＧＢＴＱ」の認知度が高くな

っています。 

また，比較ができる 17項目中，全体では 14項目，女性では 16項目，男性では 12項目の認知

度が高くなっています。 

  

94.4

91.8

92.3

83.6

81.0

82.2

74.4

67.4

74.9

69.5

71.4

52.3

39.0

40.8

42.5

32.9

15.5

18.8

19.5

13.4

6.8

1.2

0.2

95.1

80.3

95.3

87.6

80.5

32.4

51.2

76.5

70.7

61.4

71.8

44.1

29.1

26.8

14.8

5.6

3.1

0.2

0.2

ＤＶ

ジェンダー

男女雇用機会均等法

ストーカー行為規制法

ＤＶ防止法

ＳＤＧｓ

ＬＧＢＴＱ

セクシュアル・マイノリティ

ダイバーシティ

ワーク・ライフ・バランス

男女共同参画社会

女性活躍推進法

デートＤＶ

ジェンダー・ギャップ指数

ＬＧＢＴ理解増進法

男女差別撤廃条例

包括的性教育

ポジティブ・アクション

アンコンシャス・バイアス

セクシュアル・リプロダク

ティブ・ヘルス/ライツ

ＳＯＧＩ

知っているものはない

無回答・不明

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

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

男 性

97.3

93.1

88.0

88.0

83.9

82.7

77.2

78.6

69.6

68.1

65.7

48.3

54.2

36.6

34.3

35.4

23.5

20.5

16.3

20.0

9.7

0.4

0.2

95.2

81.8

92.5

87.1

78.0

20.0

51.5

75.7

60.1

54.0

60.1

39.7

41.2

33.1

16.4

8.5

4.4

0.4

0.4

ＤＶ

ジェンダー

男女雇用機会均等法

ストーカー行為規制法

ＤＶ防止法

ＳＤＧｓ

ＬＧＢＴＱ

セクシュアル・マイノリティ

ダイバーシティ

ワーク・ライフ・バランス

男女共同参画社会

女性活躍推進法

デートＤＶ

ジェンダー・ギャップ指数

ＬＧＢＴ理解増進法

男女差別撤廃条例

包括的性教育

ポジティブ・アクション

アンコンシャス・バイアス

セクシュアル・リプロダク

ティブ・ヘルス/ライツ

ＳＯＧＩ

知っているものはない

無回答・不明

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

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

女 性

95.9

92.4

89.6

86.0

82.6

82.1

75.7

73.6

71.7

68.5

67.8

50.0

47.5

38.4

37.6

34.1

20.1

19.8

17.7

17.1

8.5

0.7

0.3

94.9

81.2

93.5

82.7

79.2

25.7

51.5

75.9

64.8

57.4

65.2

41.7

35.7

37.8

15.5

7.3

4.0

0.3

0.4

ＤＶ

ジェンダー

男女雇用機会均等法

ストーカー行為規制法

ＤＶ防止法

ＳＤＧｓ

ＬＧＢＴＱ

セクシュアル・マイノリティ

ダイバーシティ

ワーク・ライフ・バランス

男女共同参画社会

女性活躍推進法

デートＤＶ

ジェンダー・ギャップ指数

ＬＧＢＴ理解増進法

男女差別撤廃条例

包括的性教育

ポジティブ・アクション

アンコンシャス・バイアス

セクシュアル・リプロダク

ティブ・ヘルス/ライツ

ＳＯＧＩ

知っているものはない

無回答・不明

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

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体
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問２ あなたは，日々の暮らしの中で，男女平等はどの程度実現していると感じますか。 

（○は１つ） 

全体では，「少しは実現している」が 51.2％と最も高く，次いで「かなり実現している」が 22.7％，

「ほとんど実現していない」が 13.1％，「十分実現している」が 4.9％となっています。 

性別で見ると，女性では「少しは実現している」が 56.6％と最も高く，次いで「かなり実現して

いる」が 18.4％，男性では「少しは実現している」が 44.4％と最も高く，次いで「かなり実現して

いる」が 28.9％となっています。 

 

【性・年代別】 

  

十
分

実
現
し
て
い
る

か
な
り

実
現
し
て
い
る

少
し
は

実
現
し
て
い
る

ほ
と
ん
ど

実
現
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
・
不
明

4.9

1.4

9.4

22.7

18.4

28.9

51.2

56.6

44.4

13.1

15.2

9.9

7.7

8.1

7.0

0.4

0.2

0.5

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)

合計 十分実現して
いる

かなり実現し
ている

少しは実現し
ている

ほとんど実現
していない

わからない 無回答・不明

全体 1,000 49 227 512 131 77 4
100.0% 4.9% 22.7% 51.2% 13.1% 7.7% 0.4%

女性 計 565 8 104 320 86 46 1
100.0% 1.4% 18.4% 56.6% 15.2% 8.1% 0.2%

10歳代 8 1 2 2 2 1 0
100.0% 12.5% 25.0% 25.0% 25.0% 12.5% 0.0%

20歳代 54 1 5 34 9 5 0
100.0% 1.9% 9.3% 63.0% 16.7% 9.3% 0.0%

30歳代 93 0 14 59 13 7 0
100.0% 0.0% 15.1% 63.4% 14.0% 7.5% 0.0%

40歳代 101 3 19 52 20 6 1
100.0% 3.0% 18.8% 51.5% 19.8% 5.9% 1.0%

50歳代 112 1 22 63 20 6 0
100.0% 0.9% 19.6% 56.3% 17.9% 5.4% 0.0%

60歳代 128 2 25 74 14 13 0
100.0% 1.6% 19.5% 57.8% 10.9% 10.2% 0.0%

70歳代 39 0 6 23 8 2 0
100.0% 0.0% 15.4% 59.0% 20.5% 5.1% 0.0%

80歳以上 30 0 11 13 0 6 0
100.0% 0.0% 36.7% 43.3% 0.0% 20.0% 0.0%

男性 計 426 40 123 189 42 30 2
100.0% 9.4% 28.9% 44.4% 9.9% 7.0% 0.5%

10歳代 8 0 2 3 1 1 1
100.0% 0.0% 25.0% 37.5% 12.5% 12.5% 12.5%

20歳代 37 1 6 19 9 2 0
100.0% 2.7% 16.2% 51.4% 24.3% 5.4% 0.0%

30歳代 56 7 12 26 8 3 0
100.0% 12.5% 21.4% 46.4% 14.3% 5.4% 0.0%

40歳代 80 10 21 35 9 5 0
100.0% 12.5% 26.3% 43.8% 11.3% 6.3% 0.0%

50歳代 74 4 23 35 6 5 1
100.0% 5.4% 31.1% 47.3% 8.1% 6.8% 1.4%

60歳代 106 11 31 48 7 9 0
100.0% 10.4% 29.2% 45.3% 6.6% 8.5% 0.0%

70歳代 35 5 14 11 1 4 0
100.0% 14.3% 40.0% 31.4% 2.9% 11.4% 0.0%

80歳以上 29 2 14 11 1 1 0
100.0% 6.9% 48.3% 37.9% 3.4% 3.4% 0.0%

問2 男女平等の実現度
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問３ あなたは，次の①から⑦の分野で，男女平等になっていると感じますか。（①から⑦の

それぞれ１つに〇） 

全体では，男性優遇（「男性の方が優遇されている」「どちらかといえば男性の方が優遇されている」

の計）の割合が高い項目は，「⑤政治の場で」が 85.2％，「⑦社会通念・習慣・しきたりなどで」が

81.5％，「⑥法律や制度の上で」が 53.5％，「①家庭生活で」が 52.7％，「②職場で」が 50.0％と

なっています。「平等になっている」の割合が最も高い項目は，「③学校教育の場で」で 41.3％とな

っています。 

 

     【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性の方が
優遇されて
いる

どちらかと
いえば男性
の方が
優遇されて
いる

平等に
なっている

どちらかと
いえば女性
の方が
優遇されて
いる

女性の方が
優遇されて
いる

わからない
無回答・
不明

14.0

16.8

3.6

9.3

56.4

21.1

38.9

38.7

33.2

15.2

26.2

28.8

32.4

42.6

31.8

27.4

41.3

19.9

4.7

23.3

7.5

3.7

4.9

1.7

3.5

0.5

4.7

2.0

2.4

2.2

1.1

1.2

0.7

1.8

0.9

8.2

13.2

33.8

37.2

6.9

14.1

6.5

1.2

2.3

3.3

2.7

2.0

2.6

1.6

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場で

④地域社会（自治

会，PTAなど）で

⑤政治の場で

⑥法律や制度の上で

⑦社会通念・習慣・

しきたりなどで
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【性別】 

 

 

 

  

男性の方が
優遇されて
いる

どちらかと
いえば男性
の方が
優遇されて
いる

平等に
なっている

どちらかと
いえば女性
の方が
優遇されて
いる

女性の方が
優遇されて
いる

わからない
無回答・
不明

19.1

7.0

20.4

11.7

4.1

3.1

12.0

5.4

61.2

50.0

28.8

11.0

46.5

29.1

41.9

34.5

31.0

36.4

17.3

12.0

29.6

22.1

25.5

33.3

33.3

31.2

40.0

45.8

25.0

40.8

23.9

32.4

38.2

46.0

17.3

23.2

2.8

7.3

15.2

34.0

4.1

12.2

2.1

5.9

3.9

6.1

1.2

2.3

1.9

5.6

0.2

0.9

4.1

5.6

0.9

3.3

1.1

4.2

1.1

3.5

0.7

1.4

0.7

1.9

0.2

1.4

0.2

3.8

0.2

1.9

9.4

6.8

17.0

8.5

35.4

31.7

35.6

39.4

8.0

5.6

15.0

13.1

6.7

6.3

1.4

0.7

2.8

1.4

3.0

3.5

2.8

2.3

2.1

1.4

3.4

1.2

1.6

1.4

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場

で

④地域社会（PTA

など）で

⑤政治の場で

⑥法律や制度の

上で

⑦社会通念・習

慣・しきたりなど

で
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【性・年代別】 

 

合計 男性の方が
優遇されて
いる

どちらかとい
えば男性の方
が優遇され
ている

平等になって
いる

どちらかとい
えば女性の方
が優遇され
ている

女性の方が
優遇されて
いる

わからない 無回答・不明 男性の方が
優遇されて
いる

どちらかとい
えば男性の方
が優遇され
ている

平等になって
いる

どちらかとい
えば女性の方
が優遇され
ている

女性の方が
優遇されて
いる

わからない 無回答・不明

全体 1,000 140 387 318 37 24 82 12 168 332 274 49 22 132 23

100.0% 14.0% 38.7% 31.8% 3.7% 2.4% 8.2% 1.2% 16.8% 33.2% 27.4% 4.9% 2.2% 13.2% 2.3%

女性 計 565 108 237 141 12 6 53 8 115 175 135 22 6 96 16

100.0% 19.1% 41.9% 25.0% 2.1% 1.1% 9.4% 1.4% 20.4% 31.0% 23.9% 3.9% 1.1% 17.0% 2.8%
10歳代 8 3 0 4 0 0 1 0 1 1 4 0 0 2 0

100.0% 37.5% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
20歳代 54 10 17 17 2 2 6 0 9 16 13 5 2 8 1

100.0% 18.5% 31.5% 31.5% 3.7% 3.7% 11.1% 0.0% 16.7% 29.6% 24.1% 9.3% 3.7% 14.8% 1.9%
30歳代 93 17 37 26 3 1 9 0 12 37 23 5 1 15 0

100.0% 18.3% 39.8% 28.0% 3.2% 1.1% 9.7% 0.0% 12.9% 39.8% 24.7% 5.4% 1.1% 16.1% 0.0%
40歳代 101 21 42 26 1 0 10 1 21 28 31 6 1 14 0

100.0% 20.8% 41.6% 25.7% 1.0% 0.0% 9.9% 1.0% 20.8% 27.7% 30.7% 5.9% 1.0% 13.9% 0.0%
50歳代 112 28 43 28 3 0 10 0 34 30 27 3 0 18 0

100.0% 25.0% 38.4% 25.0% 2.7% 0.0% 8.9% 0.0% 30.4% 26.8% 24.1% 2.7% 0.0% 16.1% 0.0%
60歳代 128 20 64 28 1 1 11 3 24 46 29 2 2 22 3

100.0% 15.6% 50.0% 21.9% 0.8% 0.8% 8.6% 2.3% 18.8% 35.9% 22.7% 1.6% 1.6% 17.2% 2.3%
70歳代 39 5 22 7 0 1 2 2 8 12 5 0 0 8 6

100.0% 12.8% 56.4% 17.9% 0.0% 2.6% 5.1% 5.1% 20.5% 30.8% 12.8% 0.0% 0.0% 20.5% 15.4%
80歳以上 30 4 12 5 2 1 4 2 6 5 3 1 0 9 6

100.0% 13.3% 40.0% 16.7% 6.7% 3.3% 13.3% 6.7% 20.0% 16.7% 10.0% 3.3% 0.0% 30.0% 20.0%

男性 計 426 30 147 174 25 18 29 3 50 155 138 26 15 36 6

100.0% 7.0% 34.5% 40.8% 5.9% 4.2% 6.8% 0.7% 11.7% 36.4% 32.4% 6.1% 3.5% 8.5% 1.4%
10歳代 8 1 1 5 0 0 1 0 1 1 2 0 0 4 0

100.0% 12.5% 12.5% 62.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
20歳代 37 4 10 16 0 2 5 0 4 11 10 2 1 9 0

100.0% 10.8% 27.0% 43.2% 0.0% 5.4% 13.5% 0.0% 10.8% 29.7% 27.0% 5.4% 2.7% 24.3% 0.0%
30歳代 56 2 12 29 4 4 4 1 5 20 21 5 3 2 0

100.0% 3.6% 21.4% 51.8% 7.1% 7.1% 7.1% 1.8% 8.9% 35.7% 37.5% 8.9% 5.4% 3.6% 0.0%
40歳代 80 11 24 33 4 2 6 0 14 19 30 7 6 4 0

100.0% 13.8% 30.0% 41.3% 5.0% 2.5% 7.5% 0.0% 17.5% 23.8% 37.5% 8.8% 7.5% 5.0% 0.0%
50歳代 74 5 27 26 5 4 6 1 9 34 21 5 2 2 1

100.0% 6.8% 36.5% 35.1% 6.8% 5.4% 8.1% 1.4% 12.2% 45.9% 28.4% 6.8% 2.7% 2.7% 1.4%
60歳代 106 5 43 44 5 4 5 0 11 41 39 5 3 7 0

100.0% 4.7% 40.6% 41.5% 4.7% 3.8% 4.7% 0.0% 10.4% 38.7% 36.8% 4.7% 2.8% 6.6% 0.0%
70歳代 35 2 17 10 3 1 1 1 1 14 11 2 0 6 1

100.0% 5.7% 48.6% 28.6% 8.6% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 40.0% 31.4% 5.7% 0.0% 17.1% 2.9%
80歳以上 29 0 12 11 4 1 1 0 4 15 4 0 0 2 4

100.0% 0.0% 41.4% 37.9% 13.8% 3.4% 3.4% 0.0% 13.8% 51.7% 13.8% 0.0% 0.0% 6.9% 13.8%

合計 男性の方が
優遇されて
いる

どちらかとい
えば男性の方
が優遇され
ている

平等になって
いる

どちらかとい
えば女性の方
が優遇され
ている

女性の方が
優遇されて
いる

わからない 無回答・不明 男性の方が
優遇されて
いる

どちらかとい
えば男性の方
が優遇され
ている

平等になって
いる

どちらかとい
えば女性の方
が優遇され
ている

女性の方が
優遇されて
いる

わからない 無回答・不明

全体 1,000 36 152 413 17 11 338 33 93 262 199 35 12 372 27

100.0% 3.6% 15.2% 41.3% 1.7% 1.1% 33.8% 3.3% 9.3% 26.2% 19.9% 3.5% 1.2% 37.2% 2.7%

女性 計 565 23 98 216 7 4 200 17 68 167 98 11 4 201 16

100.0% 4.1% 17.3% 38.2% 1.2% 0.7% 35.4% 3.0% 12.0% 29.6% 17.3% 1.9% 0.7% 35.6% 2.8%
10歳代 8 1 0 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 6 0

100.0% 12.5% 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0%
20歳代 54 3 5 20 1 1 23 1 5 15 3 0 1 29 1

100.0% 5.6% 9.3% 37.0% 1.9% 1.9% 42.6% 1.9% 9.3% 27.8% 5.6% 0.0% 1.9% 53.7% 1.9%
30歳代 93 1 16 38 2 0 36 0 11 19 17 2 0 44 0

100.0% 1.1% 17.2% 40.9% 2.2% 0.0% 38.7% 0.0% 11.8% 20.4% 18.3% 2.2% 0.0% 47.3% 0.0%
40歳代 101 5 10 50 1 0 35 0 15 27 18 2 1 37 1

100.0% 5.0% 9.9% 49.5% 1.0% 0.0% 34.7% 0.0% 14.9% 26.7% 17.8% 2.0% 1.0% 36.6% 1.0%
50歳代 112 4 28 42 1 0 36 1 17 39 12 3 1 37 3

100.0% 3.6% 25.0% 37.5% 0.9% 0.0% 32.1% 0.9% 15.2% 34.8% 10.7% 2.7% 0.9% 33.0% 2.7%
60歳代 128 3 22 50 0 1 49 3 10 48 32 2 0 34 2

100.0% 2.3% 17.2% 39.1% 0.0% 0.8% 38.3% 2.3% 7.8% 37.5% 25.0% 1.6% 0.0% 26.6% 1.6%
70歳代 39 3 13 7 0 0 12 4 5 14 8 0 1 8 3

100.0% 7.7% 33.3% 17.9% 0.0% 0.0% 30.8% 10.3% 12.8% 35.9% 20.5% 0.0% 2.6% 20.5% 7.7%
80歳以上 30 3 4 5 0 2 8 8 4 4 8 2 0 6 6

100.0% 10.0% 13.3% 16.7% 0.0% 6.7% 26.7% 26.7% 13.3% 13.3% 26.7% 6.7% 0.0% 20.0% 20.0%

男性 計 426 13 51 196 10 6 135 15 23 94 99 24 8 168 10

100.0% 3.1% 12.0% 46.0% 2.3% 1.4% 31.7% 3.5% 5.4% 22.1% 23.2% 5.6% 1.9% 39.4% 2.3%
10歳代 8 1 1 6 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0

100.0% 12.5% 12.5% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 62.5% 0.0%
20歳代 37 1 3 22 2 0 7 2 1 5 6 1 2 21 1

100.0% 2.7% 8.1% 59.5% 5.4% 0.0% 18.9% 5.4% 2.7% 13.5% 16.2% 2.7% 5.4% 56.8% 2.7%
30歳代 56 2 5 26 2 0 21 0 4 6 9 5 2 30 0

100.0% 3.6% 8.9% 46.4% 3.6% 0.0% 37.5% 0.0% 7.1% 10.7% 16.1% 8.9% 3.6% 53.6% 0.0%
40歳代 80 3 12 28 1 4 32 0 11 19 14 3 2 31 0

100.0% 3.8% 15.0% 35.0% 1.3% 5.0% 40.0% 0.0% 13.8% 23.8% 17.5% 3.8% 2.5% 38.8% 0.0%
50歳代 74 3 15 28 3 0 23 2 1 26 15 2 1 27 2

100.0% 4.1% 20.3% 37.8% 4.1% 0.0% 31.1% 2.7% 1.4% 35.1% 20.3% 2.7% 1.4% 36.5% 2.7%
60歳代 106 2 10 54 1 1 35 3 5 25 26 8 0 39 3

100.0% 1.9% 9.4% 50.9% 0.9% 0.9% 33.0% 2.8% 4.7% 23.6% 24.5% 7.5% 0.0% 36.8% 2.8%
70歳代 35 0 0 17 1 0 14 3 0 4 15 2 0 12 2

100.0% 0.0% 0.0% 48.6% 2.9% 0.0% 40.0% 8.6% 0.0% 11.4% 42.9% 5.7% 0.0% 34.3% 5.7%
80歳以上 29 1 4 15 0 1 3 5 0 8 13 2 1 3 2

100.0% 3.4% 13.8% 51.7% 0.0% 3.4% 10.3% 17.2% 0.0% 27.6% 44.8% 6.9% 3.4% 10.3% 6.9%

 問3 分野別の男女平等　③学校教育の場で  問3 分野別の男女平等　④地域社会（自治会，PTAなど）で

 問3 分野別の男女平等　①家庭生活  問3 分野別の男女平等　②職場で
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合計 男性の方が
優遇されて
いる

どちらかとい
えば男性の方
が優遇され
ている

平等になって
いる

どちらかとい
えば女性の方
が優遇され
ている

女性の方が
優遇されて
いる

わからない 無回答・不明 男性の方が
優遇されて
いる

どちらかとい
えば男性の方
が優遇され
ている

平等になって
いる

どちらかとい
えば女性の方
が優遇され
ている

女性の方が
優遇されて
いる

わからない 無回答・不明

全体 1,000 564 288 47 5 7 69 20 211 324 233 47 18 141 26

100.0% 56.4% 28.8% 4.7% 0.5% 0.7% 6.9% 2.0% 21.1% 32.4% 23.3% 4.7% 1.8% 14.1% 2.6%

女性 計 565 346 144 16 1 1 45 12 163 188 86 23 1 85 19

100.0% 61.2% 25.5% 2.8% 0.2% 0.2% 8.0% 2.1% 28.8% 33.3% 15.2% 4.1% 0.2% 15.0% 3.4%
10歳代 8 6 1 0 0 0 1 0 2 3 2 0 0 1 0

100.0% 75.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 37.5% 25.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0%
20歳代 54 40 8 0 0 0 5 1 18 13 7 5 1 9 1

100.0% 74.1% 14.8% 0.0% 0.0% 0.0% 9.3% 1.9% 33.3% 24.1% 13.0% 9.3% 1.9% 16.7% 1.9%
30歳代 93 57 23 2 0 0 10 1 27 28 14 5 0 17 2

100.0% 61.3% 24.7% 2.2% 0.0% 0.0% 10.8% 1.1% 29.0% 30.1% 15.1% 5.4% 0.0% 18.3% 2.2%
40歳代 101 61 24 3 1 0 11 1 28 33 16 2 0 20 2

100.0% 60.4% 23.8% 3.0% 1.0% 0.0% 10.9% 1.0% 27.7% 32.7% 15.8% 2.0% 0.0% 19.8% 2.0%
50歳代 112 73 32 0 0 0 7 0 36 40 13 9 0 12 2

100.0% 65.2% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 32.1% 35.7% 11.6% 8.0% 0.0% 10.7% 1.8%
60歳代 128 77 35 6 0 0 8 2 34 52 20 1 0 19 2

100.0% 60.2% 27.3% 4.7% 0.0% 0.0% 6.3% 1.6% 26.6% 40.6% 15.6% 0.8% 0.0% 14.8% 1.6%
70歳代 39 24 11 1 0 0 0 3 15 12 6 0 0 2 4

100.0% 61.5% 28.2% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 38.5% 30.8% 15.4% 0.0% 0.0% 5.1% 10.3%
80歳以上 30 8 10 4 0 1 3 4 3 7 8 1 0 5 6

100.0% 26.7% 33.3% 13.3% 0.0% 3.3% 10.0% 13.3% 10.0% 23.3% 26.7% 3.3% 0.0% 16.7% 20.0%

男性 計 426 213 142 31 4 6 24 6 47 133 145 24 16 56 5

100.0% 50.0% 33.3% 7.3% 0.9% 1.4% 5.6% 1.4% 11.0% 31.2% 34.0% 5.6% 3.8% 13.1% 1.2%
10歳代 8 5 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 5 0

100.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 62.5% 0.0%
20歳代 37 22 9 3 0 0 2 1 3 9 10 1 1 12 1

100.0% 59.5% 24.3% 8.1% 0.0% 0.0% 5.4% 2.7% 8.1% 24.3% 27.0% 2.7% 2.7% 32.4% 2.7%
30歳代 56 32 13 5 2 0 4 0 7 14 20 4 6 5 0

100.0% 57.1% 23.2% 8.9% 3.6% 0.0% 7.1% 0.0% 12.5% 25.0% 35.7% 7.1% 10.7% 8.9% 0.0%
40歳代 80 38 24 9 1 2 6 0 11 23 25 6 5 9 1

100.0% 47.5% 30.0% 11.3% 1.3% 2.5% 7.5% 0.0% 13.8% 28.8% 31.3% 7.5% 6.3% 11.3% 1.3%
50歳代 74 36 25 5 1 1 4 2 7 23 28 3 2 10 1

100.0% 48.6% 33.8% 6.8% 1.4% 1.4% 5.4% 2.7% 9.5% 31.1% 37.8% 4.1% 2.7% 13.5% 1.4%
60歳代 106 57 39 5 0 1 3 1 12 40 36 8 1 8 1

100.0% 53.8% 36.8% 4.7% 0.0% 0.9% 2.8% 0.9% 11.3% 37.7% 34.0% 7.5% 0.9% 7.5% 0.9%
70歳代 35 17 13 1 0 1 3 0 4 12 13 0 1 5 0

100.0% 48.6% 37.1% 2.9% 0.0% 2.9% 8.6% 0.0% 11.4% 34.3% 37.1% 0.0% 2.9% 14.3% 0.0%
80歳以上 29 6 18 3 0 0 0 2 2 10 13 1 0 2 1

100.0% 20.7% 62.1% 10.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 6.9% 34.5% 44.8% 3.4% 0.0% 6.9% 3.4%

合計 男性の方が
優遇されて
いる

どちらかとい
えば男性の方
が優遇され
ている

平等になって
いる

どちらかとい
えば女性の方
が優遇され
ている

女性の方が
優遇されて
いる

わからない 無回答・不明

全体 1,000 389 426 75 20 9 65 16

100.0% 38.9% 42.6% 7.5% 2.0% 0.9% 6.5% 1.6%

女性 計 565 263 226 23 5 1 38 9

100.0% 46.5% 40.0% 4.1% 0.9% 0.2% 6.7% 1.6%
10歳代 8 5 3 0 0 0 0 0

100.0% 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 25 21 1 1 1 4 1

100.0% 46.3% 38.9% 1.9% 1.9% 1.9% 7.4% 1.9%
30歳代 93 41 39 4 1 0 8 0

100.0% 44.1% 41.9% 4.3% 1.1% 0.0% 8.6% 0.0%
40歳代 101 48 36 7 0 0 9 1

100.0% 47.5% 35.6% 6.9% 0.0% 0.0% 8.9% 1.0%
50歳代 112 61 43 1 2 0 5 0

100.0% 54.5% 38.4% 0.9% 1.8% 0.0% 4.5% 0.0%
60歳代 128 62 50 7 0 0 7 2

100.0% 48.4% 39.1% 5.5% 0.0% 0.0% 5.5% 1.6%
70歳代 39 15 20 1 0 0 1 2

100.0% 38.5% 51.3% 2.6% 0.0% 0.0% 2.6% 5.1%
80歳以上 30 6 14 2 1 0 4 3

100.0% 20.0% 46.7% 6.7% 3.3% 0.0% 13.3% 10.0%

男性 計 426 124 195 52 14 8 27 6

100.0% 29.1% 45.8% 12.2% 3.3% 1.9% 6.3% 1.4%
10歳代 8 1 5 0 0 0 2 0

100.0% 12.5% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
20歳代 37 11 14 4 1 1 5 1

100.0% 29.7% 37.8% 10.8% 2.7% 2.7% 13.5% 2.7%
30歳代 56 14 24 7 4 1 6 0

100.0% 25.0% 42.9% 12.5% 7.1% 1.8% 10.7% 0.0%
40歳代 80 35 26 8 4 4 3 0

100.0% 43.8% 32.5% 10.0% 5.0% 5.0% 3.8% 0.0%
50歳代 74 18 34 13 3 1 3 2

100.0% 24.3% 45.9% 17.6% 4.1% 1.4% 4.1% 2.7%
60歳代 106 34 55 10 2 0 4 1

100.0% 32.1% 51.9% 9.4% 1.9% 0.0% 3.8% 0.9%
70歳代 35 6 21 3 0 1 4 0

100.0% 17.1% 60.0% 8.6% 0.0% 2.9% 11.4% 0.0%
80歳以上 29 5 15 7 0 0 0 2

100.0% 17.2% 51.7% 24.1% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9%

 問3 分野別の男女平等　⑤政治の場で  問3 分野別の男女平等　⑥法律や制度の上で

 問3 分野別の男女平等　⑦社会通念・習慣・しきたりなどで
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，いずれの項目においても男性優遇（「男性の方が優遇されてい

る」「どちらかといえば男性の方が優遇されている」の計）の差は大きくありませんが，「男性の方が

優遇されている」のみを見ると全体と女性の全ての項目において，本調査では上回っています。 

 

     【全体】 

  

男性の方が
優遇されて
いる

どちらかと
いえば男性
の方が
優遇されて
いる

平等に
なっている

どちらかと
いえば女性
の方が
優遇されて
いる

女性の方が
優遇されて
いる

わからない
無回答・
不明

14.0

7.0

16.8

13.2

3.6

1.6

9.3

6.6

56.4

43.8

21.1

13.0

38.9

30.9

38.7

44.6

33.2

43.4

15.2

15.7

26.2

24.3

28.8

38.1

32.4

39.8

42.6

49.3

31.8

33.3

27.4

23.7

41.3

47.0

19.9

27.5

4.7

6.3

23.3

28.6

7.5

9.3

3.7

5.5

4.9

5.1

1.7

2.1

3.5

5.5

0.5

0.8

4.7

2.9

2.0

2.3

2.4

1.3

2.2

0.9

1.1

0.5

1.2

0.4

0.7

0.0

1.8

0.9

0.9

0.6

8.2

6.7

13.2

11.2

33.8

29.6

37.2

32.3

6.9

8.4

14.1

12.6

6.5

4.4

1.2

1.7

2.3

2.5

3.3

3.5

2.7

3.5

2.0

2.6

2.6

2.5

1.6

3.2

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場

で

④地域社会（PTA

など）で

⑤政治の場で

⑥法律や制度の

上で

⑦社会通念・習

慣・しきたりなど

で
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     【女性】 

  

男性の方が
優遇されて
いる

どちらかと
いえば男性
の方が
優遇されて
いる

平等に
なっている

どちらかと
いえば女性
の方が
優遇されて
いる

女性の方が
優遇されて
いる

わからない
無回答・
不明

19.1

9.7

20.4

16.9

4.1

1.7

12.0

7.9

61.2

50.4

28.8

17.7

46.5

38.6

41.9

52.6

31.0

41.5

17.3

19.5

29.6

30.9

25.5

34.2

33.3

37.9

40.0

44.2

25.0

24.8

23.9

20.6

38.2

45.2

17.3

22.1

2.8

2.8

15.2

22.5

4.1

7.3

2.1

3.7

3.9

4.2

1.2

1.5

1.9

4.0

0.2

0.6

4.1

2.5

0.9

1.0

1.1

0.7

1.1

0.4

0.7

0.6

0.7

0.2

0.2

0.2

0.5

0.2

0.5

9.4

8.8

17.0

13.4

35.4

27.8

35.6

31.1

8.0

9.7

15.0

13.1

6.7

4.0

1.4

1.7

2.8

2.9

3.0

3.9

2.8

3.9

2.1

2.4

3.4

5.8

1.6

4.3

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場

で

④地域社会（PTA

など）で

⑤政治の場で

⑥法律や制度の

上で

⑦社会通念・習

慣・しきたりなど

で
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     【男性】 

 

 

  

男性の方が
優遇されて
いる

どちらかと
いえば男性
の方が
優遇されて
いる

平等に
なっている

どちらかと
いえば女性
の方が
優遇されて
いる

女性の方が
優遇されて
いる

わからない
無回答・
不明

7.0

8.7

11.7

8.5

3.1

1.3

5.4

4.3

50.0

33.6

11.0

7.2

29.1

19.8

34.5

33.6

36.4

46.3

12.0

11.2

22.1

16.6

33.3

44.0

31.2

36.5

45.8

56.7

40.8

39.9

32.4

28.0

46.0

49.9

23.2

34.5

7.3

11.4

34.0

38.9

12.2

12.1

5.9

7.7

6.1

6.3

2.3

2.9

5.6

7.4

0.9

1.3

5.6

4.3

3.3

4.0

4.2

4.4

3.5

1.6

1.4

0.4

1.9

0.7

1.4

0.3

3.8

1.8

1.9

0.7

6.8

4.7

8.5

7.8

31.7

31.5

39.4

34.0

5.6

6.4

13.1

10.1

6.3

5.0

0.7

1.0

1.4

1.6

3.5

2.7

2.3

2.7

1.4

3.0

1.2

1.3

1.4

1.7

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場

で

④地域社会（PTA

など）で

⑤政治の場で

⑥法律や制度の

上で

⑦社会通念・習

慣・しきたりなど

で



 

- 20 - 

【全国比較】 

 全国調査と比較すると，「平等になっている」が７項目中５項目で下回っています。特に「③学校教

育の場で」「④地域社会（PTAなど）で」では 10ポイント以上下回っています。 

 

 

全国調査出典：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４年 11月調査） 

  

男性の方が
優遇されて
いる

どちらかと
いえば男性
の方が
優遇されて
いる

平等に
なっている

どちらかと
いえば女性
の方が
優遇されて
いる

女性の方が
優遇されて
いる

わからない
無回答・
不明

14.0

9.0

16.8

16.0

3.6

3.0

9.3

10.2

56.4

46.4

21.1

11.7

38.9

24.1

38.7

50.8

33.2

48.1

15.2

21.5

26.2

37.6

28.8

41.5

32.4

40.6

42.6

57.8

31.8

31.7

27.4

26.4

41.3

68.1

19.9

40.2

4.7

9.6

23.3

37.0

7.5

12.9

3.7

7.0

4.9

6.5

1.7

4.7

3.5

8.8

0.5

1.4

4.7

8.3

2.0

3.1

2.4

1.0

2.2

1.2

1.1

0.6

1.2

1.1

0.7

0.3

1.8

1.4

0.9

0.3

8.2

13.2

33.8

37.2

6.9

14.1

6.5

1.2

0.6

2.3

1.8

3.3

2.1

2.7

2.1

2.0

0.8

2.6

1.1

1.6

1.9

国分寺市(n=1,000)

全国(n=2,847)

国分寺市(n=1,000)

全国(n=2,847)

国分寺市(n=1,000)

全国(n=2,847)

国分寺市(n=1,000)

全国(n=2,847)

国分寺市(n=1,000)

全国(n=2,847)

国分寺市(n=1,000)

全国(n=2,847)

国分寺市(n=1,000)

全国(n=2,847)

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場で

④地域社会

（PTAなど）で

⑤政治の場で

⑥法律や制度の上で

⑦社会通念・

習慣・しきたり

などで
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問４ 家事はどのようにしていますか。（①から⑩のそれぞれ１つに〇） 

全体では，「主にあなた（自分でする）」の割合が高い項目は，「③食事の支度」が 47.9％，「⑥洗

濯」が 47.5％，「主に配偶者・パートナー」の割合が高い項目は，「③食事の支度」が 22.0％，「⑥

洗濯」と「⑧力仕事」が同率で 20.8％，「配偶者・パートナーと分担」の割合が高い項目は，「①家庭

の重大な問題の決定」が 37.1％，「⑦日常の買い物」が 25.7％となっています。 

性別で見ると，女性では「③食事の支度」「④食事の後片付け」「⑤掃除」「⑥洗濯」「⑦日常の買い

物」において，「主にあなた（自分でする）」が半数を超えて最も多く，男性では「③食事の支度」「⑤

掃除」「⑥洗濯」において，「主に配偶者・パートナー」が最も多くなっています。 

     【全体】 

  

主
に
あ
な
た

（
自
分
で
す
る

）

主
に
配
偶
者
・

パ
ー

ト
ナ
ー

配
偶
者
・

パ
ー

ト
ナ
ー

と
分
担

主
に
そ
の
他

家
族

（
男
性

）

主
に
そ
の
他

家
族

（
女
性

）

ほ
ぼ
み
ん
な

で
分
担

必
要
な
い

各
種
支
援
・

サ
ー

ビ
ス

の
利
用

無
回
答
・
不
明

30.6

39.2

47.9

46.1

44.8

47.5

42.8

46.3

18.6

10.1

12.6

20.7

22.0

15.4

15.7

20.8

13.0

20.8

7.8

2.8

37.1

22.1

12.8

19.9

20.9

14.3

25.7

12.9

16.1

8.8

3.8

2.5

0.6

1.3

1.5

0.9

1.8

9.0

0.2

0.7

4.1

7.2

9.8

7.3

6.8

8.6

7.0

1.5

2.7

2.2

7.9

4.8

3.9

7.3

7.0

5.0

6.8

4.1

3.3

3.1

1.0

0.9

0.5

0.4

0.5

0.5

0.4

1.6

45.9

64.2

0.4

0.1

0.3

0.1

0.3

0.0

0.5

1.0

2.4

2.5

2.5

2.2

2.2

2.5

2.4

2.0

2.8

5.4

5.7

①家庭の重大な

問題の決定

②家計の管理

③食事の支度

④食事の後片付け

⑤掃除

⑥洗濯

⑦日常の買い物

⑧力仕事

⑨子どもの世話

⑩高齢者や障害者

などの看護や介護
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【性別】 

 

  

主
に
あ
な
た

（
自
分
で
す
る

）

主
に
配
偶
者
・

パ
ー

ト
ナ
ー

配
偶
者
・

パ
ー

ト
ナ
ー

と
分
担

主
に
そ
の
他

家
族

（
男
性

）

主
に
そ
の
他

家
族

（
女
性

）

ほ
ぼ
み
ん
な

で
分
担

必
要
な
い

各
種
支
援
・

サ
ー

ビ
ス

の
利
用

無
回
答
・
不
明

32.9

27.9

44.4

31.7

69.9

18.8

58.8

29.1

63.0

20.7

67.4

20.9

58.9

21.4

26.4

72.8

29.9

3.8

14.2

4.7

13.8

11.0

15.2

28.4

3.4

46.7

8.3

24.6

3.9

31.2

6.2

40.1

3.0

26.5

35.6

1.4

0.7

17.4

0.4

5.9

33.6

41.5

24.1

19.7

10.8

15.5

15.2

26.5

16.6

26.8

10.8

19.0

20.9

32.2

14.5

10.8

13.1

20.2

6.9

11.5

4.1

3.5

2.5

2.6

0.9

0.2

0.9

1.9

1.9

0.9

0.7

1.2

1.9

1.4

9.6

8.2

0.2

0.2

0.9

0.5

3.5

4.9

5.8

9.2

8.1

12.2

7.4

7.3

5.8

8.2

6.9

11.0

5.8

8.7

1.8

0.9

2.5

3.1

2.3

2.1

7.8

7.7

4.6

4.9

4.1

3.5

6.9

8.0

5.3

9.2

4.6

5.6

6.4

7.3

5.8

1.9

3.4

3.3

2.7

3.8

1.1

0.9

1.1

0.7

0.5

0.5

0.5

0.2

0.7

0.2

0.7

0.2

0.4

0.5

2.3

0.7

45.7

46.0

65.3

62.7

0.5

0.2

0.0

0.2

0.2

0.5

0.2

0.2

0.5

0.7

0.2

1.4

0.5

1.8

3.3

2.7

2.1

2.3

2.6

2.1

2.1

1.8

2.3

2.5

2.3

2.7

1.9

1.9

1.9

2.7

2.8

4.6

6.1

5.7

5.6

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

女性(n=565)

男性(n=426)

①家庭の重大な

問題の決定

②家計の管理

③食事の支度

④食事の後片付け

⑤掃除

⑥洗濯

⑦日常の買い物

⑧力仕事

⑨子どもの世話

⑩高齢者や障害者

などの看護や介護
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【性・年代別】 

 

 

 

 

  

合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 306 126 371 38 41 79 10 4 25

100.0% 30.6% 12.6% 37.1% 3.8% 4.1% 7.9% 1.0% 0.4% 2.5%

女性 計 565 186 78 190 23 20 44 6 3 15

100.0% 32.9% 13.8% 33.6% 4.1% 3.5% 7.8% 1.1% 0.5% 2.7%
10歳代 8 1 0 0 3 3 1 0 0 0

100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 37.5% 37.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 17 3 10 11 8 3 0 2 0

100.0% 31.5% 5.6% 18.5% 20.4% 14.8% 5.6% 0.0% 3.7% 0.0%
30歳代 93 30 10 38 0 2 11 1 0 1

100.0% 32.3% 10.8% 40.9% 0.0% 2.2% 11.8% 1.1% 0.0% 1.1%
40歳代 101 29 16 44 2 2 7 1 0 0

100.0% 28.7% 15.8% 43.6% 2.0% 2.0% 6.9% 1.0% 0.0% 0.0%
50歳代 112 39 21 38 3 2 6 0 1 2

100.0% 34.8% 18.8% 33.9% 2.7% 1.8% 5.4% 0.0% 0.9% 1.8%
60歳代 128 51 13 45 1 1 10 3 0 4

100.0% 39.8% 10.2% 35.2% 0.8% 0.8% 7.8% 2.3% 0.0% 3.1%
70歳代 39 9 12 11 1 0 5 0 0 1

100.0% 23.1% 30.8% 28.2% 2.6% 0.0% 12.8% 0.0% 0.0% 2.6%
80歳以上 30 10 3 4 2 2 1 1 0 7

100.0% 33.3% 10.0% 13.3% 6.7% 6.7% 3.3% 3.3% 0.0% 23.3%

男性 計 426 119 47 177 15 21 33 4 1 9

100.0% 27.9% 11.0% 41.5% 3.5% 4.9% 7.7% 0.9% 0.2% 2.1%
10歳代 8 0 0 0 1 3 3 0 1 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 37.5% 37.5% 0.0% 12.5% 0.0%
20歳代 37 13 1 2 6 8 7 0 0 0

100.0% 35.1% 2.7% 5.4% 16.2% 21.6% 18.9% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 56 18 4 25 2 3 4 0 0 0

100.0% 32.1% 7.1% 44.6% 3.6% 5.4% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0%
40歳代 80 23 12 38 0 2 3 1 0 1

100.0% 28.8% 15.0% 47.5% 0.0% 2.5% 3.8% 1.3% 0.0% 1.3%
50歳代 74 17 11 35 0 2 5 2 0 2

100.0% 23.0% 14.9% 47.3% 0.0% 2.7% 6.8% 2.7% 0.0% 2.7%
60歳代 106 29 11 51 3 1 8 0 0 3

100.0% 27.4% 10.4% 48.1% 2.8% 0.9% 7.5% 0.0% 0.0% 2.8%
70歳代 35 13 4 15 0 1 0 0 0 2

100.0% 37.1% 11.4% 42.9% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.7%
80歳以上 29 6 4 11 3 1 3 0 0 1

100.0% 20.7% 13.8% 37.9% 10.3% 3.4% 10.3% 0.0% 0.0% 3.4%

合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 392 207 221 25 72 48 9 1 25

100.0% 39.2% 20.7% 22.1% 2.5% 7.2% 4.8% 0.9% 0.1% 2.5%

女性 計 565 251 86 136 14 33 26 6 0 13

100.0% 44.4% 15.2% 24.1% 2.5% 5.8% 4.6% 1.1% 0.0% 2.3%
10歳代 8 1 0 0 2 5 0 0 0 0

100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 25.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 21 4 9 6 11 2 1 0 0

100.0% 38.9% 7.4% 16.7% 11.1% 20.4% 3.7% 1.9% 0.0% 0.0%
30歳代 93 36 16 27 2 4 6 1 0 1

100.0% 38.7% 17.2% 29.0% 2.2% 4.3% 6.5% 1.1% 0.0% 1.1%
40歳代 101 40 18 34 1 2 5 1 0 0

100.0% 39.6% 17.8% 33.7% 1.0% 2.0% 5.0% 1.0% 0.0% 0.0%
50歳代 112 54 19 30 2 3 4 0 0 0

100.0% 48.2% 17.0% 26.8% 1.8% 2.7% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0%
60歳代 128 71 16 22 1 5 6 2 0 5

100.0% 55.5% 12.5% 17.2% 0.8% 3.9% 4.7% 1.6% 0.0% 3.9%
70歳代 39 11 9 12 0 2 3 0 0 2

100.0% 28.2% 23.1% 30.8% 0.0% 5.1% 7.7% 0.0% 0.0% 5.1%
80歳以上 30 17 4 2 0 1 0 1 0 5

100.0% 56.7% 13.3% 6.7% 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% 0.0% 16.7%

男性 計 426 135 121 84 11 39 21 3 1 11

100.0% 31.7% 28.4% 19.7% 2.6% 9.2% 4.9% 0.7% 0.2% 2.6%
10歳代 8 0 0 0 1 6 1 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 75.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 37 11 2 2 6 14 1 1 0 0

100.0% 29.7% 5.4% 5.4% 16.2% 37.8% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0%
30歳代 56 28 5 14 1 3 4 0 1 0

100.0% 50.0% 8.9% 25.0% 1.8% 5.4% 7.1% 0.0% 1.8% 0.0%
40歳代 80 29 25 14 0 5 5 0 0 2

100.0% 36.3% 31.3% 17.5% 0.0% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 2.5%
50歳代 74 25 26 15 1 2 2 2 0 1

100.0% 33.8% 35.1% 20.3% 1.4% 2.7% 2.7% 2.7% 0.0% 1.4%
60歳代 106 27 39 23 1 3 8 0 0 5

100.0% 25.5% 36.8% 21.7% 0.9% 2.8% 7.5% 0.0% 0.0% 4.7%
70歳代 35 7 15 9 0 1 0 0 0 3

100.0% 20.0% 42.9% 25.7% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6%
80歳以上 29 7 9 7 1 5 0 0 0 0

100.0% 24.1% 31.0% 24.1% 3.4% 17.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 問4　家事などの分担　②家計の管理

 問4　家事などの分担　①重大な決定
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合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 479 220 128 6 98 39 5 3 22

100.0% 47.9% 22.0% 12.8% 0.6% 9.8% 3.9% 0.5% 0.3% 2.2%

女性 計 565 395 19 61 5 46 23 3 1 12

100.0% 69.9% 3.4% 10.8% 0.9% 8.1% 4.1% 0.5% 0.2% 2.1%
10歳代 8 1 0 0 0 7 0 0 0 0

100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 26 2 2 2 18 3 0 0 1

100.0% 48.1% 3.7% 3.7% 3.7% 33.3% 5.6% 0.0% 0.0% 1.9%
30歳代 93 60 7 13 0 5 5 1 0 2

100.0% 64.5% 7.5% 14.0% 0.0% 5.4% 5.4% 1.1% 0.0% 2.2%
40歳代 101 79 1 13 0 3 5 0 0 0

100.0% 78.2% 1.0% 12.9% 0.0% 3.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%
50歳代 112 85 1 16 1 5 2 0 0 2

100.0% 75.9% 0.9% 14.3% 0.9% 4.5% 1.8% 0.0% 0.0% 1.8%
60歳代 128 98 4 11 0 6 6 1 0 2

100.0% 76.6% 3.1% 8.6% 0.0% 4.7% 4.7% 0.8% 0.0% 1.6%
70歳代 39 29 2 5 0 1 1 0 0 1

100.0% 74.4% 5.1% 12.8% 0.0% 2.6% 2.6% 0.0% 0.0% 2.6%
80歳以上 30 17 2 1 2 1 1 1 1 4

100.0% 56.7% 6.7% 3.3% 6.7% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 13.3%

男性 計 426 80 199 66 1 52 15 2 2 9

100.0% 18.8% 46.7% 15.5% 0.2% 12.2% 3.5% 0.5% 0.5% 2.1%
10歳代 8 0 0 0 0 7 1 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 37 14 2 1 0 18 2 0 0 0

100.0% 37.8% 5.4% 2.7% 0.0% 48.6% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 56 13 20 15 0 6 2 0 0 0

100.0% 23.2% 35.7% 26.8% 0.0% 10.7% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0%
40歳代 80 10 45 17 1 3 3 0 0 1

100.0% 12.5% 56.3% 21.3% 1.3% 3.8% 3.8% 0.0% 0.0% 1.3%
50歳代 74 15 44 6 0 4 2 1 0 2

100.0% 20.3% 59.5% 8.1% 0.0% 5.4% 2.7% 1.4% 0.0% 2.7%
60歳代 106 17 60 15 0 6 4 0 0 4

100.0% 16.0% 56.6% 14.2% 0.0% 5.7% 3.8% 0.0% 0.0% 3.8%
70歳代 35 7 18 5 0 2 1 0 0 2

100.0% 20.0% 51.4% 14.3% 0.0% 5.7% 2.9% 0.0% 0.0% 5.7%
80歳以上 29 3 10 7 0 6 0 1 2 0

100.0% 10.3% 34.5% 24.1% 0.0% 20.7% 0.0% 3.4% 6.9% 0.0%

合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 461 154 199 13 73 73 4 1 22

100.0% 46.1% 15.4% 19.9% 1.3% 7.3% 7.3% 0.4% 0.1% 2.2%

女性 計 565 332 47 86 5 42 39 3 1 10

100.0% 58.8% 8.3% 15.2% 0.9% 7.4% 6.9% 0.5% 0.2% 1.8%
10歳代 8 1 0 0 2 5 0 0 0 0

100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 25.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 21 6 6 0 14 7 0 0 0

100.0% 38.9% 11.1% 11.1% 0.0% 25.9% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 93 47 10 21 0 2 11 1 0 1

100.0% 50.5% 10.8% 22.6% 0.0% 2.2% 11.8% 1.1% 0.0% 1.1%
40歳代 101 60 10 22 0 3 6 0 0 0

100.0% 59.4% 9.9% 21.8% 0.0% 3.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0%
50歳代 112 84 3 15 0 4 6 0 0 0

100.0% 75.0% 2.7% 13.4% 0.0% 3.6% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0%
60歳代 128 82 11 15 1 9 7 1 0 2

100.0% 64.1% 8.6% 11.7% 0.8% 7.0% 5.5% 0.8% 0.0% 1.6%
70歳代 39 22 4 6 0 3 2 0 0 2

100.0% 56.4% 10.3% 15.4% 0.0% 7.7% 5.1% 0.0% 0.0% 5.1%
80歳以上 30 15 3 1 2 2 0 1 1 5

100.0% 50.0% 10.0% 3.3% 6.7% 6.7% 0.0% 3.3% 3.3% 16.7%

男性 計 426 124 105 113 8 31 34 1 0 10

100.0% 29.1% 24.6% 26.5% 1.9% 7.3% 8.0% 0.2% 0.0% 2.3%
10歳代 8 1 0 0 2 1 4 0 0 0

100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 25.0% 12.5% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 37 16 1 1 0 13 6 0 0 0

100.0% 43.2% 2.7% 2.7% 0.0% 35.1% 16.2% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 56 22 2 21 1 4 5 0 0 1

100.0% 39.3% 3.6% 37.5% 1.8% 7.1% 8.9% 0.0% 0.0% 1.8%
40歳代 80 27 18 27 1 4 1 0 0 2

100.0% 33.8% 22.5% 33.8% 1.3% 5.0% 1.3% 0.0% 0.0% 2.5%
50歳代 74 19 23 20 1 2 7 1 0 1

100.0% 25.7% 31.1% 27.0% 1.4% 2.7% 9.5% 1.4% 0.0% 1.4%
60歳代 106 24 40 28 0 4 8 0 0 2

100.0% 22.6% 37.7% 26.4% 0.0% 3.8% 7.5% 0.0% 0.0% 1.9%
70歳代 35 9 13 8 0 1 2 0 0 2

100.0% 25.7% 37.1% 22.9% 0.0% 2.9% 5.7% 0.0% 0.0% 5.7%
80歳以上 29 5 8 8 3 2 1 0 0 2

100.0% 17.2% 27.6% 27.6% 10.3% 6.9% 3.4% 0.0% 0.0% 6.9%

 問4　家事などの分担　③食事の支度

 問4　家事などの分担　④食事の後片付け
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合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 448 157 209 15 68 70 5 3 25

100.0% 44.8% 15.7% 20.9% 1.5% 6.8% 7.0% 0.5% 0.3% 2.5%

女性 計 565 356 22 94 11 33 30 4 1 14

100.0% 63.0% 3.9% 16.6% 1.9% 5.8% 5.3% 0.7% 0.2% 2.5%
10歳代 8 1 0 0 1 6 0 0 0 0

100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 23 2 9 2 13 4 1 0 0

100.0% 42.6% 3.7% 16.7% 3.7% 24.1% 7.4% 1.9% 0.0% 0.0%
30歳代 93 59 3 18 0 1 10 0 0 2

100.0% 63.4% 3.2% 19.4% 0.0% 1.1% 10.8% 0.0% 0.0% 2.2%
40歳代 101 69 6 17 1 3 3 0 0 2

100.0% 68.3% 5.9% 16.8% 1.0% 3.0% 3.0% 0.0% 0.0% 2.0%
50歳代 112 84 0 15 0 4 7 0 1 1

100.0% 75.0% 0.0% 13.4% 0.0% 3.6% 6.3% 0.0% 0.9% 0.9%
60歳代 128 89 9 15 2 5 4 2 0 2

100.0% 69.5% 7.0% 11.7% 1.6% 3.9% 3.1% 1.6% 0.0% 1.6%
70歳代 39 17 0 16 3 0 1 0 0 2

100.0% 43.6% 0.0% 41.0% 7.7% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 5.1%
80歳以上 30 14 2 4 2 1 1 1 0 5

100.0% 46.7% 6.7% 13.3% 6.7% 3.3% 3.3% 3.3% 0.0% 16.7%

男性 計 426 88 133 114 4 35 39 1 2 10

100.0% 20.7% 31.2% 26.8% 0.9% 8.2% 9.2% 0.2% 0.5% 2.3%
10歳代 8 0 0 0 1 1 6 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 37 12 0 3 1 13 8 0 0 0

100.0% 32.4% 0.0% 8.1% 2.7% 35.1% 21.6% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 56 17 9 20 0 4 5 0 0 1

100.0% 30.4% 16.1% 35.7% 0.0% 7.1% 8.9% 0.0% 0.0% 1.8%
40歳代 80 15 30 24 0 6 4 0 0 1

100.0% 18.8% 37.5% 30.0% 0.0% 7.5% 5.0% 0.0% 0.0% 1.3%
50歳代 74 12 34 20 0 2 4 1 0 1

100.0% 16.2% 45.9% 27.0% 0.0% 2.7% 5.4% 1.4% 0.0% 1.4%
60歳代 106 19 38 31 0 3 12 0 0 3

100.0% 17.9% 35.8% 29.2% 0.0% 2.8% 11.3% 0.0% 0.0% 2.8%
70歳代 35 9 13 8 0 2 0 0 0 3

100.0% 25.7% 37.1% 22.9% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6%
80歳以上 29 3 9 8 2 4 0 0 2 1

100.0% 10.3% 31.0% 27.6% 6.9% 13.8% 0.0% 0.0% 6.9% 3.4%

合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 475 208 143 9 86 50 5 0 24

100.0% 47.5% 20.8% 14.3% 0.9% 8.6% 5.0% 0.5% 0.0% 2.4%

女性 計 565 381 35 61 4 39 26 4 0 15

100.0% 67.4% 6.2% 10.8% 0.7% 6.9% 4.6% 0.7% 0.0% 2.7%
10歳代 8 2 0 0 0 5 1 0 0 0

100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 23 2 9 1 17 2 0 0 0

100.0% 42.6% 3.7% 16.7% 1.9% 31.5% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 93 56 6 16 0 4 8 1 0 2

100.0% 60.2% 6.5% 17.2% 0.0% 4.3% 8.6% 1.1% 0.0% 2.2%
40歳代 101 70 11 12 0 3 3 0 0 2

100.0% 69.3% 10.9% 11.9% 0.0% 3.0% 3.0% 0.0% 0.0% 2.0%
50歳代 112 90 3 9 0 2 4 1 0 3

100.0% 80.4% 2.7% 8.0% 0.0% 1.8% 3.6% 0.9% 0.0% 2.7%
60歳代 128 97 9 7 1 4 6 1 0 3

100.0% 75.8% 7.0% 5.5% 0.8% 3.1% 4.7% 0.8% 0.0% 2.3%
70歳代 39 27 2 6 0 2 1 0 0 1

100.0% 69.2% 5.1% 15.4% 0.0% 5.1% 2.6% 0.0% 0.0% 2.6%
80歳以上 30 16 2 2 2 2 1 1 0 4

100.0% 53.3% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 3.3% 3.3% 0.0% 13.3%

男性 計 426 89 171 81 5 47 24 1 0 8

100.0% 20.9% 40.1% 19.0% 1.2% 11.0% 5.6% 0.2% 0.0% 1.9%
10歳代 8 1 0 0 0 3 4 0 0 0

100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 37 12 0 2 3 13 7 0 0 0

100.0% 32.4% 0.0% 5.4% 8.1% 35.1% 18.9% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 56 14 16 15 1 5 5 0 0 0

100.0% 25.0% 28.6% 26.8% 1.8% 8.9% 8.9% 0.0% 0.0% 0.0%
40歳代 80 18 34 20 1 5 0 0 0 2

100.0% 22.5% 42.5% 25.0% 1.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5%
50歳代 74 13 39 16 0 2 2 1 0 1

100.0% 17.6% 52.7% 21.6% 0.0% 2.7% 2.7% 1.4% 0.0% 1.4%
60歳代 106 19 50 19 0 10 6 0 0 2

100.0% 17.9% 47.2% 17.9% 0.0% 9.4% 5.7% 0.0% 0.0% 1.9%
70歳代 35 7 20 4 0 2 0 0 0 2

100.0% 20.0% 57.1% 11.4% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.7%
80歳以上 29 4 12 5 0 7 0 0 0 1

100.0% 13.8% 41.4% 17.2% 0.0% 24.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4%

 問4　家事などの分担　⑤掃除

 問4　家事などの分担　⑥洗濯
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合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 428 130 257 18 70 68 4 5 20

100.0% 42.8% 13.0% 25.7% 1.8% 7.0% 6.8% 0.4% 0.5% 2.0%

女性 計 565 333 17 118 11 33 36 2 4 11

100.0% 58.9% 3.0% 20.9% 1.9% 5.8% 6.4% 0.4% 0.7% 1.9%
10歳代 8 1 0 0 1 5 1 0 0 0

100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 22 1 8 2 14 7 0 0 0

100.0% 40.7% 1.9% 14.8% 3.7% 25.9% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 93 56 5 19 0 4 7 0 0 2

100.0% 60.2% 5.4% 20.4% 0.0% 4.3% 7.5% 0.0% 0.0% 2.2%
40歳代 101 64 2 24 2 2 7 0 0 0

100.0% 63.4% 2.0% 23.8% 2.0% 2.0% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0%
50歳代 112 78 1 25 2 2 3 0 0 1

100.0% 69.6% 0.9% 22.3% 1.8% 1.8% 2.7% 0.0% 0.0% 0.9%
60歳代 128 80 5 27 1 4 7 1 1 2

100.0% 62.5% 3.9% 21.1% 0.8% 3.1% 5.5% 0.8% 0.8% 1.6%
70歳代 39 19 3 10 1 1 2 0 1 2

100.0% 48.7% 7.7% 25.6% 2.6% 2.6% 5.1% 0.0% 2.6% 5.1%
80歳以上 30 13 0 5 2 1 2 1 2 4

100.0% 43.3% 0.0% 16.7% 6.7% 3.3% 6.7% 3.3% 6.7% 13.3%

男性 計 426 91 113 137 6 37 31 2 1 8

100.0% 21.4% 26.5% 32.2% 1.4% 8.7% 7.3% 0.5% 0.2% 1.9%
10歳代 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 37 11 1 3 1 15 6 0 0 0

100.0% 29.7% 2.7% 8.1% 2.7% 40.5% 16.2% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 56 14 12 19 2 3 6 0 0 0

100.0% 25.0% 21.4% 33.9% 3.6% 5.4% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0%
40歳代 80 11 26 37 1 2 2 0 0 1

100.0% 13.8% 32.5% 46.3% 1.3% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0% 1.3%
50歳代 74 15 30 19 1 3 4 1 0 1

100.0% 20.3% 40.5% 25.7% 1.4% 4.1% 5.4% 1.4% 0.0% 1.4%
60歳代 106 23 26 42 1 2 9 0 0 3

100.0% 21.7% 24.5% 39.6% 0.9% 1.9% 8.5% 0.0% 0.0% 2.8%
70歳代 35 9 12 10 0 2 0 0 0 2

100.0% 25.7% 34.3% 28.6% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.7%
80歳以上 29 7 6 7 0 6 0 1 1 1

100.0% 24.1% 20.7% 24.1% 0.0% 20.7% 0.0% 3.4% 3.4% 3.4%

合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 463 208 129 90 15 41 16 10 28

100.0% 46.3% 20.8% 12.9% 9.0% 1.5% 4.1% 1.6% 1.0% 2.8%

女性 計 565 149 201 82 54 10 33 13 8 15

100.0% 26.4% 35.6% 14.5% 9.6% 1.8% 5.8% 2.3% 1.4% 2.7%
10歳代 8 1 0 0 4 1 1 1 0 0

100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 50.0% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0%
20歳代 54 10 13 4 13 3 8 3 0 0

100.0% 18.5% 24.1% 7.4% 24.1% 5.6% 14.8% 5.6% 0.0% 0.0%
30歳代 93 21 46 15 4 0 5 0 1 1

100.0% 22.6% 49.5% 16.1% 4.3% 0.0% 5.4% 0.0% 1.1% 1.1%
40歳代 101 23 38 25 6 1 5 2 1 0

100.0% 22.8% 37.6% 24.8% 5.9% 1.0% 5.0% 2.0% 1.0% 0.0%
50歳代 112 39 41 16 6 2 5 2 0 1

100.0% 34.8% 36.6% 14.3% 5.4% 1.8% 4.5% 1.8% 0.0% 0.9%
60歳代 128 40 46 13 12 1 7 3 3 3

100.0% 31.3% 35.9% 10.2% 9.4% 0.8% 5.5% 2.3% 2.3% 2.3%
70歳代 39 8 13 8 6 0 2 0 1 1

100.0% 20.5% 33.3% 20.5% 15.4% 0.0% 5.1% 0.0% 2.6% 2.6%
80歳以上 30 7 4 1 3 2 0 2 2 9

100.0% 23.3% 13.3% 3.3% 10.0% 6.7% 0.0% 6.7% 6.7% 30.0%

男性 計 426 310 6 46 35 4 8 3 2 12

100.0% 72.8% 1.4% 10.8% 8.2% 0.9% 1.9% 0.7% 0.5% 2.8%
10歳代 8 2 0 0 6 0 0 0 0 0

100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 37 22 0 0 9 2 3 0 0 1

100.0% 59.5% 0.0% 0.0% 24.3% 5.4% 8.1% 0.0% 0.0% 2.7%
30歳代 56 49 0 3 2 0 1 0 0 1

100.0% 87.5% 0.0% 5.4% 3.6% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 1.8%
40歳代 80 62 0 11 3 1 1 0 0 2

100.0% 77.5% 0.0% 13.8% 3.8% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 2.5%
50歳代 74 55 3 11 1 0 1 1 1 1

100.0% 74.3% 4.1% 14.9% 1.4% 0.0% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
60歳代 106 76 1 16 9 0 1 0 0 3

100.0% 71.7% 0.9% 15.1% 8.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 2.8%
70歳代 35 27 2 3 0 0 1 0 0 2

100.0% 77.1% 5.7% 8.6% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 5.7%
80歳以上 29 17 0 2 5 1 0 1 1 2

100.0% 58.6% 0.0% 6.9% 17.2% 3.4% 0.0% 3.4% 3.4% 6.9%

問4　家事などの分担　⑧力仕事

問4　家事などの分担　⑦買い物
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合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 186 78 161 2 27 33 459 0 54

100.0% 18.6% 7.8% 16.1% 0.2% 2.7% 3.3% 45.9% 0.0% 5.4%

女性 計 565 169 4 74 1 14 19 258 0 26

100.0% 29.9% 0.7% 13.1% 0.2% 2.5% 3.4% 45.7% 0.0% 4.6%
10歳代 8 0 0 0 0 4 2 2 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 5 0 5 0 6 1 37 0 0

100.0% 9.3% 0.0% 9.3% 0.0% 11.1% 1.9% 68.5% 0.0% 0.0%
30歳代 93 39 0 18 0 0 3 31 0 2

100.0% 41.9% 0.0% 19.4% 0.0% 0.0% 3.2% 33.3% 0.0% 2.2%
40歳代 101 39 0 24 1 0 8 29 0 0

100.0% 38.6% 0.0% 23.8% 1.0% 0.0% 7.9% 28.7% 0.0% 0.0%
50歳代 112 47 2 14 0 0 1 47 0 1

100.0% 42.0% 1.8% 12.5% 0.0% 0.0% 0.9% 42.0% 0.0% 0.9%
60歳代 128 30 0 9 0 2 3 75 0 9

100.0% 23.4% 0.0% 7.0% 0.0% 1.6% 2.3% 58.6% 0.0% 7.0%
70歳代 39 5 2 3 0 2 1 20 0 6

100.0% 12.8% 5.1% 7.7% 0.0% 5.1% 2.6% 51.3% 0.0% 15.4%
80歳以上 30 4 0 1 0 0 0 17 0 8

100.0% 13.3% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 56.7% 0.0% 26.7%

男性 計 426 16 74 86 1 13 14 196 0 26

100.0% 3.8% 17.4% 20.2% 0.2% 3.1% 3.3% 46.0% 0.0% 6.1%
10歳代 8 0 0 0 0 2 1 5 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.5% 62.5% 0.0% 0.0%
20歳代 37 3 1 1 1 6 2 22 0 1

100.0% 8.1% 2.7% 2.7% 2.7% 16.2% 5.4% 59.5% 0.0% 2.7%
30歳代 56 2 6 17 0 1 3 26 0 1

100.0% 3.6% 10.7% 30.4% 0.0% 1.8% 5.4% 46.4% 0.0% 1.8%
40歳代 80 3 25 26 0 0 3 21 0 2

100.0% 3.8% 31.3% 32.5% 0.0% 0.0% 3.8% 26.3% 0.0% 2.5%
50歳代 74 2 24 20 0 1 1 21 0 5

100.0% 2.7% 32.4% 27.0% 0.0% 1.4% 1.4% 28.4% 0.0% 6.8%
60歳代 106 5 10 16 0 3 3 65 0 4

100.0% 4.7% 9.4% 15.1% 0.0% 2.8% 2.8% 61.3% 0.0% 3.8%
70歳代 35 1 6 3 0 0 0 20 0 5

100.0% 2.9% 17.1% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 0.0% 14.3%
80歳以上 29 0 2 3 0 0 1 15 0 8

100.0% 0.0% 6.9% 10.3% 0.0% 0.0% 3.4% 51.7% 0.0% 27.6%

合計 主にあなた
（自分でする）

主に配偶者・
パートナー

配偶者・パー
トナーと分担

主にその他家
族（男性）

主にその他家
族（女性）

ほぼみんなで
分担

必要ない 各種支援・
サービスの利
用

無回答・不明

全体 1,000 101 28 88 7 22 31 642 24 57

100.0% 10.1% 2.8% 8.8% 0.7% 2.2% 3.1% 64.2% 2.4% 5.7%

女性 計 565 80 2 39 5 13 15 369 10 32

100.0% 14.2% 0.4% 6.9% 0.9% 2.3% 2.7% 65.3% 1.8% 5.7%
10歳代 8 0 0 0 0 0 1 7 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0% 0.0%
20歳代 54 1 0 0 1 3 4 43 2 0

100.0% 1.9% 0.0% 0.0% 1.9% 5.6% 7.4% 79.6% 3.7% 0.0%
30歳代 93 5 0 4 1 0 2 77 0 4

100.0% 5.4% 0.0% 4.3% 1.1% 0.0% 2.2% 82.8% 0.0% 4.3%
40歳代 101 10 0 5 0 4 1 78 2 1

100.0% 9.9% 0.0% 5.0% 0.0% 4.0% 1.0% 77.2% 2.0% 1.0%
50歳代 112 28 1 14 1 2 3 59 3 1

100.0% 25.0% 0.9% 12.5% 0.9% 1.8% 2.7% 52.7% 2.7% 0.9%
60歳代 128 26 1 11 1 2 3 74 0 10

100.0% 20.3% 0.8% 8.6% 0.8% 1.6% 2.3% 57.8% 0.0% 7.8%
70歳代 39 4 0 4 0 1 1 20 0 9

100.0% 10.3% 0.0% 10.3% 0.0% 2.6% 2.6% 51.3% 0.0% 23.1%
80歳以上 30 6 0 1 1 1 0 11 3 7

100.0% 20.0% 0.0% 3.3% 3.3% 3.3% 0.0% 36.7% 10.0% 23.3%

男性 計 426 20 25 49 2 9 16 267 14 24

100.0% 4.7% 5.9% 11.5% 0.5% 2.1% 3.8% 62.7% 3.3% 5.6%
10歳代 8 0 0 0 0 3 3 2 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 37.5% 25.0% 0.0% 0.0%
20歳代 37 3 0 0 1 2 2 28 0 1

100.0% 8.1% 0.0% 0.0% 2.7% 5.4% 5.4% 75.7% 0.0% 2.7%
30歳代 56 0 1 2 0 1 0 50 1 1

100.0% 0.0% 1.8% 3.6% 0.0% 1.8% 0.0% 89.3% 1.8% 1.8%
40歳代 80 3 4 6 0 0 3 62 1 1

100.0% 3.8% 5.0% 7.5% 0.0% 0.0% 3.8% 77.5% 1.3% 1.3%
50歳代 74 2 6 13 0 1 2 40 3 7

100.0% 2.7% 8.1% 17.6% 0.0% 1.4% 2.7% 54.1% 4.1% 9.5%
60歳代 106 9 9 21 1 1 4 54 4 3

100.0% 8.5% 8.5% 19.8% 0.9% 0.9% 3.8% 50.9% 3.8% 2.8%
70歳代 35 1 2 6 0 1 0 19 1 5

100.0% 2.9% 5.7% 17.1% 0.0% 2.9% 0.0% 54.3% 2.9% 14.3%
80歳以上 29 2 3 1 0 0 2 11 4 6

100.0% 6.9% 10.3% 3.4% 0.0% 0.0% 6.9% 37.9% 13.8% 20.7%

問4　家事などの分担　⑨子どもの世話

問4　家事などの分担　⑩介護や看護
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問５ あなたは，男性がこれらの活動に積極的に参加していくためにはどのようなことが必

要だと思いますか。（〇は３つまで） 

全体では，「労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテレワークなどの多様な働き方を普

及することで，仕事以外の時間をより多く持てるようにすること」が 48.8％と最も高く，次いで「男

性が家事・育児・介護などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」が 47.9％，「配

偶者間や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」が 47.2％，「男性による家事・育児・介

護などについて，職場における上司や周囲の理解を進めること」が 46.1％となっています。 

性別で見ると，女性では「男性が家事・育児・介護などに参加することに対する男性自身の抵抗感

をなくすこと」が 52.2％と最も高く，男性では「配偶者間や家族間でのコミュニケーションをよく

はかること」が 50.9％と最も高くなっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・本人の意思  ・子どもの頃からの教育  ・男性が当事者意識を持つこと   

・性差，個人差等ではなく，まずは個の尊重から  ・家庭による  ・できないと思う 

  

48.1

52.2

44.4

48.8

37.9

19.6

14.3

12.0

9.7

4.6

1.8

50.7

42.0

50.9

42.7

35.2

19.2

13.8

10.3

9.9

3.5

2.6

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテ

レワークなどの多様な働き方を普及することで，

仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事・育児・介護などに参加すること

に対する男性自身の抵抗感をなくすこと

配偶者間や家族間でのコミュニ

ケーションをよくはかること

男性による家事・育児・介護などについて，

職場における上司や周囲の理解を進めること

社会の中で，男性による家事・育児・介護

などについても，その評価を高めること

年配者やまわりの人が，配偶者間の役割分担など

についての当事者の考え方を尊重すること

男性の家事・育児・介護などについて，啓発や情報

提供，相談窓口の設置，技能の研修を行うこと

男性が家事・育児・介護などに参加する

ことに対する女性の抵抗感をなくすこと

男性が家事・育児・介護などを行うための，

仲間（ネットワーク）作りをすすめること

その他

無回答・不明

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

女性(n=565) 男性(n=426)

48.8

47.9

47.2

46.1

37.0

19.7

14.0

11.3

9.7

4.2

2.2

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテ

レワークなどの多様な働き方を普及することで，

仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事・育児・介護などに参加すること

に対する男性自身の抵抗感をなくすこと

配偶者間や家族間でのコミュニ

ケーションをよくはかること

男性による家事・育児・介護などについて，

職場における上司や周囲の理解を進めること

社会の中で，男性による家事・育児・介護

などについても，その評価を高めること

年配者やまわりの人が，配偶者間の役割分担など

についての当事者の考え方を尊重すること

男性の家事・育児・介護などについて，啓発や情報

提供，相談窓口の設置，技能の研修を行うこと

男性が家事・育児・介護などに参加する

ことに対する女性の抵抗感をなくすこと

男性が家事・育児・介護などを行うための，

仲間（ネットワーク）作りをすすめること

その他

無回答・不明

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

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

 

  

問5 男性が積極的に参加するために必要なこと

合計 男性が家事・
育児・介護な
どに参加する
ことに対する
男性自身の
抵抗感をなく
すこと

男性が家事・
育児・介護な
どに参加する
ことに対する
女性の抵抗
感をなくすこ
と

配偶者間や
家族間でのコ
ミュニケー
ションをよく
はかること

年配者やまわ
りの人が，配
偶者間の役
割分担など
についての
当事者の考え
方を尊重する
こと

社会の中で，
男性による家
事・育児・介
護などにつ
いても，その
評価を高める
こと

男性による家
事・育児・介
護などにつ
いて，職場に
おける上司や
周囲の理解
を進めること

労働時間の
短縮や休暇
制度，フレッ
クスタイムや
テレワークな
どの多様な
働き方を普
及すること
で，仕事以外
の時間をより
多く持てるよ
うにすること

男性の家事・
育児・介護な
どについて，
啓発や情報
提供，相談窓
口の設置，技
能の研修を
行うこと

男性が家事・
育児・介護な
どを行うため
の，仲間（ネッ
トワーク）作り
をすすめるこ
と

その他 無回答・不明

全体
1,000 479 113 472 197 370 461 488 140 97 42 22

100.0% 47.9% 11.3% 47.2% 19.7% 37.0% 46.1% 48.8% 14.0% 9.7% 4.2% 2.2%

女性 計
565 295 68 251 111 214 276 272 81 55 26 10

100.0% 52.2% 12.0% 44.4% 19.6% 37.9% 48.8% 48.1% 14.3% 9.7% 4.6% 1.8%
10歳代

8 5 1 5 2 3 3 2 1 2 1 0

100.0% 62.5% 12.5% 62.5% 25.0% 37.5% 37.5% 25.0% 12.5% 25.0% 12.5% 0.0%
20歳代

54 29 6 27 13 13 30 36 10 7 1 1

100.0% 53.7% 11.1% 50.0% 24.1% 24.1% 55.6% 66.7% 18.5% 13.0% 1.9% 1.9%
30歳代

93 43 12 36 23 37 50 50 15 8 2 2

100.0% 46.2% 12.9% 38.7% 24.7% 39.8% 53.8% 53.8% 16.1% 8.6% 2.2% 2.2%
40歳代

101 48 9 39 17 43 54 52 13 8 9 1

100.0% 47.5% 8.9% 38.6% 16.8% 42.6% 53.5% 51.5% 12.9% 7.9% 8.9% 1.0%
50歳代

112 59 11 52 21 48 60 52 22 6 8 0

100.0% 52.7% 9.8% 46.4% 18.8% 42.9% 53.6% 46.4% 19.6% 5.4% 7.1% 0.0%
60歳代

128 71 17 60 25 46 58 53 18 12 3 1

100.0% 55.5% 13.3% 46.9% 19.5% 35.9% 45.3% 41.4% 14.1% 9.4% 2.3% 0.8%
70歳代

39 21 6 22 7 15 12 16 1 8 0 1

100.0% 53.8% 15.4% 56.4% 17.9% 38.5% 30.8% 41.0% 2.6% 20.5% 0.0% 2.6%
80歳以上

30 19 6 10 3 9 9 11 1 4 2 4

100.0% 63.3% 20.0% 33.3% 10.0% 30.0% 30.0% 36.7% 3.3% 13.3% 6.7% 13.3%

男性 計
426 179 44 217 82 150 182 216 59 42 15 11

100.0% 42.0% 10.3% 50.9% 19.2% 35.2% 42.7% 50.7% 13.8% 9.9% 3.5% 2.6%
10歳代

8 2 0 3 1 1 5 5 1 0 1 0

100.0% 25.0% 0.0% 37.5% 12.5% 12.5% 62.5% 62.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0%
20歳代

37 13 4 22 6 12 16 19 7 5 1 1

100.0% 35.1% 10.8% 59.5% 16.2% 32.4% 43.2% 51.4% 18.9% 13.5% 2.7% 2.7%
30歳代

56 22 7 33 5 20 30 36 6 10 3 0

100.0% 39.3% 12.5% 58.9% 8.9% 35.7% 53.6% 64.3% 10.7% 17.9% 5.4% 0.0%
40歳代

80 33 8 33 18 30 42 46 10 7 4 0

100.0% 41.3% 10.0% 41.3% 22.5% 37.5% 52.5% 57.5% 12.5% 8.8% 5.0% 0.0%
50歳代

74 26 6 33 15 29 29 39 10 8 1 3

100.0% 35.1% 8.1% 44.6% 20.3% 39.2% 39.2% 52.7% 13.5% 10.8% 1.4% 4.1%
60歳代

106 47 9 55 20 43 42 51 15 6 3 2

100.0% 44.3% 8.5% 51.9% 18.9% 40.6% 39.6% 48.1% 14.2% 5.7% 2.8% 1.9%
70歳代

35 16 5 18 9 8 10 12 7 4 1 4

100.0% 45.7% 14.3% 51.4% 25.7% 22.9% 28.6% 34.3% 20.0% 11.4% 2.9% 11.4%
80歳以上

29 20 5 19 8 7 8 8 2 2 1 1

100.0% 69.0% 17.2% 65.5% 27.6% 24.1% 27.6% 27.6% 6.9% 6.9% 3.4% 3.4%
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【経年比較】 

本市の令和２年調査では，「男性による家事・育児・介護などについて，職場における上司や周囲の

理解を進めること」が全体，性別ともに最も多かったものの，本調査では全体で 4番目，女性で 3番

目となっています。 

また，本市の令和 2年調査と比較すると，女性では「配偶者間や家族間でのコミュニケーションを

よくはかること」が 10ポイント以上上回っています。一方，「男性が家事・育児の・介護などに参加

することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」「男性による家事・育児・介護などについて，職場

における上司や周囲の理解を進めること」が 10ポイント以上下回っています。 

 

 

  

48.1

52.2

44.4

48.8

37.9

19.6

14.3

12.0

9.7

4.6

1.8

44.7

47.7

47.9

50.6

40.0

16.3

11.4

10.7

6.5

4.0

1.1

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテ

レワークなどの多様な働き方を普及することで，

仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事・育児・介護などに参加すること

に対する男性自身の抵抗感をなくすこと

配偶者間や家族間でのコミュニ

ケーションをよくはかること

男性による家事・育児・介護などについて，

職場における上司や周囲の理解を進めること

社会の中で，男性による家事・育児・介護

などについても，その評価を高めること

年配者やまわりの人が，配偶者間の役割分担など

についての当事者の考え方を尊重すること

男性の家事・育児・介護などについて，啓発や情報

提供，相談窓口の設置，技能の研修を行うこと

男性が家事・育児・介護などに参加する

ことに対する女性の抵抗感をなくすこと

男性が家事・育児・介護などを行うための，

仲間（ネットワーク）作りをすすめること

その他

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=565)

令和2年(n=447)

男 性

50.7

42.0

50.9

42.7

35.2

19.2

13.8

10.3

9.9

3.5

2.6

45.8

54.8

40.6

55.5

36.8

22.4

11.2

8.3

9.9

3.5

1.1

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテ

レワークなどの多様な働き方を普及することで，

仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事・育児・介護などに参加すること

に対する男性自身の抵抗感をなくすこと

配偶者間や家族間でのコミュニ

ケーションをよくはかること

男性による家事・育児・介護などについて，

職場における上司や周囲の理解を進めること

社会の中で，男性による家事・育児・介護

などについても，その評価を高めること

年配者やまわりの人が，配偶者間の役割分担など

についての当事者の考え方を尊重すること

男性の家事・育児・介護などについて，啓発や情報

提供，相談窓口の設置，技能の研修を行うこと

男性が家事・育児・介護などに参加する

ことに対する女性の抵抗感をなくすこと

男性が家事・育児・介護などを行うための，

仲間（ネットワーク）作りをすすめること

その他

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=426)

令和2年(n=544)

女 性

48.8

47.9

47.2

46.1

37.0

19.7

14.0

11.3

9.7

4.2

2.2

45.2

51.4

43.6

53.3

38.2

19.8

11.4

9.3

8.3

3.8

1.2

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテ

レワークなどの多様な働き方を普及することで，

仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事・育児・介護などに参加すること

に対する男性自身の抵抗感をなくすこと

配偶者間や家族間でのコミュニ

ケーションをよくはかること

男性による家事・育児・介護などについて，

職場における上司や周囲の理解を進めること

社会の中で，男性による家事・育児・介護

などについても，その評価を高めること

年配者やまわりの人が，配偶者間の役割分担など

についての当事者の考え方を尊重すること

男性の家事・育児・介護などについて，啓発や情報

提供，相談窓口の設置，技能の研修を行うこと

男性が家事・育児・介護などに参加する

ことに対する女性の抵抗感をなくすこと

男性が家事・育児・介護などを行うための，

仲間（ネットワーク）作りをすすめること

その他

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体
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【全国比較】（参考） 

 全国調査では，「男性による家事・育児・介護などについて，職場における上司や周囲の理解を進め

ること」が最も多くなっています。 

 

 

  ※本調査は３つまで選択を指定しているのに対し，全国調査ではいくつでも選択可能としている。 

 

全国調査出典：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４年 11月調査） 

 

  

48.8

47.9

47.2

46.1

37.0

19.7

14.0

11.3

9.7

4.2

2.2

46.6

50.7

51.8

66.7

44.5

44.5

24.1

20.2

24.1

1.8

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテレワーク

などの多様な働き方を普及することで，仕事以外の時間を

より多く持てるようにすること

男性が家事・育児・介護などに参加すること

に対する男性自身の抵抗感をなくすこと

配偶者間や家族間でのコミュニ

ケーションをよくはかること

男性による家事・育児・介護などについて，

職場における上司や周囲の理解を進めること

社会の中で，男性による家事・育児・介護

などについても，その評価を高めること

年配者やまわりの人が，配偶者間の役割分担など

についての当事者の考え方を尊重すること

男性の家事・育児・介護などについて，啓発や情報

提供，相談窓口の設置，技能の研修を行うこと

男性が家事・育児・介護などに参加する

ことに対する女性の抵抗感をなくすこと

男性が家事・育児・介護などを行うための，

仲間（ネットワーク）作りをすすめること

その他

無回答・不明

0% 50% 100%

国分寺市(n=1,000)

全国(n=2,847)
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２．仕事について 
 

問６ あなたの職場では，次のような男女の差別はありますか。（○は３つまで） 

全体では，「女性の管理職が少ない」が 27.3％と最も高く，次いで「男性が育休を取りにくい雰囲

気がある」が 18.5％，「昇進，昇格に男女差がある」が 15.7％となっています。 

性別で見ると，女性では「女性の管理職が少ない」が 22.3％と最も高く，次いで「昇進，昇格に

男女差がある」が 16.6％，男性では「女性の管理職が少ない」が 34.0％と最も高く，次いで「男性

が育休を取りにくい雰囲気がある」が 23.7％となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・女性の多い職場なのでよくわからない  

  

22.3

14.5

16.6

9.6

6.5

5.3

2.7

2.1

4.1

27.4

29.4

5.7

34.0

23.7

14.8

10.6

12.0

3.3

2.1

0.5

3.5

27.5

20.0

3.8

女性の管理職が少ない

男性が育休を取りにくい雰囲気がある

昇進，昇格に男女差がある

賃金に男女差がある

性別によって配置場所が限られている

妊娠中の女性への

配慮がされていない

女性は結婚や出産で退職しな

ければならない雰囲気がある

中高年以上の女性の退職を

勧奨するような雰囲気がある

その他

特にない

働いていない

無回答・不明

0% 20% 40%

女性(n=565) 男性(n=426)

27.3

18.5

15.7

9.9

8.8

4.4

2.4

1.4

3.9

27.4

25.3

5.0

女性の管理職が少ない

男性が育休を取りにくい雰囲気がある

昇進，昇格に男女差がある

賃金に男女差がある

性別によって配置場所が限られている

妊娠中の女性への

配慮がされていない

女性は結婚や出産で退職しな

ければならない雰囲気がある

中高年以上の女性の退職を

勧奨するような雰囲気がある

その他

特にない

働いていない

無回答・不明

0% 20% 40%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

 

  

問6　職場内の差別

合計 賃金に男女
差がある

昇進，昇格に
男女差がある

性別によって
配置場所が
限られている

女性の管理
職が少ない

女性は結婚
や出産で退
職しなければ
ならない雰囲
気がある

中高年以上
の女性の退
職を勧奨する
ような雰囲気
がある

妊娠中の女
性への配慮
がされてい
ない

男性が育休
を取りにくい
雰囲気がある

その他 特にない 働いていな
い

無回答・不明

全体 1,000 99 157 88 273 24 14 44 185 39 274 253 50

100.0% 9.9% 15.7% 8.8% 27.3% 2.4% 1.4% 4.4% 18.5% 3.9% 27.4% 25.3% 5.0%

女性 計 565 54 94 37 126 15 12 30 82 23 155 166 32

100.0% 9.6% 16.6% 6.5% 22.3% 2.7% 2.1% 5.3% 14.5% 4.1% 27.4% 29.4% 5.7%
10歳代 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 62.5% 0.0%
20歳代 54 7 12 5 19 3 2 3 14 0 14 11 1

100.0% 13.0% 22.2% 9.3% 35.2% 5.6% 3.7% 5.6% 25.9% 0.0% 25.9% 20.4% 1.9%
30歳代 93 8 20 15 33 2 0 16 28 6 21 12 1

100.0% 8.6% 21.5% 16.1% 35.5% 2.2% 0.0% 17.2% 30.1% 6.5% 22.6% 12.9% 1.1%
40歳代 101 10 18 9 28 4 3 6 22 10 36 15 0

100.0% 9.9% 17.8% 8.9% 27.7% 4.0% 3.0% 5.9% 21.8% 9.9% 35.6% 14.9% 0.0%
50歳代 112 19 29 3 29 2 6 3 11 4 33 29 4

100.0% 17.0% 25.9% 2.7% 25.9% 1.8% 5.4% 2.7% 9.8% 3.6% 29.5% 25.9% 3.6%
60歳代 128 5 11 4 13 1 0 1 6 1 41 56 8

100.0% 3.9% 8.6% 3.1% 10.2% 0.8% 0.0% 0.8% 4.7% 0.8% 32.0% 43.8% 6.3%
70歳代 39 2 1 0 0 2 1 0 1 2 8 20 10

100.0% 5.1% 2.6% 0.0% 0.0% 5.1% 2.6% 0.0% 2.6% 5.1% 20.5% 51.3% 25.6%
80歳以上 30 3 3 1 3 1 0 1 0 0 0 18 8

100.0% 10.0% 10.0% 3.3% 10.0% 3.3% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 26.7%

男性 計 426 45 63 51 145 9 2 14 101 15 117 85 16

100.0% 10.6% 14.8% 12.0% 34.0% 2.1% 0.5% 3.3% 23.7% 3.5% 27.5% 20.0% 3.8%
10歳代 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1

100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 62.5% 12.5%
20歳代 37 2 4 3 3 0 0 1 6 2 14 13 0

100.0% 5.4% 10.8% 8.1% 8.1% 0.0% 0.0% 2.7% 16.2% 5.4% 37.8% 35.1% 0.0%
30歳代 56 8 11 8 25 2 0 3 22 4 18 0 0

100.0% 14.3% 19.6% 14.3% 44.6% 3.6% 0.0% 5.4% 39.3% 7.1% 32.1% 0.0% 0.0%
40歳代 80 8 11 11 39 2 1 3 28 5 20 3 0

100.0% 10.0% 13.8% 13.8% 48.8% 2.5% 1.3% 3.8% 35.0% 6.3% 25.0% 3.8% 0.0%
50歳代 74 8 15 14 27 1 0 2 23 1 21 3 1

100.0% 10.8% 20.3% 18.9% 36.5% 1.4% 0.0% 2.7% 31.1% 1.4% 28.4% 4.1% 1.4%
60歳代 106 11 14 11 37 1 0 3 14 2 32 29 2

100.0% 10.4% 13.2% 10.4% 34.9% 0.9% 0.0% 2.8% 13.2% 1.9% 30.2% 27.4% 1.9%
70歳代 35 3 3 3 7 1 0 0 5 0 7 16 5

100.0% 8.6% 8.6% 8.6% 20.0% 2.9% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 20.0% 45.7% 14.3%
80歳以上 29 5 4 1 7 2 1 2 2 1 3 16 6

100.0% 17.2% 13.8% 3.4% 24.1% 6.9% 3.4% 6.9% 6.9% 3.4% 10.3% 55.2% 20.7%
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問７ 働き方について，あなたの希望と，あなたがパートナーに望むことに最も近い考え方

はどれですか。（それぞれ○は１つ） 

 

【あなたの希望】 

全体では，「結婚や出産，子育て，介護にかかわらず働き続ける」が 39.2％と最も高く，次いで「働

き続けるが，子育て，介護の時期は一時やめる，休業する」が 29.2％となっています。 

性別で見ると，女性では「働き続けるが，子育て，介護の時期は一時やめる，休業する」が 34.2％

と最も高く，男性では「結婚や出産，子育て，介護にかかわらず働き続ける」が 47.9％と最も高く

なっています。 

 

【性・年代別】                       【その他の主な内容】 

・子育てをやってみないとわか

らない 

・その時の状況によって対応  

結婚や出
産，子育
て，介護に
かかわら
ず働き続
ける

結婚する
までは働
くが，その
後は働か
ない

結婚して
子どもが
できるま
では働く
が，その後
は働かな
い

働き続け
るが，子育
て，介護の
時期は一
時やめる，
休業する

一生
働かない

その他
無回答・不
明

39.2

32.6

47.9

2.3

3.5

0.7

3.3

4.8

1.4

29.2

34.2

22.5

2.3

1.1

3.8

6.0

5.5

6.8

17.7

18.4

16.9

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)

合計 結婚や出産，
子育て，介護
にかかわらず
働き続ける

結婚するまで
は働くが，そ
の後は働か
ない

結婚して子ど
もができるま
では働くが，
その後は働か
ない

働き続ける
が，子育て，
介護の時期
は一時やめ
る，休業する

一生働かな
い

その他 無回答・不明

全体 1,000 392 23 33 292 23 60 177
100.0% 39.2% 2.3% 3.3% 29.2% 2.3% 6.0% 17.7%

女性 計 565 184 20 27 193 6 31 104
100.0% 32.6% 3.5% 4.8% 34.2% 1.1% 5.5% 18.4%

10歳代 8 5 0 0 3 0 0 0
100.0% 62.5% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳代 54 15 2 5 24 1 3 4
100.0% 27.8% 3.7% 9.3% 44.4% 1.9% 5.6% 7.4%

30歳代 93 45 3 2 34 1 3 5
100.0% 48.4% 3.2% 2.2% 36.6% 1.1% 3.2% 5.4%

40歳代 101 42 1 7 37 0 5 9
100.0% 41.6% 1.0% 6.9% 36.6% 0.0% 5.0% 8.9%

50歳代 112 37 7 3 36 2 8 19
100.0% 33.0% 6.3% 2.7% 32.1% 1.8% 7.1% 17.0%

60歳代 128 32 4 8 46 0 10 28
100.0% 25.0% 3.1% 6.3% 35.9% 0.0% 7.8% 21.9%

70歳代 39 8 1 0 8 0 1 21
100.0% 20.5% 2.6% 0.0% 20.5% 0.0% 2.6% 53.8%

80歳以上 30 0 2 2 5 2 1 18
100.0% 0.0% 6.7% 6.7% 16.7% 6.7% 3.3% 60.0%

男性 計 426 204 3 6 96 16 29 72
100.0% 47.9% 0.7% 1.4% 22.5% 3.8% 6.8% 16.9%

10歳代 8 1 0 0 3 1 1 2
100.0% 12.5% 0.0% 0.0% 37.5% 12.5% 12.5% 25.0%

20歳代 37 20 0 0 10 0 1 6
100.0% 54.1% 0.0% 0.0% 27.0% 0.0% 2.7% 16.2%

30歳代 56 35 1 0 12 1 5 2
100.0% 62.5% 1.8% 0.0% 21.4% 1.8% 8.9% 3.6%

40歳代 80 46 1 2 19 3 4 5
100.0% 57.5% 1.3% 2.5% 23.8% 3.8% 5.0% 6.3%

50歳代 74 40 0 2 12 2 6 12
100.0% 54.1% 0.0% 2.7% 16.2% 2.7% 8.1% 16.2%

60歳代 106 45 1 1 31 7 7 14
100.0% 42.5% 0.9% 0.9% 29.2% 6.6% 6.6% 13.2%

70歳代 35 10 0 1 5 1 3 15
100.0% 28.6% 0.0% 2.9% 14.3% 2.9% 8.6% 42.9%

80歳以上 29 7 0 0 4 1 2 15
100.0% 24.1% 0.0% 0.0% 13.8% 3.4% 6.9% 51.7%

問7 働き方の希望（あなた）
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【パートナーへの希望】 

全体では，「結婚や出産，子育て，介護にかかわらず働き続ける」が 36.1％と最も高く，次いで「働

き続けるが，子育て，介護の時期は一時やめる，休業する」が 26.0％となっています。 

性別で見ると，女性では「結婚や出産，子育て，介護にかかわらず働き続ける」が 46.4％と最も

高く，男性では「働き続けるが，子育て，介護の時期は一時やめる，休業する」が 35.2％と最も高

くなっています。 

 

【性・年代別】                       【その他の主な内容】 

・パートナーの自由 

・パートナーは作らない 

・相手による 

 

 

 

 

 

 

  

結婚や出
産，子育
て，介護に
かかわら
ず働き続
ける

結婚する
までは働
くが，その
後は働か
ない

結婚して
子どもが
できるま
では働く
が，その後
は働かな
い

働き続け
るが，子育
て，介護の
時期は一
時やめる，
休業する

一生
働かない

その他
無回答・不
明

36.1

46.4

22.8

1.9

2.3

1.2

3.2

1.1

5.9

26.0

19.1

35.2

1.3

0.4

2.3

7.9

6.2

10.3

23.6

24.6

22.3

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)

合計 結婚や出産，
子育て，介護
にかかわらず
働き続ける

結婚するまで
は働くが，そ
の後は働か
ない

結婚して子ど
もができるま
では働くが，
その後は働か
ない

働き続ける
が，子育て，
介護の時期
は一時やめ
る，休業する

一生働かな
い

その他 無回答・不明

全体 1,000 361 19 32 260 13 79 236
100.0% 36.1% 1.9% 3.2% 26.0% 1.3% 7.9% 23.6%

女性 計 565 262 13 6 108 2 35 139
100.0% 46.4% 2.3% 1.1% 19.1% 0.4% 6.2% 24.6%

10歳代 8 5 1 0 2 0 0 0
100.0% 62.5% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳代 54 25 2 0 14 0 5 8
100.0% 46.3% 3.7% 0.0% 25.9% 0.0% 9.3% 14.8%

30歳代 93 62 1 0 14 0 4 12
100.0% 66.7% 1.1% 0.0% 15.1% 0.0% 4.3% 12.9%

40歳代 101 66 1 1 16 0 5 12
100.0% 65.3% 1.0% 1.0% 15.8% 0.0% 5.0% 11.9%

50歳代 112 52 6 1 25 0 8 20
100.0% 46.4% 5.4% 0.9% 22.3% 0.0% 7.1% 17.9%

60歳代 128 39 0 4 33 1 7 44
100.0% 30.5% 0.0% 3.1% 25.8% 0.8% 5.5% 34.4%

70歳代 39 10 0 0 2 0 4 23
100.0% 25.6% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 10.3% 59.0%

80歳以上 30 3 2 0 2 1 2 20
100.0% 10.0% 6.7% 0.0% 6.7% 3.3% 6.7% 66.7%

男性 計 426 97 5 25 150 10 44 95
100.0% 22.8% 1.2% 5.9% 35.2% 2.3% 10.3% 22.3%

10歳代 8 2 0 0 2 0 1 3
100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 37.5%

20歳代 37 8 1 2 16 0 4 6
100.0% 21.6% 2.7% 5.4% 43.2% 0.0% 10.8% 16.2%

30歳代 56 21 0 1 22 0 9 3
100.0% 37.5% 0.0% 1.8% 39.3% 0.0% 16.1% 5.4%

40歳代 80 21 2 4 33 2 9 9
100.0% 26.3% 2.5% 5.0% 41.3% 2.5% 11.3% 11.3%

50歳代 74 19 0 4 27 0 8 16
100.0% 25.7% 0.0% 5.4% 36.5% 0.0% 10.8% 21.6%

60歳代 106 18 1 11 39 6 6 25
100.0% 17.0% 0.9% 10.4% 36.8% 5.7% 5.7% 23.6%

70歳代 35 6 1 1 6 2 5 14
100.0% 17.1% 2.9% 2.9% 17.1% 5.7% 14.3% 40.0%

80歳以上 29 2 0 2 5 0 2 18
100.0% 6.9% 0.0% 6.9% 17.2% 0.0% 6.9% 62.1%

問7　働き方の希望（ パートナー）
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【経年比較】 ※女性の働き方について 

本市の令和２年調査と比較すると，全体，性別ともに「結婚や出産，子育て，介護にかかわらず働

き続ける」が本調査では下回っています。一方，「働き続けるが，子育て，介護の時期は一時やめる，

休業する」では，大きな差はありません。 

 

※本市の令和２年調査では，「あなたは，女性が職業を持つことについて，どのような形が望ましい

と思いますか」でした。そのため，問７の「あなたの希望」の女性回答と「パートナーへの希望」

の男性回答を「女性が職業をもつことについて」として整理しました。 

 

【全国比較（参考）】 ※女性の働き方について 

全国調査では，「こどもができても，ずっと職業を続ける方がよい」が半数を超えています。 

 

  

結婚や出
産，子育
て，介護に
かかわら
ず働き続
ける

結婚する
までは働
くが，その
後は働か
ない

結婚して
子どもが
できるま
では働く
が，その後
は働かな
い

働き続け
るが，子育
て，介護の
時期は一
時やめる，
休業する

一生
働かない

その他
無回答・不
明

28.4

48.3

32.6

50.6

22.8

45.9

2.5

1.2

3.5

1.8

1.2

0.4

5.2

2.2

4.8

2.0

5.9

2.5

34.6

34.3

34.2

33.3

35.2

36.0

1.6

0.1

1.1

2.3

0.2

7.6

8.9

5.5

7.5

10.3

10.1

20.1

5.0

18.4

4.8

22.3

4.9

令和５年(n=991)

令和2年(n=1.006)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

女性

男性

全体

28.4

2.5

5.2

34.6

1.6

7.6

20.1

結婚や出産，子育て，介護

にかかわらず働き続ける

結婚するまでは働く

が，その後は働かない

結婚して子どもができるまで

は働くが，その後は働かない

働き続けるが，子育て，介護の

時期は一時やめる，休業する

一生働かない

その他

無回答・不明

0% 20% 40% 60%

国分寺市(n=991)

59.5
2.6

7.7

27.1

0.7

2.4

こどもができても，ずっ

と職業を続ける方がよい

結婚するまでは職

業を持つ方がよい

こどもができるまでは

，職業をもつ方がよい

こどもができたら職業をやめ，大き

くなったら再び職業を持つ方がよい

女性は職業をもたない方がよい

無回答・不明

0% 20% 40% 60%

全国(n=2.847)

全国調査出典：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４年 11月調査） 
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問８ あなたは，女性が結婚・出産後も働き続けるため，また結婚・出産・介護などを機会

に退職した女性が再就職するためには，どのようなことが必要だと思いますか。（○は

３つまで） 

全体では，「労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテレワークなどの多様な働き方を実

現するための制度の充実」が 73.0％と最も高く，次いで「保育施設，学童クラブ（学童保育）や介

護支援サービスなどの充実」が 68.6％，「家族の理解や家事・育児・介護などへの参加」が 43.1％

となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・女性が一時的に離れても，仕事に影響が出ない人員の充実  ・中小企業への支援 

・給与の底上げ 

  

74.0

72.0

49.7

29.6

25.7

18.1

4.1

1.1

3.4

73.0

64.1

35.0

32.4

30.0

17.6

6.1

0.9

2.8

労働時間の短縮や休暇制度，フレックス

タイムやテレワークなどの多様な働き方

を実現するための制度の充実

保育施設，学童クラブ（学童保育）

や介護支援サービスなどの充実

家族の理解や家事・

育児・介護などへの参加

採用，昇進や昇給など，職場

における男女平等の確保

仕事に対する相談や支援

体制を充実させること

女性自身が働き続けることや

再就職に対する意識を持つこと

その他

必要なことはない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

73.0

68.6

43.1

30.7

27.7

17.8

4.9

1.2

3.2

労働時間の短縮や休暇制度，フレックス

タイムやテレワークなどの多様な働き方

を実現するための制度の充実

保育施設，学童クラブ（学童保育）

や介護支援サービスなどの充実

家族の理解や家事・

育児・介護などへの参加

採用，昇進や昇給など，職場

における男女平等の確保

仕事に対する相談や支援

体制を充実させること

女性自身が働き続けることや

再就職に対する意識を持つこと

その他

必要なことはない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

 

  

合計 保育施設，学
童クラブ（学
童保育）や介
護支援サービ
スなどの充実

労働時間の
短縮や休暇
制度，フレッ
クスタイムや
テレワークな
どの多様な
働き方を実
現するための
制度の充実

採用，昇進や
昇給など，職
場における男
女平等の確
保

仕事に対する
相談や支援
体制を充実
させること

家族の理解
や家事・育
児・介護など
への参加

女性自身が
働き続けるこ
とや再就職に
対する意識を
持つこと

その他 必要なことは
ない

無回答・不明

全体 1,000 686 730 307 277 431 178 49 12 32

100.0% 68.6% 73.0% 30.7% 27.7% 43.1% 17.8% 4.9% 1.2% 3.2%

女性 計 565 407 418 167 145 281 102 23 6 19

100.0% 72.0% 74.0% 29.6% 25.7% 49.7% 18.1% 4.1% 1.1% 3.4%
10歳代 8 3 3 2 3 3 3 0 0 0

100.0% 37.5% 37.5% 25.0% 37.5% 37.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 44 41 26 13 20 7 4 0 2

100.0% 81.5% 75.9% 48.1% 24.1% 37.0% 13.0% 7.4% 0.0% 3.7%
30歳代 93 70 76 34 28 45 15 3 2 1

100.0% 75.3% 81.7% 36.6% 30.1% 48.4% 16.1% 3.2% 2.2% 1.1%
40歳代 101 77 83 24 24 45 15 8 2 0

100.0% 76.2% 82.2% 23.8% 23.8% 44.6% 14.9% 7.9% 2.0% 0.0%
50歳代 112 79 83 35 33 65 19 7 0 1

100.0% 70.5% 74.1% 31.3% 29.5% 58.0% 17.0% 6.3% 0.0% 0.9%
60歳代 128 90 94 28 31 78 29 1 1 2

100.0% 70.3% 73.4% 21.9% 24.2% 60.9% 22.7% 0.8% 0.8% 1.6%
70歳代 39 26 26 11 6 18 7 0 1 4

100.0% 66.7% 66.7% 28.2% 15.4% 46.2% 17.9% 0.0% 2.6% 10.3%
80歳以上 30 18 12 7 7 7 7 0 0 9

100.0% 60.0% 40.0% 23.3% 23.3% 23.3% 23.3% 0.0% 0.0% 30.0%

男性 計 426 273 311 138 128 149 75 26 4 12

100.0% 64.1% 73.0% 32.4% 30.0% 35.0% 17.6% 6.1% 0.9% 2.8%
10歳代 8 1 5 2 2 3 1 0 1 1

100.0% 12.5% 62.5% 25.0% 25.0% 37.5% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5%
20歳代 37 27 28 12 11 13 5 2 0 1

100.0% 73.0% 75.7% 32.4% 29.7% 35.1% 13.5% 5.4% 0.0% 2.7%
30歳代 56 37 41 16 16 23 11 7 0 2

100.0% 66.1% 73.2% 28.6% 28.6% 41.1% 19.6% 12.5% 0.0% 3.6%
40歳代 80 52 61 27 27 31 18 8 1 0

100.0% 65.0% 76.3% 33.8% 33.8% 38.8% 22.5% 10.0% 1.3% 0.0%
50歳代 74 46 52 23 20 25 14 2 0 1

100.0% 62.2% 70.3% 31.1% 27.0% 33.8% 18.9% 2.7% 0.0% 1.4%
60歳代 106 76 83 37 27 37 10 3 0 2

100.0% 71.7% 78.3% 34.9% 25.5% 34.9% 9.4% 2.8% 0.0% 1.9%
70歳代 35 19 25 9 14 13 8 3 1 2

100.0% 54.3% 71.4% 25.7% 40.0% 37.1% 22.9% 8.6% 2.9% 5.7%
80歳以上 29 15 16 12 11 4 8 1 1 2

100.0% 51.7% 55.2% 41.4% 37.9% 13.8% 27.6% 3.4% 3.4% 6.9%

問8 女性が働き続けること，再就職するために必要なこと
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，回答の傾向は同じですが，全体，性別ともに「家族の理解や家

事・育児などへの参加」が本調査では下回っています。 

 

 

  

73.0

64.1

35.0

32.4

30.0

17.6

6.1

0.9

2.8

72.3

65.1

49.4

34.2

26.4

23.0

4.9

0.0

1.1

労働時間の短縮や休暇制度，フレックス

タイムやテレワークなどの多様な働き方

を実現するための制度の充実

保育施設，学童クラブ（学童保育）

や介護支援サービスなどの充実

家族の理解や家事・

育児・介護などへの参加

採用，昇進や昇給など，職場

における男女平等の確保

仕事に対する相談や支援

体制を充実させること

女性自身が働き続けることや

再就職に対する意識を持つこと

その他

必要なことはない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

男 性

74.0

72.0

49.7

29.6

25.7

18.1

4.1

1.1

3.4

73.9

66.9

58.6

32.5

27.8

18.2

5.1

0.0

0.9

労働時間の短縮や休暇制度，フレックス

タイムやテレワークなどの多様な働き方

を実現するための制度の充実

保育施設，学童クラブ（学童保育）

や介護支援サービスなどの充実

家族の理解や家事・

育児・介護などへの参加

採用，昇進や昇給など，職場

における男女平等の確保

仕事に対する相談や支援

体制を充実させること

女性自身が働き続けることや

再就職に対する意識を持つこと

その他

必要なことはない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

女 性

73.0

68.6

43.1

30.7

27.7

17.8

4.9

1.2

3.2

72.9

66.2

54.5

33.4

27.0

20.3

5.1

0.0

1.1

労働時間の短縮や休暇制度，フレックス

タイムやテレワークなどの多様な働き方

を実現するための制度の充実

保育施設，学童クラブ（学童保育）

や介護支援サービスなどの充実

家族の理解や家事・

育児・介護などへの参加

採用，昇進や昇給など，職場

における男女平等の確保

仕事に対する相談や支援

体制を充実させること

女性自身が働き続けることや

再就職に対する意識を持つこと

その他

必要なことはない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体
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問９ あなたは，育児休業や介護休業等を取得したことがありますか。（①から④のそれぞれ

１つに〇） 

全体では，「取得したことがある」の割合は「①育児休業」では 14.8％，「②子の看護休暇」は 9.5％，

「③介護休業」は 0.9％，「④介護休暇」が 2.3％となっています。「職場にそのような休業・休暇の

制度がなかった」の割合は「①育児休業」では 15.4％，「②子の看護休暇」は 16.9％，「③介護休業」

は 12.6％，「④介護休暇」が 12.6％となっています。 

     【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

 

 

 

  

取得したこ
とがある

職場にそ
のような休
業・休暇の
制度がな
かった

在職中に
育児・介護
をしたが，
休業・休暇
を取得しな
くても対応
できた

取得した
かったが
周囲の事
情などに
より取得で
きなかっ
た

育児・介護
はなかっ
たので取
得する必要
がなかっ
た

働いてい
なかった

無回答・
不明

14.8

9.5

0.9

2.3

15.4

16.9

12.6

12.6

6.2

8.6

7.6

6.3

5.8

4.5

3.9

4.2

29.1

32.3

48.6

47.7

21.3

19.6

18.3

18.3

7.4

8.6

8.1

8.6

①育児休業

②子の看護休暇

③介護休業

④介護休暇

取得したこ
とがある

職場にそ
のような休
業・休暇の
制度がな
かった

在職中に
育児・介護
をしたが，
休業・休暇
を取得しな
くても対応
できた

取得した
かったが
周囲の事
情などに
より取得で
きなかっ
た

育児・介護
はなかっ
たので取
得する必要
がなかっ
た

働いてい
なかった

無回答・
不明

19.3

9.2

9.7

9.4

0.9

0.9

2.7

1.9

8.7

24.4

14.5

20.2

10.6

15.0

10.6

15.3

2.8

10.8

6.0

12.2

6.2

9.6

5.5

7.5

3.7

8.7

2.3

7.5

3.0

5.2

3.0

5.9

28.0

30.3

31.7

33.1

47.1

50.9

45.8

50.5

30.4

8.9

27.6

8.7

24.6

9.6

24.4

9.9

7.1

7.7

8.1

8.9

7.6

8.7

8.0

9.2

①育児休業 女性(n=565)

男性(n=426)

②子の看護休暇 女性(n=565)

男性(n=426)

③介護休業 女性(n=565)

男性(n=426)

④介護休暇 女性(n=565)

男性(n=426)

①育児休業

②子の看護休暇

③介護休業

④介護休暇
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【性・年代別】 

 

 

  

合計 取得したこと
がある

職場にそのよ
うな休業・休
暇の制度が
なかった

在職中に育
児・介護をし
たが，休業・
休暇を取得し
なくても対応
できた

取得したかっ
たが周囲の
事情などによ
り取得できな
かった

育児・介護は
なかったので
取得する必要
がなかった

働いていな
かった

無回答・不明 取得したこと
がある

職場にそのよ
うな休業・休
暇の制度が
なかった

在職中に育
児・介護をし
たが，休業・
休暇を取得し
なくても対応
できた

取得したかっ
たが周囲の
事情などによ
り取得できな
かった

育児・介護は
なかったので
取得する必要
がなかった

働いていな
かった

無回答・不明

全体 1,000 148 154 62 58 291 213 74 95 169 86 45 323 196 86

100.0% 14.8% 15.4% 6.2% 5.8% 29.1% 21.3% 7.4% 9.5% 16.9% 8.6% 4.5% 32.3% 19.6% 8.6%

女性 計 565 109 49 16 21 158 172 40 55 82 34 13 179 156 46

100.0% 19.3% 8.7% 2.8% 3.7% 28.0% 30.4% 7.1% 9.7% 14.5% 6.0% 2.3% 31.7% 27.6% 8.1%
10歳代 8 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 2 6 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0%
20歳代 54 4 1 0 1 36 8 4 1 0 2 1 37 8 5

100.0% 7.4% 1.9% 0.0% 1.9% 66.7% 14.8% 7.4% 1.9% 0.0% 3.7% 1.9% 68.5% 14.8% 9.3%
30歳代 93 39 4 1 4 34 10 1 19 8 8 4 40 12 2

100.0% 41.9% 4.3% 1.1% 4.3% 36.6% 10.8% 1.1% 20.4% 8.6% 8.6% 4.3% 43.0% 12.9% 2.2%
40歳代 101 30 11 0 6 26 26 2 21 20 7 1 29 21 2

100.0% 29.7% 10.9% 0.0% 5.9% 25.7% 25.7% 2.0% 20.8% 19.8% 6.9% 1.0% 28.7% 20.8% 2.0%
50歳代 112 20 8 5 5 29 42 3 9 20 5 4 35 34 5

100.0% 17.9% 7.1% 4.5% 4.5% 25.9% 37.5% 2.7% 8.0% 17.9% 4.5% 3.6% 31.3% 30.4% 4.5%
60歳代 128 13 18 5 5 29 50 8 5 24 6 3 34 47 9

100.0% 10.2% 14.1% 3.9% 3.9% 22.7% 39.1% 6.3% 3.9% 18.8% 4.7% 2.3% 26.6% 36.7% 7.0%
70歳代 39 2 5 5 0 2 16 9 0 6 6 0 2 16 9

100.0% 5.1% 12.8% 12.8% 0.0% 5.1% 41.0% 23.1% 0.0% 15.4% 15.4% 0.0% 5.1% 41.0% 23.1%
80歳以上 30 1 2 0 0 0 14 13 0 4 0 0 0 12 14

100.0% 3.3% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 46.7% 43.3% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 46.7%

男性 計 426 39 104 46 37 129 38 33 40 86 52 32 141 37 38

100.0% 9.2% 24.4% 10.8% 8.7% 30.3% 8.9% 7.7% 9.4% 20.2% 12.2% 7.5% 33.1% 8.7% 8.9%
10歳代 8 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 6 2

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
20歳代 37 1 0 0 1 20 12 3 1 1 0 0 20 12 3

100.0% 2.7% 0.0% 0.0% 2.7% 54.1% 32.4% 8.1% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 54.1% 32.4% 8.1%
30歳代 56 14 2 5 4 27 4 0 7 4 6 2 33 4 0

100.0% 25.0% 3.6% 8.9% 7.1% 48.2% 7.1% 0.0% 12.5% 7.1% 10.7% 3.6% 58.9% 7.1% 0.0%
40歳代 80 17 13 12 11 22 4 1 21 9 12 6 25 4 3

100.0% 21.3% 16.3% 15.0% 13.8% 27.5% 5.0% 1.3% 26.3% 11.3% 15.0% 7.5% 31.3% 5.0% 3.8%
50歳代 74 4 24 11 11 18 2 4 8 19 10 10 22 1 4

100.0% 5.4% 32.4% 14.9% 14.9% 24.3% 2.7% 5.4% 10.8% 25.7% 13.5% 13.5% 29.7% 1.4% 5.4%
60歳代 106 1 35 17 7 36 3 7 2 29 20 9 35 4 7

100.0% 0.9% 33.0% 16.0% 6.6% 34.0% 2.8% 6.6% 1.9% 27.4% 18.9% 8.5% 33.0% 3.8% 6.6%
70歳代 35 1 17 1 2 4 4 6 1 14 2 4 4 3 7

100.0% 2.9% 48.6% 2.9% 5.7% 11.4% 11.4% 17.1% 2.9% 40.0% 5.7% 11.4% 11.4% 8.6% 20.0%
80歳以上 29 1 13 0 1 2 3 9 0 10 2 1 2 3 11

100.0% 3.4% 44.8% 0.0% 3.4% 6.9% 10.3% 31.0% 0.0% 34.5% 6.9% 3.4% 6.9% 10.3% 37.9%

合計 取得したこと
がある

職場にそのよ
うな休業・休
暇の制度が
なかった

在職中に育
児・介護をし
たが，休業・
休暇を取得し
なくても対応
できた

取得したかっ
たが周囲の
事情などによ
り取得できな
かった

育児・介護は
なかったので
取得する必要
がなかった

働いていな
かった

無回答・不明 取得したこと
がある

職場にそのよ
うな休業・休
暇の制度が
なかった

在職中に育
児・介護をし
たが，休業・
休暇を取得し
なくても対応
できた

取得したかっ
たが周囲の
事情などによ
り取得できな
かった

育児・介護は
なかったので
取得する必要
がなかった

働いていな
かった

無回答・不明

全体 1,000 9 126 76 39 486 183 81 23 126 63 42 477 183 86

100.0% 0.9% 12.6% 7.6% 3.9% 48.6% 18.3% 8.1% 2.3% 12.6% 6.3% 4.2% 47.7% 18.3% 8.6%

女性 計 565 5 60 35 17 266 139 43 15 60 31 17 259 138 45

100.0% 0.9% 10.6% 6.2% 3.0% 47.1% 24.6% 7.6% 2.7% 10.6% 5.5% 3.0% 45.8% 24.4% 8.0%
10歳代 8 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 2 6 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0%
20歳代 54 0 0 0 1 39 8 6 0 0 2 0 39 8 5

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 72.2% 14.8% 11.1% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% 72.2% 14.8% 9.3%
30歳代 93 1 3 3 0 70 12 4 1 4 3 1 69 12 3

100.0% 1.1% 3.2% 3.2% 0.0% 75.3% 12.9% 4.3% 1.1% 4.3% 3.2% 1.1% 74.2% 12.9% 3.2%
40歳代 101 0 12 7 2 63 17 0 3 13 5 2 61 16 1

100.0% 0.0% 11.9% 6.9% 2.0% 62.4% 16.8% 0.0% 3.0% 12.9% 5.0% 2.0% 60.4% 15.8% 1.0%
50歳代 112 2 14 8 8 50 27 3 6 15 6 8 47 27 3

100.0% 1.8% 12.5% 7.1% 7.1% 44.6% 24.1% 2.7% 5.4% 13.4% 5.4% 7.1% 42.0% 24.1% 2.7%
60歳代 128 2 23 10 5 36 45 7 5 21 9 4 35 45 9

100.0% 1.6% 18.0% 7.8% 3.9% 28.1% 35.2% 5.5% 3.9% 16.4% 7.0% 3.1% 27.3% 35.2% 7.0%
70歳代 39 0 3 7 1 6 12 10 0 4 6 1 6 12 10

100.0% 0.0% 7.7% 17.9% 2.6% 15.4% 30.8% 25.6% 0.0% 10.3% 15.4% 2.6% 15.4% 30.8% 25.6%
80歳以上 30 0 5 0 0 0 12 13 0 3 0 1 0 12 14

100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 43.3% 0.0% 10.0% 0.0% 3.3% 0.0% 40.0% 46.7%

男性 計 426 4 64 41 22 217 41 37 8 65 32 25 215 42 39

100.0% 0.9% 15.0% 9.6% 5.2% 50.9% 9.6% 8.7% 1.9% 15.3% 7.5% 5.9% 50.5% 9.9% 9.2%
10歳代 8 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 6 2

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
20歳代 37 0 1 0 1 19 13 3 0 1 0 0 21 12 3

100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 2.7% 51.4% 35.1% 8.1% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 56.8% 32.4% 8.1%
30歳代 56 0 2 1 1 48 4 0 0 2 1 1 48 4 0

100.0% 0.0% 3.6% 1.8% 1.8% 85.7% 7.1% 0.0% 0.0% 3.6% 1.8% 1.8% 85.7% 7.1% 0.0%
40歳代 80 1 3 9 4 56 5 2 1 4 6 4 56 6 3

100.0% 1.3% 3.8% 11.3% 5.0% 70.0% 6.3% 2.5% 1.3% 5.0% 7.5% 5.0% 70.0% 7.5% 3.8%
50歳代 74 1 13 9 8 37 1 5 2 14 8 8 36 1 5

100.0% 1.4% 17.6% 12.2% 10.8% 50.0% 1.4% 6.8% 2.7% 18.9% 10.8% 10.8% 48.6% 1.4% 6.8%
60歳代 106 1 21 20 4 48 5 7 4 22 15 7 45 5 8

100.0% 0.9% 19.8% 18.9% 3.8% 45.3% 4.7% 6.6% 3.8% 20.8% 14.2% 6.6% 42.5% 4.7% 7.5%
70歳代 35 1 14 2 3 5 4 6 1 12 2 4 6 4 6

100.0% 2.9% 40.0% 5.7% 8.6% 14.3% 11.4% 17.1% 2.9% 34.3% 5.7% 11.4% 17.1% 11.4% 17.1%
80歳以上 29 0 10 0 1 4 3 11 0 10 0 1 3 4 11

100.0% 0.0% 34.5% 0.0% 3.4% 13.8% 10.3% 37.9% 0.0% 34.5% 0.0% 3.4% 10.3% 13.8% 37.9%

問9 各種休業の取得　①育児休業 問9 各種休業の取得　②子の看護休暇

問9 各種休業の取得　③介護休業 問9 各種休業の取得　④介護休暇
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問 10 あなたは，育児休業や介護休業を男性も女性も取りやすくするためには，どのような

ことが必要だと思いますか。（○は３つまで） 

全体では，「上司や同僚などの理解や協力があること」が 65.3％と最も高く，次いで「休業中の賃

金や手当などの経済的支援があること」が 47.4％，「復帰後の仕事が保障されること」が 42.7％，

「職場に育児休業や介護休業を利用しやすい雰囲気があること」が 37.6％，「休業中の代替要員が確

保されること」が 37.2％となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・法的に義務化  ・人員や勤労のシステムに余裕があり，欠員が出ても大きく困らない職場 

  ・収入に変化がないこと 

  

65.8

45.0

42.5

41.8

35.4

27.6

17.7

14.7

5.7

2.7

0.5

3.4

65.0

51.4

43.4

31.7

39.9

25.4

16.0

15.7

4.9

3.1

0.9

1.9

上司や同僚などの理解や協力があること

休業中の賃金や手当など

の経済的支援があること

復帰後の仕事が保障されること

職場に育児休業や介護休業を

利用しやすい雰囲気があること

休業中の代替要員が確保されること

育児休業や介護休業を利用したことに

よって，昇進や昇給に影響がないこと

家族の理解や協力があること

育児・介護に参加する

環境が整備されること

以前に育児休業や介護休業

を利用した人の例があること

その他

取りやすくする必要はない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

65.3

47.4

42.7

37.6

37.2

26.5

16.9

15.1

5.3

2.8

0.9

2.8

上司や同僚などの理解や協力があること

休業中の賃金や手当など

の経済的支援があること

復帰後の仕事が保障されること

職場に育児休業や介護休業を

利用しやすい雰囲気があること

休業中の代替要員が確保されること

育児休業や介護休業を利用したことに

よって，昇進や昇給に影響がないこと

家族の理解や協力があること

育児・介護に参加する

環境が整備されること

以前に育児休業や介護休業

を利用した人の例があること

その他

取りやすくする必要はない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

 

 

  

問10 休業を取得しやすくするために必要なこと

合計 上司や同僚
などの理解
や協力がある
こと

家族の理解
や協力がある
こと

休業中の代
替要員が確
保されること

復帰後の仕
事が保障さ
れること

休業中の賃
金や手当な
どの経済的
支援があるこ
と

育児休業や
介護休業を
利用したこと
によって，昇
進や昇給に
影響がないこ
と

育児・介護に
参加する環境
が整備される
こと

職場に育児
休業や介護
休業を利用し
やすい雰囲気
があること

以前に育児
休業や介護
休業を利用し
た人の例が
あること

その他 取りやすくす
る必要はない

無回答・不明

全体 1,000 653 169 372 427 474 265 151 376 53 28 9 28

100.0% 65.3% 16.9% 37.2% 42.7% 47.4% 26.5% 15.1% 37.6% 5.3% 2.8% 0.9% 2.8%

女性 計 565 372 100 200 240 254 156 83 236 32 15 3 19

100.0% 65.8% 17.7% 35.4% 42.5% 45.0% 27.6% 14.7% 41.8% 5.7% 2.7% 0.5% 3.4%
10歳代 8 5 1 3 5 4 2 0 3 0 0 0 0

100.0% 62.5% 12.5% 37.5% 62.5% 50.0% 25.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 36 9 18 24 24 24 11 26 7 1 0 1

100.0% 66.7% 16.7% 33.3% 44.4% 44.4% 44.4% 20.4% 48.1% 13.0% 1.9% 0.0% 1.9%
30歳代 93 71 18 41 39 52 36 11 38 11 2 0 0

100.0% 76.3% 19.4% 44.1% 41.9% 55.9% 38.7% 11.8% 40.9% 11.8% 2.2% 0.0% 0.0%
40歳代 101 67 17 36 39 42 32 13 44 7 6 2 0

100.0% 66.3% 16.8% 35.6% 38.6% 41.6% 31.7% 12.9% 43.6% 6.9% 5.9% 2.0% 0.0%
50歳代 112 77 20 44 49 52 24 16 42 4 6 0 2

100.0% 68.8% 17.9% 39.3% 43.8% 46.4% 21.4% 14.3% 37.5% 3.6% 5.4% 0.0% 1.8%
60歳代 128 79 23 45 54 58 25 23 61 1 0 1 2

100.0% 61.7% 18.0% 35.2% 42.2% 45.3% 19.5% 18.0% 47.7% 0.8% 0.0% 0.8% 1.6%
70歳代 39 21 8 6 19 14 8 5 15 1 0 0 6

100.0% 53.8% 20.5% 15.4% 48.7% 35.9% 20.5% 12.8% 38.5% 2.6% 0.0% 0.0% 15.4%
80歳以上 30 16 4 7 11 8 5 4 7 1 0 0 8

100.0% 53.3% 13.3% 23.3% 36.7% 26.7% 16.7% 13.3% 23.3% 3.3% 0.0% 0.0% 26.7%

男性 計 426 277 68 170 185 219 108 67 135 21 13 4 8

100.0% 65.0% 16.0% 39.9% 43.4% 51.4% 25.4% 15.7% 31.7% 4.9% 3.1% 0.9% 1.9%
10歳代 8 3 1 0 3 2 0 1 3 0 0 1 2

100.0% 37.5% 12.5% 0.0% 37.5% 25.0% 0.0% 12.5% 37.5% 0.0% 0.0% 12.5% 25.0%
20歳代 37 25 8 12 16 20 3 2 14 1 0 0 1

100.0% 67.6% 21.6% 32.4% 43.2% 54.1% 8.1% 5.4% 37.8% 2.7% 0.0% 0.0% 2.7%
30歳代 56 35 9 29 24 28 22 7 21 4 2 0 0

100.0% 62.5% 16.1% 51.8% 42.9% 50.0% 39.3% 12.5% 37.5% 7.1% 3.6% 0.0% 0.0%
40歳代 80 56 11 36 36 43 30 13 33 9 4 0 0

100.0% 70.0% 13.8% 45.0% 45.0% 53.8% 37.5% 16.3% 41.3% 11.3% 5.0% 0.0% 0.0%
50歳代 74 48 9 30 29 37 16 12 24 3 1 2 1

100.0% 64.9% 12.2% 40.5% 39.2% 50.0% 21.6% 16.2% 32.4% 4.1% 1.4% 2.7% 1.4%
60歳代 106 67 16 39 54 59 21 23 25 3 3 0 1

100.0% 63.2% 15.1% 36.8% 50.9% 55.7% 19.8% 21.7% 23.6% 2.8% 2.8% 0.0% 0.9%
70歳代 35 25 5 18 12 17 9 4 8 1 2 0 0

100.0% 71.4% 14.3% 51.4% 34.3% 48.6% 25.7% 11.4% 22.9% 2.9% 5.7% 0.0% 0.0%
80歳以上 29 18 9 6 11 13 7 5 7 0 1 1 2

100.0% 62.1% 31.0% 20.7% 37.9% 44.8% 24.1% 17.2% 24.1% 0.0% 3.4% 3.4% 6.9%
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，「上司や同僚などの理解や協力があること」「休業中の代替要員

が確保されること」「家族の理解や協力があること」が全体，性別ともに本調査では上回っています。

一方，「職場に育児休業や介護休業を利用しやすい雰囲気があること」「育児休業や介護休業を利用し

たことによって，昇進や昇給に影響がないこと」「育児・介護に参加する環境が整備されること」が全

体，性別ともに本調査では下回っています。 

 
  

65.0

51.4

43.4

31.7

39.9

25.4

16.0

15.7

4.9

3.1

0.9

1.9

57.7

48.8

41.8

46.8

23.5

34.2

12.1

20.4

4.9

3.4

0.7

1.1

上司や同僚などの理

解や協力があること

休業中の賃金や手当など

の経済的支援があること

復帰後の仕事が保障されること

職場に育児休業や介護休業を

利用しやすい雰囲気があること

休業中の代替要員が確保されること

育児休業や介護休業を利用したことに

よって，昇進や昇給に影響がないこと

家族の理解や協力があること

育児・介護に参加する

環境が整備されること

以前に育児休業や介護休業

を利用した人の例があること

その他

取りやすくする必要はない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

男 性

65.8

45.0

42.5

41.8

35.4

27.6

17.7

14.7

5.7

2.7

0.5

3.4

61.4

47.4

45.6

48.9

22.8

35.3

10.1

16.7

3.3

1.5

0.0

1.3

上司や同僚などの理

解や協力があること

休業中の賃金や手当など

の経済的支援があること

復帰後の仕事が保障されること

職場に育児休業や介護休業を

利用しやすい雰囲気があること

休業中の代替要員が確保されること

育児休業や介護休業を利用したことに

よって，昇進や昇給に影響がないこと

家族の理解や協力があること

育児・介護に参加する

環境が整備されること

以前に育児休業や介護休業

を利用した人の例があること

その他

取りやすくする必要はない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

女 性

65.3

47.4

42.7

37.6

37.2

26.5

16.9

15.1

5.3

2.8

0.9

2.8

59.6

47.7

43.8

48.2

23.2

34.7

11.1

18.3

4.0

2.4

0.3

1.3

上司や同僚などの理

解や協力があること

休業中の賃金や手当など

の経済的支援があること

復帰後の仕事が保障されること

職場に育児休業や介護休業を

利用しやすい雰囲気があること

休業中の代替要員が確保されること

育児休業や介護休業を利用したことに

よって，昇進や昇給に影響がないこと

家族の理解や協力があること

育児・介護に参加する

環境が整備されること

以前に育児休業や介護休業

を利用した人の例があること

その他

取りやすくする必要はない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体
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３．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 
 

問 11 「仕事」「家庭生活」「個人の生活（地域活動，趣味・学習等）」の優先度について，

あなたの希望に最も近いもの，現状に最も近いものはそれぞれどれですか。（それぞれ

○は１つ） 

【希望】 

全体では，「すべてのバランスをとりたい」の割合が 35.1％となっています。 

性別で見ると，「すべてのバランスをとりたい」の割合が女性では 36.5％，男性では 33.6％と最

も高くなっています。 

 

【性・年代別】 

 

  

「仕事」を
優先した
い

「家庭生
活」を優先
したい

「個人の生
活」を優先
したい

「仕事」と
「家庭生
活」の両方
を優先し
たい

「仕事」と
「個人の生
活」の両方
を優先し
たい

「家庭生
活」と「個
人の生活」
の両方を
優先した
い

すべての
バランス
をとりた
い

無回答・
不明

2.6

1.6

3.8

11.2

12.9

8.9

9.1

9.0

9.4

16.4

12.4

21.8

5.6

5.3

6.1

10.2

11.2

8.9

35.1

36.5

33.6

9.8

11.2

7.5

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)

合計 「仕事」を優
先したい

「家庭生活」
を優先したい

「個人の生
活」を優先し
たい

「仕事」と「家
庭生活」の両
方を優先した
い

「仕事」と「個
人の生活」の
両方を優先し
たい

「家庭生活」
と「個人の生
活」の両方を
優先したい

すべてのバラ
ンスをとりた
い

無回答・不明

全体 1,000 26 112 91 164 56 102 351 98
100.0% 2.6% 11.2% 9.1% 16.4% 5.6% 10.2% 35.1% 9.8%

女性 計 565 9 73 51 70 30 63 206 63
100.0% 1.6% 12.9% 9.0% 12.4% 5.3% 11.2% 36.5% 11.2%

10歳代 8 0 0 5 1 1 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 62.5% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0%

20歳代 54 1 6 11 4 6 13 11 2
100.0% 1.9% 11.1% 20.4% 7.4% 11.1% 24.1% 20.4% 3.7%

30歳代 93 1 17 6 20 1 13 34 1
100.0% 1.1% 18.3% 6.5% 21.5% 1.1% 14.0% 36.6% 1.1%

40歳代 101 0 23 4 13 9 11 39 2
100.0% 0.0% 22.8% 4.0% 12.9% 8.9% 10.9% 38.6% 2.0%

50歳代 112 3 14 14 14 6 8 48 5
100.0% 2.7% 12.5% 12.5% 12.5% 5.4% 7.1% 42.9% 4.5%

60歳代 128 3 7 11 12 7 14 55 19
100.0% 2.3% 5.5% 8.6% 9.4% 5.5% 10.9% 43.0% 14.8%

70歳代 39 0 2 0 4 0 3 11 19
100.0% 0.0% 5.1% 0.0% 10.3% 0.0% 7.7% 28.2% 48.7%

80歳以上 30 1 4 0 2 0 1 7 15
100.0% 3.3% 13.3% 0.0% 6.7% 0.0% 3.3% 23.3% 50.0%

男性 計 426 16 38 40 93 26 38 143 32
100.0% 3.8% 8.9% 9.4% 21.8% 6.1% 8.9% 33.6% 7.5%

10歳代 8 0 0 3 0 1 1 2 1
100.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 12.5% 12.5% 25.0% 12.5%

20歳代 37 2 4 9 3 3 3 11 2
100.0% 5.4% 10.8% 24.3% 8.1% 8.1% 8.1% 29.7% 5.4%

30歳代 56 3 4 6 18 2 7 16 0
100.0% 5.4% 7.1% 10.7% 32.1% 3.6% 12.5% 28.6% 0.0%

40歳代 80 3 12 6 20 6 10 23 0
100.0% 3.8% 15.0% 7.5% 25.0% 7.5% 12.5% 28.8% 0.0%

50歳代 74 3 11 7 15 3 5 27 3
100.0% 4.1% 14.9% 9.5% 20.3% 4.1% 6.8% 36.5% 4.1%

60歳代 106 4 7 6 27 9 9 36 8
100.0% 3.8% 6.6% 5.7% 25.5% 8.5% 8.5% 34.0% 7.5%

70歳代 35 1 0 2 8 1 1 14 8
100.0% 2.9% 0.0% 5.7% 22.9% 2.9% 2.9% 40.0% 22.9%

80歳以上 29 0 0 1 2 1 2 14 9
100.0% 0.0% 0.0% 3.4% 6.9% 3.4% 6.9% 48.3% 31.0%

Ⅳ 問11 優先度 希望
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，全体，性別ともに「「家庭生活」を優先したい」「「個人の生活」

を優先したい」「すべてのバランスをとりたい」が本調査では上回っています。 

 

 

 

 

  

「仕事」を
優先した
い

「家庭生
活」を優先
したい

「個人の生
活」を優先
したい

「仕事」と
「家庭生
活」の両方
を優先し
たい

「仕事」と
「個人の生
活」の両方
を優先し
たい

「家庭生
活」と「個
人の生活」
の両方を
優先した
い

すべての
バランス
をとりた
い

無回答・
不明

2.6

3.0

1.6

2.0

3.8

4.0

11.2

9.2

12.9

9.9

8.9

8.3

9.1

6.7

9.0

4.6

9.4

8.9

16.4

24.3

12.4

21.5

21.8

28.2

5.6

8.7

5.3

8.8

6.1

8.9

10.2

13.6

11.2

15.3

8.9

11.2

35.1

29.8

36.5

32.7

33.6

26.8

9.8

4.7

11.2

5.1

7.5

3.5

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

女性

男性

全体
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【現状】 

全体では，「「仕事」と「家庭生活」の両方を優先」が 18.1％と最も高く，次いで「「仕事」を優先」

が 17.6％，「すべてのバランスをとっている」が 17.4％となっています。 

性別で見ると，女性では「すべてのバランスをとっている」が 18.2％と最も高く，次いで「「家庭

生活」を優先」が 18.1％，男性では「「仕事」を優先」が 24.4％と最も高く，次いで「「仕事」と「家

庭生活」を優先」が 21.4％となっています。 

 

【性・年代別】 

  

「仕事」を
優先

「家庭生
活」を優先

「個人の生
活」を優先

「仕事」と
「家庭生
活」の両方
を優先

「仕事」と
「個人の生
活」の両方
を優先

「家庭生
活」と「個
人の生活」
の両方を
優先

すべての
バランス
をとって
いる

無回答・
不明

17.6

12.7

24.4

13.1

18.1

6.6

7.5

7.1

8.0

18.1

15.6

21.4

6.8

6.2

7.7

6.3

7.3

5.2

17.4

18.2

16.2

13.2

14.9

10.6

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)

合計 「仕事」を優
先したい

「家庭生活」
を優先したい

「個人の生
活」を優先し
たい

「仕事」と「家
庭生活」の両
方を優先した
い

「仕事」と「個
人の生活」の
両方を優先し
たい

「家庭生活」
と「個人の生
活」の両方を
優先したい

すべてのバラ
ンスをとりた
い

無回答・不明

全体 1,000 176 131 75 181 68 63 174 132
100.0% 17.6% 13.1% 7.5% 18.1% 6.8% 6.3% 17.4% 13.2%

女性 計 565 72 102 40 88 35 41 103 84
100.0% 12.7% 18.1% 7.1% 15.6% 6.2% 7.3% 18.2% 14.9%

10歳代 8 2 0 4 1 0 0 1 0
100.0% 25.0% 0.0% 50.0% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0%

20歳代 54 13 3 7 6 9 4 9 3
100.0% 24.1% 5.6% 13.0% 11.1% 16.7% 7.4% 16.7% 5.6%

30歳代 93 16 28 8 19 5 5 9 3
100.0% 17.2% 30.1% 8.6% 20.4% 5.4% 5.4% 9.7% 3.2%

40歳代 101 10 32 2 26 8 2 19 2
100.0% 9.9% 31.7% 2.0% 25.7% 7.9% 2.0% 18.8% 2.0%

50歳代 112 17 19 5 20 5 10 26 10
100.0% 15.2% 17.0% 4.5% 17.9% 4.5% 8.9% 23.2% 8.9%

60歳代 128 12 15 13 13 8 16 26 25
100.0% 9.4% 11.7% 10.2% 10.2% 6.3% 12.5% 20.3% 19.5%

70歳代 39 2 2 1 3 0 2 11 18
100.0% 5.1% 5.1% 2.6% 7.7% 0.0% 5.1% 28.2% 46.2%

80歳以上 30 0 3 0 0 0 2 2 23
100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 6.7% 76.7%

男性 計 426 104 28 34 91 33 22 69 45
100.0% 24.4% 6.6% 8.0% 21.4% 7.7% 5.2% 16.2% 10.6%

10歳代 8 1 0 2 0 2 1 0 2
100.0% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 25.0%

20歳代 37 9 4 9 0 7 1 4 3
100.0% 24.3% 10.8% 24.3% 0.0% 18.9% 2.7% 10.8% 8.1%

30歳代 56 15 3 7 18 5 2 6 0
100.0% 26.8% 5.4% 12.5% 32.1% 8.9% 3.6% 10.7% 0.0%

40歳代 80 26 7 3 22 6 4 9 3
100.0% 32.5% 8.8% 3.8% 27.5% 7.5% 5.0% 11.3% 3.8%

50歳代 74 21 4 3 20 3 2 14 7
100.0% 28.4% 5.4% 4.1% 27.0% 4.1% 2.7% 18.9% 9.5%

60歳代 106 25 6 5 24 8 9 20 9
100.0% 23.6% 5.7% 4.7% 22.6% 7.5% 8.5% 18.9% 8.5%

70歳代 35 3 3 3 5 1 1 12 7
100.0% 8.6% 8.6% 8.6% 14.3% 2.9% 2.9% 34.3% 20.0%

80歳以上 29 4 1 2 2 1 2 4 13
100.0% 13.8% 3.4% 6.9% 6.9% 3.4% 6.9% 13.8% 44.8%

Ⅳ 問11 優先度 現実
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，全体，性別ともに「「仕事」と「個人の生活」を優先」「すべて

のバランスをとっている」が本調査では上回っています。 

 

 

 

  

「仕事」を
優先

「家庭生
活」を優先

「個人の生
活」を優先

「仕事」と
「家庭生
活」の両方
を優先

「仕事」と
「個人の生
活」の両方
を優先

「家庭生
活」と「個
人の生活」
の両方を
優先

すべての
バランス
をとって
いる

無回答・
不明

17.6

19.7

12.7

13.4

24.4

27.7

13.1

19.7

18.1

28.5

6.6

9.2

7.5

9.0

7.1

7.4

8.0

10.7

18.1

19.3

15.6

17.1

21.4

22.1

6.8

6.3

6.2

5.9

7.7

6.5

6.3

9.3

7.3

11.2

5.2

7.4

17.4

9.4

18.2

8.1

16.2

11.2

13.2

7.3

14.9

8.4

10.6

5.2

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

女性

男性

全体
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問 12 あなたは，ワーク・ライフ・バランスを図る上で，仕事の面でどのようなことが重要

だと思いますか。（○は３つまで） 

全体では，「労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテレワークなどの多様な働き方の促

進」が 46.9％と最も高く，次いで「職場の理解やトップの意識改革」が 45.7％，「長時間労働を見

直すこと」が 37.6％，「職場によるワーク・ライフ・バランス支援制度の充実」が 34.4％となって

います。 

性別で見ると，女性では「労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテレワークなどの多様

な働き方の促進」が 49.0％と最も高く，男性では「職場の理解やトップの意識改革」が 48.8％と最

も高くなっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・職場の人員を増やして，一人一人の仕事の負担を減らすこと   

・賃金が上がり税金が下がる（金銭的余裕） 

  ・収入に変化がないこと 

  

49.0

43.0

34.9

30.4

33.8

14.9

18.6

18.8

11.5

10.6

3.2

1.6

4.4

44.6

48.8

41.8

39.7

22.3

23.0

14.8

9.4

7.7

8.0

4.7

2.6

3.3

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイ

ムやテレワークなどの多様な働き方の促進

職場の理解やトップの意識改革

長時間労働を見直すこと

職場によるワーク・ライフ・

バランス支援制度の充実

保育サービスや介護サービスなどの育児・

介護に関する社会的サポートの充実

個人の意識改革や努力

育児休業や介護休業で不利にならな

いよう法律や制度を充実させること

男性の家事・育児・介護

への参加を進めること

家族や地域の人の理解

性別による昇進や昇給の格差をなくすこと

その他

ワーク・ライフ・バランスを図る必要がない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

46.9

45.7

37.6

34.4

28.8

18.2

16.9

14.6

9.9

9.4

3.8

2.1

4.1

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイ

ムやテレワークなどの多様な働き方の促進

職場の理解やトップの意識改革

長時間労働を見直すこと

職場によるワーク・ライフ・

バランス支援制度の充実

保育サービスや介護サービスなどの育児・

介護に関する社会的サポートの充実

個人の意識改革や努力

育児休業や介護休業で不利にならな

いよう法律や制度を充実させること

男性の家事・育児・介護

への参加を進めること

家族や地域の人の理解

性別による昇進や昇給の格差をなくすこと

その他

ワーク・ライフ・バランスを図る必要がない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

 

  

問12　ワーク・ワイフ・バランスために仕事の面で重要なこと

合計 職場による
ワーク・ライ
フ・バランス
支援制度の
充実

長時間労働
を見直すこと

職場の理解
やトップの意
識改革

個人の意識
改革や努力

家族や地域
の人の理解

保育サービス
や介護サービ
スなどの育
児・介護に関
する社会的サ
ポートの充実

育児休業や
介護休業で
不利にならな
いよう法律や
制度を充実
させること

性別による昇
進や昇給の
格差をなくす
こと

男性の家事・
育児・介護へ
の参加を進
めること

全体 1,000 344 376 457 182 99 288 169 94 146

100.0% 34.4% 37.6% 45.7% 18.2% 9.9% 28.8% 16.9% 9.4% 14.6%

女性 計 565 172 197 243 84 65 191 105 60 106

100.0% 30.4% 34.9% 43.0% 14.9% 11.5% 33.8% 18.6% 10.6% 18.8%
10歳代 8 2 3 3 2 0 1 0 1 1

100.0% 25.0% 37.5% 37.5% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5%
20歳代 54 20 27 27 6 4 18 13 8 9

100.0% 37.0% 50.0% 50.0% 11.1% 7.4% 33.3% 24.1% 14.8% 16.7%
30歳代 93 28 45 54 11 11 33 23 4 20

100.0% 30.1% 48.4% 58.1% 11.8% 11.8% 35.5% 24.7% 4.3% 21.5%
40歳代 101 36 36 40 13 12 32 14 12 26

100.0% 35.6% 35.6% 39.6% 12.9% 11.9% 31.7% 13.9% 11.9% 25.7%
50歳代 112 36 39 45 26 16 32 16 12 20

100.0% 32.1% 34.8% 40.2% 23.2% 14.3% 28.6% 14.3% 10.7% 17.9%
60歳代 128 34 31 56 20 18 51 28 12 22

100.0% 26.6% 24.2% 43.8% 15.6% 14.1% 39.8% 21.9% 9.4% 17.2%
70歳代 39 11 10 9 3 2 15 8 4 5

100.0% 28.2% 25.6% 23.1% 7.7% 5.1% 38.5% 20.5% 10.3% 12.8%
80歳以上 30 5 6 9 3 2 9 3 7 3

100.0% 16.7% 20.0% 30.0% 10.0% 6.7% 30.0% 10.0% 23.3% 10.0%

男性 計 426 169 178 208 98 33 95 63 34 40

100.0% 39.7% 41.8% 48.8% 23.0% 7.7% 22.3% 14.8% 8.0% 9.4%
10歳代 8 2 3 1 1 1 0 2 1 0

100.0% 25.0% 37.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0%
20歳代 37 13 14 20 6 2 7 8 3 3

100.0% 35.1% 37.8% 54.1% 16.2% 5.4% 18.9% 21.6% 8.1% 8.1%
30歳代 56 23 28 29 17 6 7 6 3 6

100.0% 41.1% 50.0% 51.8% 30.4% 10.7% 12.5% 10.7% 5.4% 10.7%
40歳代 80 30 41 45 17 9 16 8 7 8

100.0% 37.5% 51.3% 56.3% 21.3% 11.3% 20.0% 10.0% 8.8% 10.0%
50歳代 74 31 32 37 24 4 11 8 4 6

100.0% 41.9% 43.2% 50.0% 32.4% 5.4% 14.9% 10.8% 5.4% 8.1%
60歳代 106 48 39 45 20 6 30 20 7 13

100.0% 45.3% 36.8% 42.5% 18.9% 5.7% 28.3% 18.9% 6.6% 12.3%
70歳代 35 12 13 18 8 3 15 7 4 3

100.0% 34.3% 37.1% 51.4% 22.9% 8.6% 42.9% 20.0% 11.4% 8.6%
80歳以上 29 10 8 13 5 2 9 4 5 1

100.0% 34.5% 27.6% 44.8% 17.2% 6.9% 31.0% 13.8% 17.2% 3.4%

合計 労働時間の
短縮や休暇
制度，フレッ
クスタイムや
テレワークな
どの多様な
働き方の促
進

その他 ワーク・ライ
フ・バランス
を図る必要が
ない

無回答・不明

全体 1,000 469 38 21 41

100.0% 46.9% 3.8% 2.1% 4.1%

女性 計 565 277 18 9 25

100.0% 49.0% 3.2% 1.6% 4.4%
10歳代 8 4 1 0 0

100.0% 50.0% 12.5% 0.0% 0.0%
20歳代 54 36 2 1 1

100.0% 66.7% 3.7% 1.9% 1.9%
30歳代 93 51 1 0 0

100.0% 54.8% 1.1% 0.0% 0.0%
40歳代 101 57 5 0 0

100.0% 56.4% 5.0% 0.0% 0.0%
50歳代 112 57 7 2 1

100.0% 50.9% 6.3% 1.8% 0.9%
60歳代 128 54 1 6 2

100.0% 42.2% 0.8% 4.7% 1.6%
70歳代 39 9 1 0 11

100.0% 23.1% 2.6% 0.0% 28.2%
80歳以上 30 9 0 0 10

100.0% 30.0% 0.0% 0.0% 33.3%

男性 計 426 190 20 11 14

100.0% 44.6% 4.7% 2.6% 3.3%
10歳代 8 4 0 1 1

100.0% 50.0% 0.0% 12.5% 12.5%
20歳代 37 20 1 0 3

100.0% 54.1% 2.7% 0.0% 8.1%
30歳代 56 28 3 0 0

100.0% 50.0% 5.4% 0.0% 0.0%
40歳代 80 36 11 1 0

100.0% 45.0% 13.8% 1.3% 0.0%
50歳代 74 30 2 2 2

100.0% 40.5% 2.7% 2.7% 2.7%
60歳代 106 54 2 3 2

100.0% 50.9% 1.9% 2.8% 1.9%
70歳代 35 12 1 1 1

100.0% 34.3% 2.9% 2.9% 2.9%
80歳以上 29 6 0 3 4

100.0% 20.7% 0.0% 10.3% 13.8%

問12　ワーク・ワイフ・バランスために仕事の面で重要なこ
と
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，全体では「労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテ

レワークなどの多様な働き方の促進」が約 10ポイント上回っています。一方，「育児休業や介護休業

で不利にならないよう法律や制度で充実させること」が約 10ポイント下回っています。 

 
 

  

44.6

48.8

41.8

39.7

22.3

23.0

14.8

9.4

7.7

8.0

4.7

2.6

3.3

37.4

51.0

37.8

30.9

26.6

21.7

24.6

8.9

8.7

9.4

4.7

2.6

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイ

ムやテレワークなどの多様な働き方の促進

職場の理解やトップの意識改革

長時間労働を見直すこと

職場によるワーク・ライフ・

バランス支援制度の充実

保育サービスや介護サービスなどの育児・介

護に関する社会的サポートの充実

個人の意識改革や努力

育児休業や介護休業で不利にならな

いよう法律や制度を充実させること

男性の家事・育児・介護

への参加を進めること

家族や地域の人の理解

性別による昇進や昇

給の格差をなくすこと

その他

ワーク・ライフ・バランス

を図る必要がない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

男 性

49.0

43.0

34.9

30.4

33.8

14.9

18.6

18.8

11.5

10.6

3.2

1.6

4.4

37.7

43.6

30.1

31.8

39.5

10.5

26.3

21.5

9.9

12.7

2.4

4.8

労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイ

ムやテレワークなどの多様な働き方の促進

職場の理解やトップの意識改革

長時間労働を見直すこと

職場によるワーク・ライフ・

バランス支援制度の充実

保育サービスや介護サービスなどの育児・介

護に関する社会的サポートの充実

個人の意識改革や努力

育児休業や介護休業で不利にならな

いよう法律や制度を充実させること

男性の家事・育児・介護

への参加を進めること

家族や地域の人の理解

性別による昇進や昇

給の格差をなくすこと

その他

ワーク・ライフ・バランス

を図る必要がない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

女 性

46.9

45.7

37.6

34.4

28.8

18.2

16.9

14.6

9.9

9.4

3.8

2.1

4.1

37.7

46.5

33.9

31.2

33.7

15.5

25.3

15.8

9.4

11.3

3.4

3.9

労働時間の短縮や休暇制度，フレックス

タイムやテレワークなどの多様な働き方

の促進

職場の理解やトップの意識改革

長時間労働を見直すこと

職場によるワーク・ライフ・

バランス支援制度の充実

保育サービスや介護サービスなどの育

児・介護に関する社会的サポートの充実

個人の意識改革や努力

育児休業や介護休業で不利にならな

いよう法律や制度を充実させること

男性の家事・育児・介護

への参加を進めること

家族や地域の人の理解

性別による昇進や昇

給の格差をなくすこと

その他

ワーク・ライフ・バランス

を図る必要がない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体
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問 13 あなたは，この１年間で職業以外の社会活動，地域活動に参加したことはあります

か。（当てはまるもの全てに○） 

全体では，「趣味・スポーツ等のグループ・サークル活動」が 26.2％と最も高く，次いで「自治会・

町内会等の活動」が 14.7％となっています。一方，「いずれも参加しなかった」は 53.2％と半数を

超えています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・マンションのコミュニティ活動  ・宗教活動  ・援農活動  

  

26.9

14.7

9.9

6.9

7.3

3.9

0.9

1.1

51.3

3.5

25.1

14.6

5.9

4.7

3.1

4.5

1.4

1.9

56.1

2.1

趣味・スポーツ等の

グループ・サークル活動

自治会・町内会等の活動

地域での講演会や講座

ボランティア活動（子ど

もや高齢者の手助け等）

ＰＴＡ活動

グループで行う地域に

関する研究会や勉強会

老人クラブ活動

その他

いずれも参加しなかった

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

26.2

14.7

8.3

6.1

5.4

4.1

1.1

1.5

53.2

2.9

趣味・スポーツ等の

グループ・サークル活動

自治会・町内会等の活動

地域での講演会や講座

ボランティア活動（子ど

もや高齢者の手助け等）

ＰＴＡ活動

グループで行う地域に

関する研究会や勉強会

老人クラブ活動

その他

いずれも参加しなかった

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

 

  

問13　社会活動・地域活動の参加

合計 自治会・町内
会等の活動

趣味・スポー
ツ等のグルー
プ・サークル
活動

地域での講
演会や講座

グループで行
う地域に関す
る研究会や勉
強会

ボランティア
活動（子ども
や高齢者の
手助け等）

ＰＴＡ活動 老人クラブ活
動

その他 いずれも参加
しなかった

無回答・不明

全体 1,000 147 262 83 41 61 54 11 15 532 29

100.0% 14.7% 26.2% 8.3% 4.1% 6.1% 5.4% 1.1% 1.5% 53.2% 2.9%

女性 計 565 83 152 56 22 39 41 5 6 290 20

100.0% 14.7% 26.9% 9.9% 3.9% 6.9% 7.3% 0.9% 1.1% 51.3% 3.5%
10歳代 8 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0

100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 0.0%
20歳代 54 2 12 3 1 1 0 0 0 36 2

100.0% 3.7% 22.2% 5.6% 1.9% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 3.7%
30歳代 93 8 12 11 5 4 4 0 2 60 1

100.0% 8.6% 12.9% 11.8% 5.4% 4.3% 4.3% 0.0% 2.2% 64.5% 1.1%
40歳代 101 16 23 6 2 4 18 0 2 53 0

100.0% 15.8% 22.8% 5.9% 2.0% 4.0% 17.8% 0.0% 2.0% 52.5% 0.0%
50歳代 112 18 32 11 7 11 17 0 0 55 4

100.0% 16.1% 28.6% 9.8% 6.3% 9.8% 15.2% 0.0% 0.0% 49.1% 3.6%
60歳代 128 23 39 15 3 14 1 0 1 60 4

100.0% 18.0% 30.5% 11.7% 2.3% 10.9% 0.8% 0.0% 0.8% 46.9% 3.1%
70歳代 39 9 20 6 3 4 1 0 0 10 5

100.0% 23.1% 51.3% 15.4% 7.7% 10.3% 2.6% 0.0% 0.0% 25.6% 12.8%
80歳以上 30 7 13 4 1 1 0 5 1 9 4

100.0% 23.3% 43.3% 13.3% 3.3% 3.3% 0.0% 16.7% 3.3% 30.0% 13.3%

男性 計 426 62 107 25 19 20 13 6 8 239 9

100.0% 14.6% 25.1% 5.9% 4.5% 4.7% 3.1% 1.4% 1.9% 56.1% 2.1%
10歳代 8 0 4 1 0 1 0 0 0 3 1

100.0% 0.0% 50.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 12.5%
20歳代 37 0 5 1 0 0 0 0 1 29 1

100.0% 0.0% 13.5% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 78.4% 2.7%
30歳代 56 6 13 1 2 1 1 0 2 36 1

100.0% 10.7% 23.2% 1.8% 3.6% 1.8% 1.8% 0.0% 3.6% 64.3% 1.8%
40歳代 80 16 23 7 4 4 8 0 0 43 0

100.0% 20.0% 28.8% 8.8% 5.0% 5.0% 10.0% 0.0% 0.0% 53.8% 0.0%
50歳代 74 8 19 5 3 6 4 0 2 39 4

100.0% 10.8% 25.7% 6.8% 4.1% 8.1% 5.4% 0.0% 2.7% 52.7% 5.4%
60歳代 106 17 22 7 2 5 0 2 1 63 1

100.0% 16.0% 20.8% 6.6% 1.9% 4.7% 0.0% 1.9% 0.9% 59.4% 0.9%
70歳代 35 7 12 3 6 1 0 1 2 15 0

100.0% 20.0% 34.3% 8.6% 17.1% 2.9% 0.0% 2.9% 5.7% 42.9% 0.0%
80歳以上 29 8 9 0 1 2 0 3 0 11 1

100.0% 27.6% 31.0% 0.0% 3.4% 6.9% 0.0% 10.3% 0.0% 37.9% 3.4%
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【問 13 で「 いずれも参加しなかった」を選んだ方に伺います。】 

問 13-１ いずれも参加しなかった理由は何ですか。（当てはまるもの全てに○） 

全体では，「仕事が忙しいから」が 39.1％と最も高く，次いで「参加方法がわからない，きっかけ

がないから」が 29.1％，「参加したいと思う活動がないから」「どのような活動があるかわからない

から」が同率で 25.2％となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・健康上の理由  ・高齢のため  ・時間に余裕がない 

  

39.3

24.8

24.5

22.1

23.4

14.5

9.7

6.6

0.3

7.2

17.6

0.3

39.3

34.7

26.4

28.9

12.1

19.2

8.8

10.0

0.8

3.3

22.2

0.4

仕事が忙しいから

参加方法がわからない，きっかけがないから

参加したいと思う活動がないから

どのような活動があるかわからないから

家事や育児・介護などが忙しいから

一緒に活動する仲間がいないから

経済的余裕がないから

近くに活動の場がないから

家族の理解や協力がないから

その他

特にない（興味がない）

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=290) 男性(n=239)

39.1

29.1

25.2

25.2

18.2

16.5

9.2

8.1

0.6

5.5

19.9

0.4

仕事が忙しいから

参加方法がわからない，きっかけがないから

参加したいと思う活動がないから

どのような活動があるかわからないから

家事や育児・介護などが忙しいから

一緒に活動する仲間がいないから

経済的余裕がないから

近くに活動の場がないから

家族の理解や協力がないから

その他

特にない（興味がない）

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=532)
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【性・年代別】 

 

 

  

問13-1　社会活動・地域活動に参加しなかった理由

合計 仕事が忙しい
から

家事や育児・
介護などが
忙しいから

経済的余裕
がないから

どのような活
動があるかわ
からないから

一緒に活動す
る仲間がいな
いから

家族の理解
や協力がな
いから

近くに活動の
場がないから

参加したいと
思う活動がな
いから

参加方法が
わからない，
きっかけがな
いから

その他 特にない（興
味がない）

無回答・不明

全体 532 208 97 49 134 88 3 43 134 155 29 106 2

100.0% 39.1% 18.2% 9.2% 25.2% 16.5% 0.6% 8.1% 25.2% 29.1% 5.5% 19.9% 0.4%

女性 計 290 114 68 28 64 42 1 19 71 72 21 51 1

100.0% 39.3% 23.4% 9.7% 22.1% 14.5% 0.3% 6.6% 24.5% 24.8% 7.2% 17.6% 0.3%
10歳代 7 1 0 0 3 1 0 1 1 2 0 3 0

100.0% 14.3% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 0.0% 14.3% 14.3% 28.6% 0.0% 42.9% 0.0%
20歳代 36 19 3 7 12 8 0 3 10 11 4 4 0

100.0% 52.8% 8.3% 19.4% 33.3% 22.2% 0.0% 8.3% 27.8% 30.6% 11.1% 11.1% 0.0%
30歳代 60 30 25 8 13 8 0 1 16 12 2 9 0

100.0% 50.0% 41.7% 13.3% 21.7% 13.3% 0.0% 1.7% 26.7% 20.0% 3.3% 15.0% 0.0%
40歳代 53 26 20 2 10 5 0 1 12 13 2 5 0

100.0% 49.1% 37.7% 3.8% 18.9% 9.4% 0.0% 1.9% 22.6% 24.5% 3.8% 9.4% 0.0%
50歳代 55 19 11 8 13 12 1 6 15 15 3 10 0

100.0% 34.5% 20.0% 14.5% 23.6% 21.8% 1.8% 10.9% 27.3% 27.3% 5.5% 18.2% 0.0%
60歳代 60 17 9 1 11 6 0 7 13 14 4 14 0

100.0% 28.3% 15.0% 1.7% 18.3% 10.0% 0.0% 11.7% 21.7% 23.3% 6.7% 23.3% 0.0%
70歳代 10 2 0 2 1 2 0 0 4 4 1 4 0

100.0% 20.0% 0.0% 20.0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0% 40.0% 40.0% 10.0% 40.0% 0.0%
80歳以上 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 2 1

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 55.6% 22.2% 11.1%

男性 計 239 94 29 21 69 46 2 24 63 83 8 53 1

100.0% 39.3% 12.1% 8.8% 28.9% 19.2% 0.8% 10.0% 26.4% 34.7% 3.3% 22.2% 0.4%
10歳代 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0%
20歳代 29 7 3 3 9 9 1 1 13 9 1 8 0

100.0% 24.1% 10.3% 10.3% 31.0% 31.0% 3.4% 3.4% 44.8% 31.0% 3.4% 27.6% 0.0%
30歳代 36 18 8 5 11 8 0 3 6 11 1 8 0

100.0% 50.0% 22.2% 13.9% 30.6% 22.2% 0.0% 8.3% 16.7% 30.6% 2.8% 22.2% 0.0%
40歳代 43 23 11 4 19 12 1 4 12 22 0 5 1

100.0% 53.5% 25.6% 9.3% 44.2% 27.9% 2.3% 9.3% 27.9% 51.2% 0.0% 11.6% 2.3%
50歳代 39 19 2 5 10 4 0 3 7 7 1 8 0

100.0% 48.7% 5.1% 12.8% 25.6% 10.3% 0.0% 7.7% 17.9% 17.9% 2.6% 20.5% 0.0%
60歳代 63 22 5 2 17 13 0 12 20 28 2 12 0

100.0% 34.9% 7.9% 3.2% 27.0% 20.6% 0.0% 19.0% 31.7% 44.4% 3.2% 19.0% 0.0%
70歳代 15 3 0 1 1 0 0 0 3 3 1 7 0

100.0% 20.0% 0.0% 6.7% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 6.7% 46.7% 0.0%
80歳以上 11 2 0 1 2 0 0 1 2 2 2 3 0

100.0% 18.2% 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 18.2% 18.2% 27.3% 0.0%
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４．配偶者やパートナー，恋人の間の暴力などについて 
 

問 14 あなたは，次の①から⑮にあげる配偶者やパートナー，恋人の間での行為について，

どのように思いますか。また，これらの行為について当てはまるものはありますか。

（①から⑮の項目について，「どんなことがあっても許されない」「場合によっては許

される」「暴力に当たるとは思わない」の当てはまるもの１つに○，「自分がしたこと

がある」「自分がされたことがある」「見たり聞いたりしたことがある」「されたことも

ないし見聞きしたこともない」の当てはまるもの全てに○） 

全体では，全ての項目について「どんなことがあっても許されない」がほとんどを占めていますが，

「場合によっては許される」の割合が高い項目として，「⑪大声でどなる」が 20.2％，「⑧何を言っ

ても長期間無視し続ける」が 17.2％，「⑨交友関係や電話・メール等を細かく監視する」が 13.2％，

「①平手でうつ」が 11.1％となっています。 

経験等については，「自分がしたことがある」の割合が高い項目として，「⑪大声でどなる」が 13.3％，

「⑧何を言っても長期間無視し続ける」が 7.0％となっています。「自分がされたことがある」の割合

が高い項目は「⑪大声でどなる」が 16.8％，「⑫人の前でバカにしたり，命令するような口調でもの

を言ったりする」が 9.6％，「⑧何を言っても長期間無視し続ける」が 9.1％となっています。 

性別で見ると，「場合によっては許される」の割合が高い項目として，女性では「⑧何を言っても長

期間無視し続ける」が 17.9％，「⑪大声でどなる」が 16.3％，「⑨交友関係や電話・メール等を細か

く監視する」が 12.4％，男性では「⑪大声でどなる」が 25.6％，「⑧何を言っても長期間無視し続

ける」が 16.4％，「⑨交友関係や電話・メール等を細かく監視する」が 14.3％となっています。 

経験等については，「自分がしたことがある」の割合が高い項目として，「⑪大声でどなる」が女性

では 8.3％，男性では 19.7％となっています。「自分がされたことがある」の割合が高い項目は，女

性では「⑪大声でどなる」が 22.3％，「⑫人の前でバカにしたり，命令するような口調でものを言っ

たりする」が 12.6％，「⑧何を言っても長期間無視し続ける」，「⑩「誰のおかげで生活できるんだ」

「稼ぎが少ない」などと言う」が同率で 9.7％，男性では「⑪大声でどなる」が 9.9％，「⑧何を言っ

ても長期間無視し続ける」が 8.2％となっています。 
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     【全体】 

 
 

どんなことが
あっても許され

ない

場合によっては
許される

暴力に当たると
は思わない

無回答・
不明

81.9

88.9

93.2

84.9

93.4

92.7

90.9

74.5

79.6

86.7

72.2

88.3

83.6

91.3

89.3

11.1

4.7

1.1

7.5

0.4

1.1

2.4

17.2

13.2

6.1

20.2

4.5

8.3

2.0

2.9

0.6

0.3

0.8

0.1

0.3

0.9

1.6

1.0

0.8

1.4

0.8

1.8

0.4

0.9

6.4

6.1

5.7

6.8

6.1

5.9

5.8

6.7

6.2

6.4

6.2

6.4

6.3

6.3

6.9

①平手で打つ

②足でける

③身体を傷つける可能

性のある物でなぐる

④なぐるふりをして，おどす

⑤刃物など突き付けて，おどす

⑥いやがっているのに

性的な行為を強要する

⑦見たくないのに，アダルト

ビデオやポルノ雑誌を見せる

⑧何を言っても長期間無視し続ける

⑨交友関係や電話・メール

等を細かく監視する

⑩「誰のおかげで生活できるんだ」「稼

ぎが少ない」などと言う

⑪大声でどなる

⑫人の前でバカにしたり，命令するよ

うな口調でものを言ったりする

⑬生活費を十分に渡さない

⑭大切にしているものを，

わざと壊したり捨てたりする

⑮避妊に協力しない
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自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・
不明

4.8

2.6

0.5

2.8

0.3

0.6

0.4

7.0

0.6

2.1

13.3

2.8

0.5

0.3

0.3

6.0

4.8

1.5

5.9

1.3

4.3

1.5

9.1

2.8

6.5

16.8

9.6

3.8

3.2

3.2

19.0

17.8

12.5

17.1

9.6

13.1

9.0

16.1

20.2

18.4

23.8

22.8

18.5

13.2

14.4

58.9

61.7

69.4

60.9

72.7

67.1

73.9

56.7

61.5

58.8

41.3

53.1

63.2

68.1

66.8

14.6

15.1

16.6

15.3

16.3

15.4

15.5

14.9

15.9

15.1

13.2

14.7

14.7

15.7

15.9

①平手で打つ

②足でける

③身体を傷つける可能

性のある物でなぐる

④なぐるふりをして，おどす

⑤刃物など突き付けて，おどす

⑥いやがっているのに

性的な行為を強要する

⑦見たくないのに，アダルト

ビデオやポルノ雑誌を見せる

⑧何を言っても長期間無視し続ける

⑨交友関係や電話・メール

等を細かく監視する

⑩「誰のおかげで生活できるんだ」

「稼ぎが少ない」などと言う

⑪大声でどなる

⑫人の前でバカにしたり，命令する

ような口調でものを言ったりする

⑬生活費を十分に渡さない

⑭大切にしているものを，

わざと壊したり捨てたりする

⑮避妊に協力しない
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【性別】 

どんなことが
あっても許され

ない

場合によっては
許される

暴力に当たると
は思わない

無回答・
不明

81.9

82.2

88.5

89.7

92.9

93.9

85.1

85.0

92.7

94.6

92.6

93.2

90.8

91.3

73.1

76.5

10.3

12.0

4.8

4.5

0.9

1.2

6.4

8.9

0.5

0.2

0.5

1.9

1.9

3.1

17.9

16.4

0.7

0.5

0.2

0.5

0.7

0.7

0.2

0.2

0.7

0.9

1.6

1.4

7.1

5.4

6.5

5.4

6.2

4.9

7.8

5.4

6.7

5.2

6.7

4.7

6.5

4.7

7.4

5.6

① 女性(n=565)

男性(n=426)

② 女性(n=565)

男性(n=426)

③ 女性(n=565)

男性(n=426)

④ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑤ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑥ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑦ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑧ 女性(n=565)

男性(n=426)

①平手で打つ

②足でける

③身体を傷つけ

る可能性のある

ものでなぐる

④なぐるふりを

して，おどす

⑤刃物などを突き

つけて，おどす

⑥いやがってい

るのに性的な行

為を強要する

⑦見なくないの

に、アダルトビデ

オやポルノ雑誌

を見せる

⑧何を言っても

長期間無視し続

ける
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どんなことが
あっても許され

ない

場合によっては
許される

暴力に当たると
は思わない

無回答・
不明

79.5

79.8

87.4

85.9

75.9

67.4

88.8

87.6

83.9

83.1

91.0

91.8

89.6

89.2

12.4

14.3

4.6

8.0

16.3

25.6

3.2

6.3

7.4

9.6

1.8

2.3

2.5

3.5

1.1

0.9

0.9

0.7

0.9

1.9

0.7

0.9

1.8

1.9

0.4

0.5

0.4

1.4

7.1

4.9

7.1

5.4

6.9

5.2

7.3

5.2

6.9

5.4

6.9

5.4

7.6

5.9

⑨ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑩ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑪ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑫ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑬ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑭ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑮ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑨交友関係や電

話・メール等を細

かく監視する

⑩「誰のおかげ

で生活できるん

だ」「稼ぎが少な

い」などと言う

⑪大声でどなる

⑫人の前でバカ

にしたり，命令す

るような口調で

ものを言ったり

する

⑬生活費を十分

に渡さない

⑭大切にしてい

るものを，わざと

壊したり捨てた

りする

⑮避妊に協力し

ない
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自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・
不明

3.5

6.6

2.7

2.6

0.4

0.7

0.9

5.2

0.5

0.2

1.2

0.2

0.7

7.4

6.6

7.4

4.0

6.5

2.6

2.1

0.7

8.0

3.3

1.8

0.7

7.1

0.7

2.5

0.2

9.7

8.2

19.1

18.8

17.7

17.8

11.3

14.1

16.3

18.1

9.2

10.1

12.9

13.1

8.5

9.4

15.9

16.4

58.8

59.6

61.2

62.9

70.3

68.8

61.2

61.3

73.1

72.8

66.0

69.2

74.2

74.4

56.3

57.7

14.2

14.8

14.7

15.0

16.6

16.0

15.0

15.0

15.6

16.7

14.5

16.0

15.0

15.5

14.3

15.0

① 女性(n=565)

男性(n=426)

② 女性(n=565)

男性(n=426)

③ 女性(n=565)

男性(n=426)

④ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑤ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑥ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑦ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑧ 女性(n=565)

男性(n=426)

①平手で打つ

②足でける

③身体を傷つけ

る可能性のある

ものでなぐる

④なぐるふりを

して，おどす

⑤刃物などを突

きつけて，おどす

⑥いやがってい

るのに性的な行

為を強要する

⑦見なくないの

に、アダルトビデ

オやポルノ雑誌

を見せる

⑧何を言っても

長期間無視し続

ける
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自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・
不明

0.9

0.2

0.4

4.2

8.3

19.7

1.6

4.2

1.2

0.4

0.2

0.7

2.8

2.6

9.7

2.3

22.3

9.9

12.6

5.9

6.0

0.9

3.7

2.6

5.3

0.5

19.8

20.7

19.5

16.9

24.8

22.5

23.0

22.5

18.4

18.5

12.2

14.6

15.2

13.4

62.3

61.3

56.8

62.0

39.1

44.6

51.9

55.2

61.9

65.5

69.0

67.4

65.0

69.7

15.2

16.2

14.7

15.3

13.1

12.9

14.0

15.3

14.0

15.0

15.0

16.0

15.2

16.2

⑨ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑩ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑪ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑫ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑬ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑭ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑮ 女性(n=565)

男性(n=426)

⑨交友関係や電

話・メール等を

細かく監視する

⑩「誰のおかげ

で生活できるん

だ」「稼ぎが少な

い」などと言う

⑪大声でどなる

⑫人の前でバカ

にしたり，命令す

るような口調で

ものを言ったり

する

⑬生活費を十分

に渡さない

⑭大切にしてい

るものを，わざ

と壊したり捨て

たりする

⑮避妊に協力し

ない
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【性・年代別】 

  
合計 どんなことが

あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 819 111 6 64 48 60 190 589 146
100.0% 81.9% 11.1% 0.6% 6.4% 4.8% 6.0% 19.0% 58.9% 14.6%

女性 計 565 463 58 4 40 20 42 108 332 80
100.0% 81.9% 10.3% 0.7% 7.1% 3.5% 7.4% 19.1% 58.8% 14.2%

10歳代 8 7 1 0 0 1 0 1 6 0
100.0% 87.5% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 75.0% 0.0%

20歳代 54 41 10 2 1 2 3 12 36 4
100.0% 75.9% 18.5% 3.7% 1.9% 3.7% 5.6% 22.2% 66.7% 7.4%

30歳代 93 80 11 0 2 3 8 17 60 8
100.0% 86.0% 11.8% 0.0% 2.2% 3.2% 8.6% 18.3% 64.5% 8.6%

40歳代 101 86 13 0 2 6 9 17 69 6
100.0% 85.1% 12.9% 0.0% 2.0% 5.9% 8.9% 16.8% 68.3% 5.9%

50歳代 112 97 8 1 6 1 8 26 64 14
100.0% 86.6% 7.1% 0.9% 5.4% 0.9% 7.1% 23.2% 57.1% 12.5%

60歳代 128 107 10 1 10 3 11 22 68 25
100.0% 83.6% 7.8% 0.8% 7.8% 2.3% 8.6% 17.2% 53.1% 19.5%

70歳代 39 29 4 0 6 4 2 8 17 11
100.0% 74.4% 10.3% 0.0% 15.4% 10.3% 5.1% 20.5% 43.6% 28.2%

80歳以上 30 16 1 0 13 0 1 5 12 12
100.0% 53.3% 3.3% 0.0% 43.3% 0.0% 3.3% 16.7% 40.0% 40.0%

男性 計 426 350 51 2 23 28 17 80 254 63
100.0% 82.2% 12.0% 0.5% 5.4% 6.6% 4.0% 18.8% 59.6% 14.8%

10歳代 8 5 1 1 1 0 0 0 6 2
100.0% 62.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%

20歳代 37 31 5 0 1 0 0 4 31 2
100.0% 83.8% 13.5% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 10.8% 83.8% 5.4%

30歳代 56 47 9 0 0 5 4 12 39 1
100.0% 83.9% 16.1% 0.0% 0.0% 8.9% 7.1% 21.4% 69.6% 1.8%

40歳代 80 70 8 0 2 4 2 15 53 8
100.0% 87.5% 10.0% 0.0% 2.5% 5.0% 2.5% 18.8% 66.3% 10.0%

50歳代 74 61 11 0 2 5 3 15 43 10
100.0% 82.4% 14.9% 0.0% 2.7% 6.8% 4.1% 20.3% 58.1% 13.5%

60歳代 106 90 13 0 3 8 7 20 57 19
100.0% 84.9% 12.3% 0.0% 2.8% 7.5% 6.6% 18.9% 53.8% 17.9%

70歳代 35 24 4 1 6 4 0 7 15 10
100.0% 68.6% 11.4% 2.9% 17.1% 11.4% 0.0% 20.0% 42.9% 28.6%

80歳以上 29 21 0 0 8 2 1 7 10 10
100.0% 72.4% 0.0% 0.0% 27.6% 6.9% 3.4% 24.1% 34.5% 34.5%

合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 889 47 3 61 26 48 178 617 151
100.0% 88.9% 4.7% 0.3% 6.1% 2.6% 4.8% 17.8% 61.7% 15.1%

女性 計 565 500 27 1 37 15 37 100 346 83
100.0% 88.5% 4.8% 0.2% 6.5% 2.7% 6.5% 17.7% 61.2% 14.7%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 1 7 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0%

20歳代 54 49 4 0 1 3 6 11 37 4
100.0% 90.7% 7.4% 0.0% 1.9% 5.6% 11.1% 20.4% 68.5% 7.4%

30歳代 93 85 6 0 2 4 6 13 64 9
100.0% 91.4% 6.5% 0.0% 2.2% 4.3% 6.5% 14.0% 68.8% 9.7%

40歳代 101 96 3 0 2 3 5 21 69 7
100.0% 95.0% 3.0% 0.0% 2.0% 3.0% 5.0% 20.8% 68.3% 6.9%

50歳代 112 101 5 1 5 1 10 26 62 14
100.0% 90.2% 4.5% 0.9% 4.5% 0.9% 8.9% 23.2% 55.4% 12.5%

60歳代 128 112 5 0 11 1 9 20 74 25
100.0% 87.5% 3.9% 0.0% 8.6% 0.8% 7.0% 15.6% 57.8% 19.5%

70歳代 39 31 4 0 4 3 1 5 20 10
100.0% 79.5% 10.3% 0.0% 10.3% 7.7% 2.6% 12.8% 51.3% 25.6%

80歳以上 30 18 0 0 12 0 0 3 13 14
100.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 10.0% 43.3% 46.7%

男性 計 426 382 19 2 23 11 11 76 268 64
100.0% 89.7% 4.5% 0.5% 5.4% 2.6% 2.6% 17.8% 62.9% 15.0%

10歳代 8 6 0 1 1 0 0 0 6 2
100.0% 75.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%

20歳代 37 32 3 0 2 0 0 4 31 2
100.0% 86.5% 8.1% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% 10.8% 83.8% 5.4%

30歳代 56 54 2 0 0 1 2 9 44 1
100.0% 96.4% 3.6% 0.0% 0.0% 1.8% 3.6% 16.1% 78.6% 1.8%

40歳代 80 75 2 0 3 3 1 14 55 7
100.0% 93.8% 2.5% 0.0% 3.8% 3.8% 1.3% 17.5% 68.8% 8.8%

50歳代 74 68 4 0 2 1 2 13 49 10
100.0% 91.9% 5.4% 0.0% 2.7% 1.4% 2.7% 17.6% 66.2% 13.5%

60歳代 106 97 7 0 2 6 5 22 56 19
100.0% 91.5% 6.6% 0.0% 1.9% 5.7% 4.7% 20.8% 52.8% 17.9%

70歳代 35 27 1 1 6 0 0 8 17 10
100.0% 77.1% 2.9% 2.9% 17.1% 0.0% 0.0% 22.9% 48.6% 28.6%

80歳以上 29 22 0 0 7 0 1 6 10 12
100.0% 75.9% 0.0% 0.0% 24.1% 0.0% 3.4% 20.7% 34.5% 41.4%

問14　暴力にあたる行為の考え方
　①平手で打つ

問14　暴力にあたる行為の経験等
　①平手で打つ

問14　暴力にあたる行為の考え方
　②足でける

問14　暴力にあたる行為の経験等
　②足でける
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合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 932 11 0 57 5 15 125 694 166
100.0% 93.2% 1.1% 0.0% 5.7% 0.5% 1.5% 12.5% 69.4% 16.6%

女性 計 565 525 5 0 35 2 12 64 397 94
100.0% 92.9% 0.9% 0.0% 6.2% 0.4% 2.1% 11.3% 70.3% 16.6%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 1 7 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0%

20歳代 54 51 2 0 1 1 3 10 38 4
100.0% 94.4% 3.7% 0.0% 1.9% 1.9% 5.6% 18.5% 70.4% 7.4%

30歳代 93 91 0 0 2 0 0 9 76 9
100.0% 97.8% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 9.7% 81.7% 9.7%

40歳代 101 96 2 0 3 1 1 11 81 7
100.0% 95.0% 2.0% 0.0% 3.0% 1.0% 1.0% 10.9% 80.2% 6.9%

50歳代 112 107 1 0 4 0 4 17 73 18
100.0% 95.5% 0.9% 0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 15.2% 65.2% 16.1%

60歳代 128 118 0 0 10 0 3 13 84 28
100.0% 92.2% 0.0% 0.0% 7.8% 0.0% 2.3% 10.2% 65.6% 21.9%

70歳代 39 34 0 0 5 0 1 3 24 12
100.0% 87.2% 0.0% 0.0% 12.8% 0.0% 2.6% 7.7% 61.5% 30.8%

80歳以上 30 20 0 0 10 0 0 0 14 16
100.0% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 46.7% 53.3%

男性 計 426 400 5 0 21 3 3 60 293 68
100.0% 93.9% 1.2% 0.0% 4.9% 0.7% 0.7% 14.1% 68.8% 16.0%

10歳代 8 6 0 0 2 0 0 0 6 2
100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%

20歳代 37 35 1 0 1 0 0 1 34 2
100.0% 94.6% 2.7% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 2.7% 91.9% 5.4%

30歳代 56 56 0 0 0 0 1 7 47 1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 12.5% 83.9% 1.8%

40歳代 80 76 1 0 3 1 0 12 59 8
100.0% 95.0% 1.3% 0.0% 3.8% 1.3% 0.0% 15.0% 73.8% 10.0%

50歳代 74 73 0 0 1 1 0 12 51 10
100.0% 98.6% 0.0% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0% 16.2% 68.9% 13.5%

60歳代 106 102 2 0 2 1 1 17 66 22
100.0% 96.2% 1.9% 0.0% 1.9% 0.9% 0.9% 16.0% 62.3% 20.8%

70歳代 35 29 1 0 5 0 0 6 20 9
100.0% 82.9% 2.9% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 17.1% 57.1% 25.7%

80歳以上 29 22 0 0 7 0 1 5 10 13
100.0% 75.9% 0.0% 0.0% 24.1% 0.0% 3.4% 17.2% 34.5% 44.8%

合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 849 75 8 68 28 59 171 609 153
100.0% 84.9% 7.5% 0.8% 6.8% 2.8% 5.9% 17.1% 60.9% 15.3%

女性 計 565 481 36 4 44 5 45 92 346 85
100.0% 85.1% 6.4% 0.7% 7.8% 0.9% 8.0% 16.3% 61.2% 15.0%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 2 6 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0%

20歳代 54 49 3 0 2 1 4 11 36 4
100.0% 90.7% 5.6% 0.0% 3.7% 1.9% 7.4% 20.4% 66.7% 7.4%

30歳代 93 84 5 1 3 0 7 13 64 9
100.0% 90.3% 5.4% 1.1% 3.2% 0.0% 7.5% 14.0% 68.8% 9.7%

40歳代 101 95 3 0 3 1 7 24 65 6
100.0% 94.1% 3.0% 0.0% 3.0% 1.0% 6.9% 23.8% 64.4% 5.9%

50歳代 112 100 6 2 4 1 10 19 66 17
100.0% 89.3% 5.4% 1.8% 3.6% 0.9% 8.9% 17.0% 58.9% 15.2%

60歳代 128 105 10 1 12 2 12 17 72 27
100.0% 82.0% 7.8% 0.8% 9.4% 1.6% 9.4% 13.3% 56.3% 21.1%

70歳代 39 29 4 0 6 0 3 3 25 9
100.0% 74.4% 10.3% 0.0% 15.4% 0.0% 7.7% 7.7% 64.1% 23.1%

80歳以上 30 11 5 0 14 0 2 3 12 13
100.0% 36.7% 16.7% 0.0% 46.7% 0.0% 6.7% 10.0% 40.0% 43.3%

男性 計 426 362 38 3 23 22 14 77 261 64
100.0% 85.0% 8.9% 0.7% 5.4% 5.2% 3.3% 18.1% 61.3% 15.0%

10歳代 8 6 0 0 2 0 0 2 4 2
100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%

20歳代 37 31 4 0 2 1 0 5 29 2
100.0% 83.8% 10.8% 0.0% 5.4% 2.7% 0.0% 13.5% 78.4% 5.4%

30歳代 56 53 3 0 0 2 1 9 44 1
100.0% 94.6% 5.4% 0.0% 0.0% 3.6% 1.8% 16.1% 78.6% 1.8%

40歳代 80 76 2 0 2 3 0 17 53 7
100.0% 95.0% 2.5% 0.0% 2.5% 3.8% 0.0% 21.3% 66.3% 8.8%

50歳代 74 66 6 1 1 1 4 10 49 11
100.0% 89.2% 8.1% 1.4% 1.4% 1.4% 5.4% 13.5% 66.2% 14.9%

60歳代 106 88 13 2 3 12 7 20 55 19
100.0% 83.0% 12.3% 1.9% 2.8% 11.3% 6.6% 18.9% 51.9% 17.9%

70歳代 35 23 6 0 6 0 0 8 17 11
100.0% 65.7% 17.1% 0.0% 17.1% 0.0% 0.0% 22.9% 48.6% 31.4%

80歳以上 29 18 4 0 7 3 2 6 10 10
100.0% 62.1% 13.8% 0.0% 24.1% 10.3% 6.9% 20.7% 34.5% 34.5%

問14　暴力にあたる行為の考え方
　④なぐるふりをして，おどす

問14　暴力にあたる行為の経験等
　④なぐるふりをして，おどす

問14　暴力にあたる行為の考え方
　③身体を傷つける可能性のあるものでなぐる

問14　暴力にあたる行為の経験等
　③身体を傷つける可能性のあるものでなぐる
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合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 934 4 1 61 3 13 96 727 163
100.0% 93.4% 0.4% 0.1% 6.1% 0.3% 1.3% 9.6% 72.7% 16.3%

女性 計 565 524 3 0 38 3 10 52 413 88
100.0% 92.7% 0.5% 0.0% 6.7% 0.5% 1.8% 9.2% 73.1% 15.6%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 1 7 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0%

20歳代 54 50 2 0 2 0 1 7 42 4
100.0% 92.6% 3.7% 0.0% 3.7% 0.0% 1.9% 13.0% 77.8% 7.4%

30歳代 93 90 0 0 3 1 2 7 76 7
100.0% 96.8% 0.0% 0.0% 3.2% 1.1% 2.2% 7.5% 81.7% 7.5%

40歳代 101 99 0 0 2 1 2 7 85 7
100.0% 98.0% 0.0% 0.0% 2.0% 1.0% 2.0% 6.9% 84.2% 6.9%

50歳代 112 106 1 0 5 0 1 16 77 18
100.0% 94.6% 0.9% 0.0% 4.5% 0.0% 0.9% 14.3% 68.8% 16.1%

60歳代 128 118 0 0 10 1 4 12 85 26
100.0% 92.2% 0.0% 0.0% 7.8% 0.8% 3.1% 9.4% 66.4% 20.3%

70歳代 39 35 0 0 4 0 0 2 26 11
100.0% 89.7% 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% 0.0% 5.1% 66.7% 28.2%

80歳以上 30 18 0 0 12 0 0 0 15 15
100.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%

男性 計 426 403 1 0 22 0 3 43 310 71
100.0% 94.6% 0.2% 0.0% 5.2% 0.0% 0.7% 10.1% 72.8% 16.7%

10歳代 8 6 0 0 2 0 0 0 6 2
100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%

20歳代 37 35 1 0 1 0 0 2 33 2
100.0% 94.6% 2.7% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 5.4% 89.2% 5.4%

30歳代 56 55 0 0 1 0 1 5 49 1
100.0% 98.2% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8% 8.9% 87.5% 1.8%

40歳代 80 78 0 0 2 0 0 9 63 8
100.0% 97.5% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 11.3% 78.8% 10.0%

50歳代 74 73 0 0 1 0 1 8 55 10
100.0% 98.6% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 1.4% 10.8% 74.3% 13.5%

60歳代 106 104 0 0 2 0 1 14 68 24
100.0% 98.1% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.9% 13.2% 64.2% 22.6%

70歳代 35 28 0 0 7 0 0 2 22 11
100.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 5.7% 62.9% 31.4%

80歳以上 29 23 0 0 6 0 0 3 14 12
100.0% 79.3% 0.0% 0.0% 20.7% 0.0% 0.0% 10.3% 48.3% 41.4%

合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 927 11 3 59 6 43 131 671 154
100.0% 92.7% 1.1% 0.3% 5.9% 0.6% 4.3% 13.1% 67.1% 15.4%

女性 計 565 523 3 1 38 1 40 73 373 82
100.0% 92.6% 0.5% 0.2% 6.7% 0.2% 7.1% 12.9% 66.0% 14.5%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 1 7 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0%

20歳代 54 53 0 0 1 1 7 9 37 2
100.0% 98.1% 0.0% 0.0% 1.9% 1.9% 13.0% 16.7% 68.5% 3.7%

30歳代 93 88 1 1 3 0 5 14 68 7
100.0% 94.6% 1.1% 1.1% 3.2% 0.0% 5.4% 15.1% 73.1% 7.5%

40歳代 101 98 1 0 2 0 8 17 71 5
100.0% 97.0% 1.0% 0.0% 2.0% 0.0% 7.9% 16.8% 70.3% 5.0%

50歳代 112 107 1 0 4 0 11 13 69 19
100.0% 95.5% 0.9% 0.0% 3.6% 0.0% 9.8% 11.6% 61.6% 17.0%

60歳代 128 118 0 0 10 0 7 14 82 25
100.0% 92.2% 0.0% 0.0% 7.8% 0.0% 5.5% 10.9% 64.1% 19.5%

70歳代 39 34 0 0 5 0 2 3 25 10
100.0% 87.2% 0.0% 0.0% 12.8% 0.0% 5.1% 7.7% 64.1% 25.6%

80歳以上 30 17 0 0 13 0 0 2 14 14
100.0% 56.7% 0.0% 0.0% 43.3% 0.0% 0.0% 6.7% 46.7% 46.7%

男性 計 426 397 8 1 20 5 3 56 295 68
100.0% 93.2% 1.9% 0.2% 4.7% 1.2% 0.7% 13.1% 69.2% 16.0%

10歳代 8 6 0 0 2 0 0 2 4 2
100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%

20歳代 37 34 2 0 1 0 0 0 34 3
100.0% 91.9% 5.4% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 91.9% 8.1%

30歳代 56 56 0 0 0 1 1 9 44 1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 1.8% 16.1% 78.6% 1.8%

40歳代 80 77 1 0 2 1 0 12 59 8
100.0% 96.3% 1.3% 0.0% 2.5% 1.3% 0.0% 15.0% 73.8% 10.0%

50歳代 74 73 0 0 1 0 1 11 51 11
100.0% 98.6% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 1.4% 14.9% 68.9% 14.9%

60歳代 106 99 3 1 3 3 0 16 68 20
100.0% 93.4% 2.8% 0.9% 2.8% 2.8% 0.0% 15.1% 64.2% 18.9%

70歳代 35 29 1 0 5 0 0 1 23 11
100.0% 82.9% 2.9% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 2.9% 65.7% 31.4%

80歳以上 29 22 1 0 6 0 1 5 12 11
100.0% 75.9% 3.4% 0.0% 20.7% 0.0% 3.4% 17.2% 41.4% 37.9%

問14　暴力にあたる行為の考え方
　⑤刃物などを突きつけて，おどす

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑤刃物などを突きつけて，おどす

問14　暴力にあたる行為の考え方
　⑥いやがっているのに性的な行為を強要する

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑥いやがっているのに性的な行為を強要する
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合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 909 24 9 58 4 15 90 739 155
100.0% 90.9% 2.4% 0.9% 5.8% 0.4% 1.5% 9.0% 73.9% 15.5%

女性 計 565 513 11 4 37 1 14 48 419 85
100.0% 90.8% 1.9% 0.7% 6.5% 0.2% 2.5% 8.5% 74.2% 15.0%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 1 7 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0%

20歳代 54 49 2 2 1 1 1 6 44 4
100.0% 90.7% 3.7% 3.7% 1.9% 1.9% 1.9% 11.1% 81.5% 7.4%

30歳代 93 86 4 0 3 0 2 10 73 8
100.0% 92.5% 4.3% 0.0% 3.2% 0.0% 2.2% 10.8% 78.5% 8.6%

40歳代 101 98 1 0 2 0 3 9 82 7
100.0% 97.0% 1.0% 0.0% 2.0% 0.0% 3.0% 8.9% 81.2% 6.9%

50歳代 112 106 2 1 3 0 4 11 80 17
100.0% 94.6% 1.8% 0.9% 2.7% 0.0% 3.6% 9.8% 71.4% 15.2%

60歳代 128 115 2 1 10 0 4 9 89 26
100.0% 89.8% 1.6% 0.8% 7.8% 0.0% 3.1% 7.0% 69.5% 20.3%

70歳代 39 34 0 0 5 0 0 1 28 10
100.0% 87.2% 0.0% 0.0% 12.8% 0.0% 0.0% 2.6% 71.8% 25.6%

80歳以上 30 17 0 0 13 0 0 1 16 13
100.0% 56.7% 0.0% 0.0% 43.3% 0.0% 0.0% 3.3% 53.3% 43.3%

男性 計 426 389 13 4 20 3 1 40 317 66
100.0% 91.3% 3.1% 0.9% 4.7% 0.7% 0.2% 9.4% 74.4% 15.5%

10歳代 8 6 0 0 2 0 0 1 5 2
100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 12.5% 62.5% 25.0%

20歳代 37 34 2 0 1 0 0 2 33 2
100.0% 91.9% 5.4% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 5.4% 89.2% 5.4%

30歳代 56 53 1 2 0 1 0 5 49 1
100.0% 94.6% 1.8% 3.6% 0.0% 1.8% 0.0% 8.9% 87.5% 1.8%

40歳代 80 78 0 0 2 0 0 8 64 8
100.0% 97.5% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 10.0% 80.0% 10.0%

50歳代 74 70 2 1 1 0 0 7 57 10
100.0% 94.6% 2.7% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 9.5% 77.0% 13.5%

60歳代 106 97 6 1 2 2 1 14 70 20
100.0% 91.5% 5.7% 0.9% 1.9% 1.9% 0.9% 13.2% 66.0% 18.9%

70歳代 35 27 2 0 6 0 0 1 24 10
100.0% 77.1% 5.7% 0.0% 17.1% 0.0% 0.0% 2.9% 68.6% 28.6%

80歳以上 29 23 0 0 6 0 0 2 15 12
100.0% 79.3% 0.0% 0.0% 20.7% 0.0% 0.0% 6.9% 51.7% 41.4%

合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 745 172 16 67 70 91 161 567 149
100.0% 74.5% 17.2% 1.6% 6.7% 7.0% 9.1% 16.1% 56.7% 14.9%

女性 計 565 413 101 9 42 42 55 90 318 81
100.0% 73.1% 17.9% 1.6% 7.4% 7.4% 9.7% 15.9% 56.3% 14.3%

10歳代 8 5 3 0 0 1 1 3 4 0
100.0% 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 37.5% 50.0% 0.0%

20歳代 54 37 15 1 1 2 3 7 40 4
100.0% 68.5% 27.8% 1.9% 1.9% 3.7% 5.6% 13.0% 74.1% 7.4%

30歳代 93 70 18 2 3 7 8 13 61 8
100.0% 75.3% 19.4% 2.2% 3.2% 7.5% 8.6% 14.0% 65.6% 8.6%

40歳代 101 78 19 1 3 9 10 20 62 6
100.0% 77.2% 18.8% 1.0% 3.0% 8.9% 9.9% 19.8% 61.4% 5.9%

50歳代 112 90 18 0 4 7 19 20 52 17
100.0% 80.4% 16.1% 0.0% 3.6% 6.3% 17.0% 17.9% 46.4% 15.2%

60歳代 128 94 19 5 10 9 9 17 70 25
100.0% 73.4% 14.8% 3.9% 7.8% 7.0% 7.0% 13.3% 54.7% 19.5%

70歳代 39 26 6 0 7 7 4 6 17 8
100.0% 66.7% 15.4% 0.0% 17.9% 17.9% 10.3% 15.4% 43.6% 20.5%

80歳以上 30 13 3 0 14 0 1 4 12 13
100.0% 43.3% 10.0% 0.0% 46.7% 0.0% 3.3% 13.3% 40.0% 43.3%

男性 計 426 326 70 6 24 28 35 70 246 64
100.0% 76.5% 16.4% 1.4% 5.6% 6.6% 8.2% 16.4% 57.7% 15.0%

10歳代 8 4 2 0 2 0 0 2 4 2
100.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%

20歳代 37 28 8 0 1 1 0 1 33 2
100.0% 75.7% 21.6% 0.0% 2.7% 2.7% 0.0% 2.7% 89.2% 5.4%

30歳代 56 44 10 2 0 5 6 10 38 1
100.0% 78.6% 17.9% 3.6% 0.0% 8.9% 10.7% 17.9% 67.9% 1.8%

40歳代 80 66 11 0 3 4 5 16 48 8
100.0% 82.5% 13.8% 0.0% 3.8% 5.0% 6.3% 20.0% 60.0% 10.0%

50歳代 74 61 9 3 1 7 13 9 40 11
100.0% 82.4% 12.2% 4.1% 1.4% 9.5% 17.6% 12.2% 54.1% 14.9%

60歳代 106 78 25 0 3 7 9 22 56 18
100.0% 73.6% 23.6% 0.0% 2.8% 6.6% 8.5% 20.8% 52.8% 17.0%

70歳代 35 24 3 0 8 2 2 6 15 10
100.0% 68.6% 8.6% 0.0% 22.9% 5.7% 5.7% 17.1% 42.9% 28.6%

80歳以上 29 20 2 1 6 2 0 4 12 11
100.0% 69.0% 6.9% 3.4% 20.7% 6.9% 0.0% 13.8% 41.4% 37.9%

問14　暴力にあたる行為の考え方
　⑦見たくないのに，アダルトビデオやポルノ雑誌を見せ

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑦見たくないのに，アダルトビデオやポルノ雑誌を見せる

問14　暴力にあたる行為の考え方
　⑧何を言っても長期間無視し続ける

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑧何を言っても長期間無視し続ける
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合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 796 132 10 62 6 28 202 615 159
100.0% 79.6% 13.2% 1.0% 6.2% 0.6% 2.8% 20.2% 61.5% 15.9%

女性 計 565 449 70 6 40 5 16 112 352 86
100.0% 79.5% 12.4% 1.1% 7.1% 0.9% 2.8% 19.8% 62.3% 15.2%

10歳代 8 5 3 0 0 0 0 3 5 0
100.0% 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 62.5% 0.0%

20歳代 54 42 8 3 1 0 2 14 35 3
100.0% 77.8% 14.8% 5.6% 1.9% 0.0% 3.7% 25.9% 64.8% 5.6%

30歳代 93 67 21 1 4 2 3 25 60 7
100.0% 72.0% 22.6% 1.1% 4.3% 2.2% 3.2% 26.9% 64.5% 7.5%

40歳代 101 84 14 1 2 1 1 28 64 7
100.0% 83.2% 13.9% 1.0% 2.0% 1.0% 1.0% 27.7% 63.4% 6.9%

50歳代 112 97 11 0 4 2 6 20 68 18
100.0% 86.6% 9.8% 0.0% 3.6% 1.8% 5.4% 17.9% 60.7% 16.1%

60歳代 128 109 8 1 10 0 4 17 79 28
100.0% 85.2% 6.3% 0.8% 7.8% 0.0% 3.1% 13.3% 61.7% 21.9%

70歳代 39 31 3 0 5 0 0 3 27 9
100.0% 79.5% 7.7% 0.0% 12.8% 0.0% 0.0% 7.7% 69.2% 23.1%

80歳以上 30 14 2 0 14 0 0 2 14 14
100.0% 46.7% 6.7% 0.0% 46.7% 0.0% 0.0% 6.7% 46.7% 46.7%

男性 計 426 340 61 4 21 1 11 88 261 69
100.0% 79.8% 14.3% 0.9% 4.9% 0.2% 2.6% 20.7% 61.3% 16.2%

10歳代 8 2 4 0 2 0 0 2 4 2
100.0% 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%

20歳代 37 30 6 0 1 0 0 6 30 2
100.0% 81.1% 16.2% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 16.2% 81.1% 5.4%

30歳代 56 41 13 2 0 0 4 18 33 1
100.0% 73.2% 23.2% 3.6% 0.0% 0.0% 7.1% 32.1% 58.9% 1.8%

40歳代 80 64 13 0 3 0 1 18 53 8
100.0% 80.0% 16.3% 0.0% 3.8% 0.0% 1.3% 22.5% 66.3% 10.0%

50歳代 74 64 9 0 1 1 4 16 45 10
100.0% 86.5% 12.2% 0.0% 1.4% 1.4% 5.4% 21.6% 60.8% 13.5%

60歳代 106 89 15 0 2 0 2 23 61 21
100.0% 84.0% 14.2% 0.0% 1.9% 0.0% 1.9% 21.7% 57.5% 19.8%

70歳代 35 28 0 1 6 0 0 2 20 13
100.0% 80.0% 0.0% 2.9% 17.1% 0.0% 0.0% 5.7% 57.1% 37.1%

80歳以上 29 21 1 1 6 0 0 3 15 11
100.0% 72.4% 3.4% 3.4% 20.7% 0.0% 0.0% 10.3% 51.7% 37.9%

合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 867 61 8 64 21 65 184 588 151
100.0% 86.7% 6.1% 0.8% 6.4% 2.1% 6.5% 18.4% 58.8% 15.1%

女性 計 565 494 26 5 40 2 55 110 321 83
100.0% 87.4% 4.6% 0.9% 7.1% 0.4% 9.7% 19.5% 56.8% 14.7%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 4 4 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%

20歳代 54 49 3 1 1 0 4 11 35 4
100.0% 90.7% 5.6% 1.9% 1.9% 0.0% 7.4% 20.4% 64.8% 7.4%

30歳代 93 82 7 0 4 0 7 25 58 6
100.0% 88.2% 7.5% 0.0% 4.3% 0.0% 7.5% 26.9% 62.4% 6.5%

40歳代 101 93 5 1 2 1 10 21 61 8
100.0% 92.1% 5.0% 1.0% 2.0% 1.0% 9.9% 20.8% 60.4% 7.9%

50歳代 112 105 4 0 3 0 21 22 54 17
100.0% 93.8% 3.6% 0.0% 2.7% 0.0% 18.8% 19.6% 48.2% 15.2%

60歳代 128 111 6 2 9 1 11 22 69 26
100.0% 86.7% 4.7% 1.6% 7.0% 0.8% 8.6% 17.2% 53.9% 20.3%

70歳代 39 31 1 0 7 0 1 4 25 9
100.0% 79.5% 2.6% 0.0% 17.9% 0.0% 2.6% 10.3% 64.1% 23.1%

80歳以上 30 15 0 1 14 0 1 1 15 13
100.0% 50.0% 0.0% 3.3% 46.7% 0.0% 3.3% 3.3% 50.0% 43.3%

男性 計 426 366 34 3 23 18 10 72 264 65
100.0% 85.9% 8.0% 0.7% 5.4% 4.2% 2.3% 16.9% 62.0% 15.3%

10歳代 8 6 0 0 2 0 0 0 6 2
100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%

20歳代 37 34 2 0 1 0 0 2 33 2
100.0% 91.9% 5.4% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 5.4% 89.2% 5.4%

30歳代 56 49 5 1 1 1 2 11 41 1
100.0% 87.5% 8.9% 1.8% 1.8% 1.8% 3.6% 19.6% 73.2% 1.8%

40歳代 80 74 3 0 3 3 1 15 53 8
100.0% 92.5% 3.8% 0.0% 3.8% 3.8% 1.3% 18.8% 66.3% 10.0%

50歳代 74 64 8 1 1 5 4 14 45 8
100.0% 86.5% 10.8% 1.4% 1.4% 6.8% 5.4% 18.9% 60.8% 10.8%

60歳代 106 93 11 0 2 4 3 21 59 20
100.0% 87.7% 10.4% 0.0% 1.9% 3.8% 2.8% 19.8% 55.7% 18.9%

70歳代 35 26 1 1 7 1 0 6 17 11
100.0% 74.3% 2.9% 2.9% 20.0% 2.9% 0.0% 17.1% 48.6% 31.4%

80歳以上 29 19 4 0 6 4 0 3 10 12
100.0% 65.5% 13.8% 0.0% 20.7% 13.8% 0.0% 10.3% 34.5% 41.4%

問14　暴力にあたる行為の考え方
⑩「誰のおかげで生活できるんだ」「稼ぎが少ない」などと

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑩「誰のおかげで生活できるんだ」「稼ぎが少ない」などと言う

問14　暴力にあたる行為の考え方
　⑨交友関係や電話・メールを細かく監視する

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑨交友関係や電話・メールを細かく監視する
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合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 722 202 14 62 133 168 238 413 132
100.0% 72.2% 20.2% 1.4% 6.2% 13.3% 16.8% 23.8% 41.3% 13.2%

女性 計 565 429 92 5 39 47 126 140 221 74
100.0% 75.9% 16.3% 0.9% 6.9% 8.3% 22.3% 24.8% 39.1% 13.1%

10歳代 8 6 2 0 0 1 1 2 4 0
100.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 0.0%

20歳代 54 40 12 1 1 3 6 19 25 4
100.0% 74.1% 22.2% 1.9% 1.9% 5.6% 11.1% 35.2% 46.3% 7.4%

30歳代 93 71 17 1 4 7 18 28 46 5
100.0% 76.3% 18.3% 1.1% 4.3% 7.5% 19.4% 30.1% 49.5% 5.4%

40歳代 101 84 13 2 2 10 21 31 39 7
100.0% 83.2% 12.9% 2.0% 2.0% 9.9% 20.8% 30.7% 38.6% 6.9%

50歳代 112 89 20 0 3 12 39 26 32 15
100.0% 79.5% 17.9% 0.0% 2.7% 10.7% 34.8% 23.2% 28.6% 13.4%

60歳代 128 99 19 1 9 10 29 23 49 23
100.0% 77.3% 14.8% 0.8% 7.0% 7.8% 22.7% 18.0% 38.3% 18.0%

70歳代 39 28 5 0 6 3 8 8 15 8
100.0% 71.8% 12.8% 0.0% 15.4% 7.7% 20.5% 20.5% 38.5% 20.5%

80歳以上 30 12 4 0 14 1 4 3 11 12
100.0% 40.0% 13.3% 0.0% 46.7% 3.3% 13.3% 10.0% 36.7% 40.0%

男性 計 426 287 109 8 22 84 42 96 190 55
100.0% 67.4% 25.6% 1.9% 5.2% 19.7% 9.9% 22.5% 44.6% 12.9%

10歳代 8 4 2 0 2 0 1 1 4 2
100.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 12.5% 50.0% 25.0%

20歳代 37 30 6 0 1 2 0 7 26 2
100.0% 81.1% 16.2% 0.0% 2.7% 5.4% 0.0% 18.9% 70.3% 5.4%

30歳代 56 41 13 2 0 11 4 13 31 1
100.0% 73.2% 23.2% 3.6% 0.0% 19.6% 7.1% 23.2% 55.4% 1.8%

40歳代 80 61 15 0 4 11 7 21 40 7
100.0% 76.3% 18.8% 0.0% 5.0% 13.8% 8.8% 26.3% 50.0% 8.8%

50歳代 74 51 19 3 1 16 11 16 34 8
100.0% 68.9% 25.7% 4.1% 1.4% 21.6% 14.9% 21.6% 45.9% 10.8%

60歳代 106 63 40 0 3 29 15 29 34 15
100.0% 59.4% 37.7% 0.0% 2.8% 27.4% 14.2% 27.4% 32.1% 14.2%

70歳代 35 21 7 2 5 8 1 5 12 10
100.0% 60.0% 20.0% 5.7% 14.3% 22.9% 2.9% 14.3% 34.3% 28.6%

80歳以上 29 16 6 1 6 7 3 4 9 9
100.0% 55.2% 20.7% 3.4% 20.7% 24.1% 10.3% 13.8% 31.0% 31.0%

合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 883 45 8 64 28 96 228 531 147
100.0% 88.3% 4.5% 0.8% 6.4% 2.8% 9.6% 22.8% 53.1% 14.7%

女性 計 565 502 18 4 41 9 71 130 293 79
100.0% 88.8% 3.2% 0.7% 7.3% 1.6% 12.6% 23.0% 51.9% 14.0%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 2 6 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0%

20歳代 54 51 2 0 1 2 6 14 32 4
100.0% 94.4% 3.7% 0.0% 1.9% 3.7% 11.1% 25.9% 59.3% 7.4%

30歳代 93 81 7 0 5 2 10 29 55 4
100.0% 87.1% 7.5% 0.0% 5.4% 2.2% 10.8% 31.2% 59.1% 4.3%

40歳代 101 94 3 2 2 2 11 26 54 8
100.0% 93.1% 3.0% 2.0% 2.0% 2.0% 10.9% 25.7% 53.5% 7.9%

50歳代 112 108 0 1 3 1 24 27 49 16
100.0% 96.4% 0.0% 0.9% 2.7% 0.9% 21.4% 24.1% 43.8% 14.3%

60歳代 128 112 5 1 10 1 18 25 60 25
100.0% 87.5% 3.9% 0.8% 7.8% 0.8% 14.1% 19.5% 46.9% 19.5%

70歳代 39 32 1 0 6 1 2 5 22 9
100.0% 82.1% 2.6% 0.0% 15.4% 2.6% 5.1% 12.8% 56.4% 23.1%

80歳以上 30 16 0 0 14 0 0 2 15 13
100.0% 53.3% 0.0% 0.0% 46.7% 0.0% 0.0% 6.7% 50.0% 43.3%

男性 計 426 373 27 4 22 18 25 96 235 65
100.0% 87.6% 6.3% 0.9% 5.2% 4.2% 5.9% 22.5% 55.2% 15.3%

10歳代 8 5 1 0 2 0 1 0 5 2
100.0% 62.5% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 62.5% 25.0%

20歳代 37 33 3 0 1 0 1 7 27 2
100.0% 89.2% 8.1% 0.0% 2.7% 0.0% 2.7% 18.9% 73.0% 5.4%

30歳代 56 55 0 1 0 0 0 15 40 1
100.0% 98.2% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 26.8% 71.4% 1.8%

40歳代 80 73 3 1 3 2 4 21 46 8
100.0% 91.3% 3.8% 1.3% 3.8% 2.5% 5.0% 26.3% 57.5% 10.0%

50歳代 74 66 5 2 1 5 6 14 42 11
100.0% 89.2% 6.8% 2.7% 1.4% 6.8% 8.1% 18.9% 56.8% 14.9%

60歳代 106 95 9 0 2 5 11 28 50 18
100.0% 89.6% 8.5% 0.0% 1.9% 4.7% 10.4% 26.4% 47.2% 17.0%

70歳代 35 25 3 0 7 2 0 7 15 11
100.0% 71.4% 8.6% 0.0% 20.0% 5.7% 0.0% 20.0% 42.9% 31.4%

80歳以上 29 20 3 0 6 4 2 4 10 11
100.0% 69.0% 10.3% 0.0% 20.7% 13.8% 6.9% 13.8% 34.5% 37.9%

問14　暴力にあたる行為の考え方
　⑪大声でどなる

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑪大声でどなる

問14　暴力にあたる行為の考え方
⑫人の前でバカにりたり，命令するような口調で言う

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑫人の前でバカにりたり，命令するような口調でものを言ったりする
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合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 836 83 18 63 5 38 185 632 147
100.0% 83.6% 8.3% 1.8% 6.3% 0.5% 3.8% 18.5% 63.2% 14.7%

女性 計 565 474 42 10 39 0 34 104 350 79
100.0% 83.9% 7.4% 1.8% 6.9% 0.0% 6.0% 18.4% 61.9% 14.0%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 1 7 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0%

20歳代 54 43 8 2 1 0 1 5 44 4
100.0% 79.6% 14.8% 3.7% 1.9% 0.0% 1.9% 9.3% 81.5% 7.4%

30歳代 93 79 9 2 3 0 3 19 66 6
100.0% 84.9% 9.7% 2.2% 3.2% 0.0% 3.2% 20.4% 71.0% 6.5%

40歳代 101 88 9 2 2 0 8 24 62 7
100.0% 87.1% 8.9% 2.0% 2.0% 0.0% 7.9% 23.8% 61.4% 6.9%

50歳代 112 100 8 0 4 0 9 27 60 17
100.0% 89.3% 7.1% 0.0% 3.6% 0.0% 8.0% 24.1% 53.6% 15.2%

60歳代 128 110 6 3 9 0 12 21 72 23
100.0% 85.9% 4.7% 2.3% 7.0% 0.0% 9.4% 16.4% 56.3% 18.0%

70歳代 39 31 2 0 6 0 1 6 23 9
100.0% 79.5% 5.1% 0.0% 15.4% 0.0% 2.6% 15.4% 59.0% 23.1%

80歳以上 30 15 0 1 14 0 0 1 16 13
100.0% 50.0% 0.0% 3.3% 46.7% 0.0% 0.0% 3.3% 53.3% 43.3%

男性 計 426 354 41 8 23 5 4 79 279 64
100.0% 83.1% 9.6% 1.9% 5.4% 1.2% 0.9% 18.5% 65.5% 15.0%

10歳代 8 5 1 0 2 0 0 0 6 2
100.0% 62.5% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%

20歳代 37 31 5 0 1 0 1 1 34 2
100.0% 83.8% 13.5% 0.0% 2.7% 0.0% 2.7% 2.7% 91.9% 5.4%

30歳代 56 49 5 1 1 1 1 11 44 0
100.0% 87.5% 8.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 19.6% 78.6% 0.0%

40歳代 80 68 7 2 3 0 0 15 57 8
100.0% 85.0% 8.8% 2.5% 3.8% 0.0% 0.0% 18.8% 71.3% 10.0%

50歳代 74 60 10 3 1 0 1 18 48 9
100.0% 81.1% 13.5% 4.1% 1.4% 0.0% 1.4% 24.3% 64.9% 12.2%

60歳代 106 91 12 1 2 3 1 22 62 19
100.0% 85.8% 11.3% 0.9% 1.9% 2.8% 0.9% 20.8% 58.5% 17.9%

70歳代 35 28 0 0 7 0 0 6 18 11
100.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 17.1% 51.4% 31.4%

80歳以上 29 21 1 1 6 1 0 6 10 12
100.0% 72.4% 3.4% 3.4% 20.7% 3.4% 0.0% 20.7% 34.5% 41.4%

合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 913 20 4 63 3 32 132 681 157
100.0% 91.3% 2.0% 0.4% 6.3% 0.3% 3.2% 13.2% 68.1% 15.7%

女性 計 565 514 10 2 39 2 21 69 390 85
100.0% 91.0% 1.8% 0.4% 6.9% 0.4% 3.7% 12.2% 69.0% 15.0%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 2 6 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0%

20歳代 54 52 1 0 1 0 2 6 42 4
100.0% 96.3% 1.9% 0.0% 1.9% 0.0% 3.7% 11.1% 77.8% 7.4%

30歳代 93 88 2 0 3 0 4 13 69 8
100.0% 94.6% 2.2% 0.0% 3.2% 0.0% 4.3% 14.0% 74.2% 8.6%

40歳代 101 97 1 1 2 1 1 17 75 7
100.0% 96.0% 1.0% 1.0% 2.0% 1.0% 1.0% 16.8% 74.3% 6.9%

50歳代 112 106 2 0 4 0 8 15 72 17
100.0% 94.6% 1.8% 0.0% 3.6% 0.0% 7.1% 13.4% 64.3% 15.2%

60歳代 128 115 3 1 9 1 6 13 83 26
100.0% 89.8% 2.3% 0.8% 7.0% 0.8% 4.7% 10.2% 64.8% 20.3%

70歳代 39 32 1 0 6 0 0 3 26 10
100.0% 82.1% 2.6% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 7.7% 66.7% 25.6%

80歳以上 30 16 0 0 14 0 0 0 17 13
100.0% 53.3% 0.0% 0.0% 46.7% 0.0% 0.0% 0.0% 56.7% 43.3%

男性 計 426 391 10 2 23 1 11 62 287 68
100.0% 91.8% 2.3% 0.5% 5.4% 0.2% 2.6% 14.6% 67.4% 16.0%

10歳代 8 6 0 0 2 0 0 1 5 2
100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 12.5% 62.5% 25.0%

20歳代 37 34 2 0 1 0 0 1 33 3
100.0% 91.9% 5.4% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 2.7% 89.2% 8.1%

30歳代 56 56 0 0 0 0 1 10 44 1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 17.9% 78.6% 1.8%

40歳代 80 72 4 0 4 0 1 14 57 8
100.0% 90.0% 5.0% 0.0% 5.0% 0.0% 1.3% 17.5% 71.3% 10.0%

50歳代 74 71 1 1 1 0 4 12 50 10
100.0% 95.9% 1.4% 1.4% 1.4% 0.0% 5.4% 16.2% 67.6% 13.5%

60歳代 106 100 3 1 2 1 4 18 64 20
100.0% 94.3% 2.8% 0.9% 1.9% 0.9% 3.8% 17.0% 60.4% 18.9%

70歳代 35 28 0 0 7 0 0 2 22 11
100.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 5.7% 62.9% 31.4%

80歳以上 29 23 0 0 6 0 1 4 12 12
100.0% 79.3% 0.0% 0.0% 20.7% 0.0% 3.4% 13.8% 41.4% 41.4%

問14　暴力にあたる行為の考え方
　⑬生活費を十分に渡さない

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑬生活費を十分に渡さない

問14　暴力にあたる行為の考え方
　⑭大切しているものを，わざと壊したり捨てたりする

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑭大切しているものを，わざと壊したり捨てたりする
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合計 どんなことが
あっても許さ
れない

場合によって
は許される

暴力に当たる
とは思わない

無回答・不明 自分がしたこ
とがある

自分がされ
たことがある

見たり聞いた
りしたことが
ある

されたことも
ないし見聞き
したこともな
い

無回答・不明

全体 1,000 893 29 9 69 3 32 144 668 159
100.0% 89.3% 2.9% 0.9% 6.9% 0.3% 3.2% 14.4% 66.8% 15.9%

女性 計 565 506 14 2 43 0 30 86 367 86
100.0% 89.6% 2.5% 0.4% 7.6% 0.0% 5.3% 15.2% 65.0% 15.2%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 1 7 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0%

20歳代 54 51 0 1 2 0 4 13 35 3
100.0% 94.4% 0.0% 1.9% 3.7% 0.0% 7.4% 24.1% 64.8% 5.6%

30歳代 93 87 3 0 3 0 9 18 61 7
100.0% 93.5% 3.2% 0.0% 3.2% 0.0% 9.7% 19.4% 65.6% 7.5%

40歳代 101 98 1 0 2 0 6 18 70 7
100.0% 97.0% 1.0% 0.0% 2.0% 0.0% 5.9% 17.8% 69.3% 6.9%

50歳代 112 107 1 0 4 0 6 14 75 17
100.0% 95.5% 0.9% 0.0% 3.6% 0.0% 5.4% 12.5% 67.0% 15.2%

60歳代 128 111 5 1 11 0 4 18 80 27
100.0% 86.7% 3.9% 0.8% 8.6% 0.0% 3.1% 14.1% 62.5% 21.1%

70歳代 39 32 1 0 6 0 1 4 25 9
100.0% 82.1% 2.6% 0.0% 15.4% 0.0% 2.6% 10.3% 64.1% 23.1%

80歳以上 30 12 3 0 15 0 0 0 14 16
100.0% 40.0% 10.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.7% 53.3%

男性 計 426 380 15 6 25 3 2 57 297 69
100.0% 89.2% 3.5% 1.4% 5.9% 0.7% 0.5% 13.4% 69.7% 16.2%

10歳代 8 6 0 0 2 0 0 2 4 2
100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%

20歳代 37 33 3 0 1 0 0 2 33 2
100.0% 89.2% 8.1% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 5.4% 89.2% 5.4%

30歳代 56 52 3 1 0 2 2 10 42 1
100.0% 92.9% 5.4% 1.8% 0.0% 3.6% 3.6% 17.9% 75.0% 1.8%

40歳代 80 74 2 1 3 0 0 11 61 8
100.0% 92.5% 2.5% 1.3% 3.8% 0.0% 0.0% 13.8% 76.3% 10.0%

50歳代 74 69 1 2 2 0 0 13 51 10
100.0% 93.2% 1.4% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 17.6% 68.9% 13.5%

60歳代 106 97 5 1 3 0 0 14 72 21
100.0% 91.5% 4.7% 0.9% 2.8% 0.0% 0.0% 13.2% 67.9% 19.8%

70歳代 35 28 1 0 6 1 0 3 18 13
100.0% 80.0% 2.9% 0.0% 17.1% 2.9% 0.0% 8.6% 51.4% 37.1%

80歳以上 29 20 0 1 8 0 0 2 16 11
100.0% 69.0% 0.0% 3.4% 27.6% 0.0% 0.0% 6.9% 55.2% 37.9%

問14　暴力にあたる行為の考え方
　⑮避妊に協力しない

問14　暴力にあたる行為の経験等
　⑮避妊に協力しない
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，「どんなことがあっても許されない」において，全体では「⑧何

を言っても長期間無視し続ける」以外全ての項目が下回っています。 

性別で見ると，女性では全ての項目が下回っています。男性では「④なぐるふりをして，おどす」

「⑧何を言っても長期間無視し続ける」「⑪大声でどなる」が上回っていますが，それら以外の項目は

下回っています。 

     【全体】 

  

どんなことが

あっても

許されない

場合によっては

許される

暴力に当たるとは

思わない

無回答・

不明

81.9

84.5

88.9

95.1

93.2

97.3

84.9

85.2

93.4

97.6

92.7

96.3

90.9

93.1

74.5

74.3

79.6

81.8

86.7

90.1

72.2

73.2

88.3

92.2

83.6

85.8

91.3

94.8

89.3

92.4

11.1

13.0

4.7

2.8

1.1

0.5

7.5

11.1

0.4

0.2

1.1

1.4

2.4

3.9

17.2

22.4

13.2

14.9

6.1

7.2

20.2

23.6

4.5

4.4

8.3

11.4

2.0

2.9

2.9

4.3

0.6

0.4

0.3

0.1

0.1

0.8

0.8

0.1

0.3

0.2

0.9

0.6

1.6

1.1

1.0

0.7

0.8

0.6

1.4

0.9

0.8

1.1

1.8

0.6

0.4

0.2

0.9

0.9

6.4

2.1

6.1

2.0

5.7

2.1

6.8

2.9

6.1

2.2

5.9

2.1

5.8

2.4

6.7

2.3

6.2

2.6

6.4

2.2

6.2

2.4

6.4

2.3

6.3

2.2

6.3

2.1

6.9

2.4

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

①平手で打つ

②足でける

③身体を傷つける可能性

のあるものでなぐる

④なぐるふりをして，おど

す

⑤刃物などを突きつけて，

おどす

⑥いやがっているのに性

的な行為を強要する

⑦見なくないのに，アダル

トビデオやポルノ雑誌を見

せる

⑧何を言っても長期間無

視し続ける

⑨交友関係や電話・メール

等を細かく監視する

⑩「誰のおかげで生活でき

るんだ」「稼ぎが少ない」な

どと言う

⑪大声でどなる

⑫人の前でバカにしたり，

命令するような口調でもの

を言ったりする

⑬生活費を十分に渡さな

い

⑭大切にしているものを，

わざと壊したり捨てたりす

る

⑮避妊に協力しない
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【女性】 

 

  

どんなことが

あっても

許されない

場合によっては

許される

暴力に当たるとは

思わない

無回答・

不明

81.9

84.7

88.5

95.0

92.9

97.2

85.1

86.2

92.7

97.4

92.6

96.0

90.8

92.8

73.1

74.8

79.5

82.4

87.4

90.8

75.9

78.9

88.8

93.2

83.9

86.6

91.0

94.7

89.6

93.0

10.3

12.7

4.8

2.2

0.9

0.2

6.4

10.3

0.5

0.2

0.5

1.5

1.9

4.0

17.9

21.7

12.4

14.3

4.6

6.1

16.3

18.0

3.2

3.3

7.4

10.5

1.8

2.8

2.5

3.5

0.7

0.4

0.2

0.2

0.2

0.7

0.4

0.2

0.2

0.7

0.6

1.6

0.9

1.1

0.6

0.9

0.7

0.9

0.4

0.7

0.9

1.8

0.6

0.4

0.2

0.4

0.7

7.1

2.2

6.5

2.6

6.2

2.4

7.8

3.1

6.7

2.4

6.7

2.4

6.5

2.6

7.4

2.6

7.1

2.8

7.1

2.4

6.9

2.8

7.3

2.6

6.9

2.4

6.9

2.4

7.6

2.8

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

①平手で打つ

②足でける

③身体を傷つける可能性

のあるものでなぐる

④なぐるふりをして，おど

す

⑤刃物などを突きつけて，

おどす

⑥いやがっているのに性

的な行為を強要する

⑦見なくないのに，アダル

トビデオやポルノ雑誌を見

せる

⑧何を言っても長期間無

視し続ける

⑨交友関係や電話・メール

等を細かく監視する

⑩「誰のおかげで生活でき

るんだ」「稼ぎが少ない」な

どと言う

⑪大声でどなる

⑫人の前でバカにしたり，

命令するような口調でもの

を言ったりする

⑬生活費を十分に渡さな

い

⑭大切にしているものを，

わざと壊したり捨てたりす

る

⑮避妊に協力しない
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【男性】 

 
  

どんなことが

あっても

許されない

場合によっては

許される

暴力に当たるとは

思わない

無回答・

不明

82.2

84.6

89.7

95.7

93.9

97.8

85.0

83.9

94.6

98.2

93.2

97.1

91.3

93.7

76.5

73.4

79.8

81.2

85.9

89.3

67.4

66.2

87.6

91.3

83.1

84.8

91.8

95.3

89.2

91.9

12.0

13.4

4.5

3.4

1.2

0.9

8.9

12.5

0.2

0.2

1.9

1.3

3.1

3.8

16.4

23.7

14.3

15.9

8.0

8.7

25.6

30.6

6.3

5.8

9.6

13.0

2.3

3.1

3.5

5.4

0.5

0.4

0.5

0.7

1.3

0.2

0.2

0.9

0.7

1.4

1.3

0.9

0.9

0.7

0.4

1.9

1.6

0.9

1.3

1.9

0.7

0.5

0.2

1.4

1.1

5.4

1.6

5.4

0.9

4.9

1.3

5.4

2.2

5.2

1.6

4.7

1.3

4.7

1.8

5.6

1.6

4.9

2.0

5.4

1.6

5.2

1.6

5.2

1.6

5.4

1.6

5.4

1.3

5.9

1.6

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

①平手で打つ

②足でける

③身体を傷つける可能性

のあるものでなぐる

④なぐるふりをして，おど

す

⑤刃物などを突きつけて，

おどす

⑥いやがっているのに性

的な行為を強要する

⑦見なくないのに，アダル

トビデオやポルノ雑誌を見

せる

⑧何を言っても長期間無

視し続ける

⑨交友関係や電話・メール

等を細かく監視する

⑩「誰のおかげで生活でき

るんだ」「稼ぎが少ない」な

どと言う

⑪大声でどなる

⑫人の前でバカにしたり，

命令するような口調でもの

を言ったりする

⑬生活費を十分に渡さな

い

⑭大切にしているものを，

わざと壊したり捨てたりす

る

⑮避妊に協力しない
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【全国比較】（参考） 

全国調査では，全ての項目において「どんな場合でも暴力にあたると思う」が半数以上を超えてい

ますが，「暴力にあたる場合も，そうでない場合もあると思う」では，「身体をおす」「大声でどなる」

「他の異性との会話を許さない」が他の項目と比べ割合が高くなっています。 

  
ど
ん
な
場
合
で

も
暴
力
に
あ
た

る
と
思
う

暴
力
に
あ
た
る

場
合
も
，
そ
う

で
な
い
場
合
も

あ
る
と
思
う

暴
力
に
あ
た
る

と
は
思
わ
な
い

無
回
答

全体（n=2,950) 86.9% 11.5% 0.5% 1.2%
女性（n=1,597) 87.5% 11.0% 0.1% 1.4%
男性（n=1,363) 86.2% 12.0% 0.9% 1.0%
全体（n=2,950) 59.2% 37.1% 2.1% 1.5%
女性（n=1,597) 60.6% 36.6% 1.2% 1.7%
男性（n=1,363) 57.6% 37.8% 3.3% 1.3%
全体（n=2,950) 91.2% 7.0% 0.4% 1.4%
女性（n=1,597) 91.4% 7.0% 0.1% 1.5%
男性（n=1,363) 91.1% 6.9% 0.7% 1.3%
全体（n=2,950) 96.7% 1.6% 0.2% 1.5%
女性（n=1,597) 96.7% 1.6% 0.1% 1.7%
男性（n=1,363) 96.7% 1.6% 0.4% 1.3%
全体（n=2,950) 79.6% 17.2% 1.6% 1.6%
女性（n=1,597) 82.3% 14.8% 1.3% 1.6%
男性（n=1,363) 76.5% 20.0% 2.0% 1.6%
全体（n=2,950) 96.6% 1.6% 0.3% 1.5%
女性（n=1,597) 96.9% 1.3% 0.2% 1.6%
男性（n=1,363) 96.3% 2.0% 0.4% 1.3%
全体（n=2,950) 58.8% 36.1% 3.4% 1.6%
女性（n=1,597) 63.6% 32.9% 2.0% 1.6%
男性（n=1,363) 53.3% 40.0% 5.1% 1.6%
全体（n=2,950) 64.2% 25.4% 8.5% 1.9%
女性（n=1,597) 67.1% 24.0% 6.8% 2.1%
男性（n=1,363) 60.8% 26.9% 10.6% 1.6%
全体（n=2,950) 77.1% 15.8% 5.5% 1.6%
女性（n=1,597) 80.5% 13.9% 4.1% 1.4%
男性（n=1,363) 73.1% 18.0% 7.2% 1.7%
全体（n=2,950) 69.9% 23.3% 5.0% 1.7%
女性（n=1,597) 74.1% 20.1% 4.1% 1.7%
男性（n=1,363) 65.0% 27.0% 6.1% 1.8%
全体（n=2,950) 82.8% 12.3% 3.2% 1.7%
女性（n=1,597) 85.4% 10.0% 2.8% 1.8%
男性（n=1,363) 79.7% 14.9% 3.7% 1.6%
全体（n=2,950) 74.6% 20.1% 3.9% 1.5%
女性（n=1,597) 76.1% 18.7% 3.6% 1.6%
男性（n=1,363) 72.9% 21.7% 4.1% 1.3%
全体（n=2,950) 81.1% 14.8% 2.6% 1.5%
女性（n=1,597) 84.8% 11.8% 1.8% 1.6%
男性（n=1,363) 76.6% 18.5% 3.5% 1.4%
全体（n=2,950) 92.9% 4.3% 1.2% 1.6%
女性（n=1,597) 93.9% 3.6% 0.9% 1.6%
男性（n=1,363) 91.7% 5.0% 1.6% 1.6%
全体（n=2,950) 81.1% 14.1% 3.1% 1.7%
女性（n=1,597) 84.8% 11.3% 2.1% 1.8%
男性（n=1,363) 76.7% 17.3% 4.3% 1.7%
全体（n=2,950) 91.8% 5.7% 0.6% 1.9%
女性（n=1,597) 92.6% 5.0% 0.4% 2.0%
男性（n=1,363) 90.8% 6.4% 0.9% 1.8%
全体（n=2,950) 88.4% 8.5% 1.3% 1.8%
女性（n=1,597) 90.1% 6.9% 1.0% 2.0%
男性（n=1,363) 86.5% 10.3% 1.6% 1.6%

「誰のおかげで生活できるんだ」とか，「甲斐
性なし」という

相手や家族を傷つけるなどと告げておどす

家計に必要な生活費を渡さない

嫌がっているのに性的な行為を強要する

避妊に協力しない

何を言っても長期間無視し続ける

平手で打つ

身体を押す

足でける

身体を傷つける可能性のあるものでなぐる

なぐるふりをして，おどす

刃物などを突きつけて，おどす

大声でどなる

他の異性との会話を許さない

家族や友人とのかかわりを持たせない

交友関係や行き先，電話・メールなどを細か
く監視する

職場に行くことを妨害したり，外出先を制限
する

，

全国調査出典：内閣府「男女間における暴力に関する調査（令和５年度調査） 



 

- 75 - 

【問 14 で「自分がされたことがある」を１つでも選んだ方に伺います。】 

問 14-１ その際，あなたは誰かに相談しましたか。（当てはまるもの全てに○） 

全体では，「相談しなかった（できなかった）」が 60.4％と最も高く，次いで「家族や親せきに相

談した」「友人や知人に相談した」が同率で 17.0％となっています。 

性別で見ると，女性では「相談しなかった（できなかった）」が 55.4％と最も高く，次いで「家族

や親せきに相談した」が 20.7％，「友人や知人に相談した」が 19.7％，男性では「相談しなかった

（できなかった）」が 74.3％と７割を超えています。 

 

【性・年代別】                         【その他の主な内容】 

 ・会社の上司 

 ・がまん 

 ・特になし 

 

 

  

20.7

19.7

3.6

4.7

2.1

3.1

55.4

7.8

6.8

9.5

2.7

0.0

1.4

5.4

74.3

5.4

家族や親せきに相談した

友人や知人に相談した

行政の相談窓口に相談した

警察に相談した

民間（ＮＰＯなど）の相談窓口に相談した

その他

相談しなかった（できなかった）

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=193) 男性(n=74)

17.0

17.0

3.3

3.3

1.9

3.7

60.4

7.4

家族や親せきに相談した

友人や知人に相談した

行政の相談窓口に相談した

警察に相談した

民間（ＮＰＯなど）の相談窓口に相談した

その他

相談しなかった（できなかった）

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=270)

問14-1 相談の有無

合計 家族や親せ
きに相談した

友人や知人
に相談した

行政の相談
窓口に相談し
た

民間（ＮＰＯな
ど）の相談窓
口に相談した

警察に相談し
た

その他 相談しなかっ
た（できな
かった）

無回答・不明

全体 270 46 46 9 5 9 10 163 20
100.0% 17.0% 17.0% 3.3% 1.9% 3.3% 3.7% 60.4% 7.4%

女性 計 193 40 38 7 4 9 6 107 15
100.0% 20.7% 19.7% 3.6% 2.1% 4.7% 3.1% 55.4% 7.8%

10歳代 1 0 0 0 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

20歳代 15 3 4 0 0 1 0 8 1
100.0% 20.0% 26.7% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 53.3% 6.7%

30歳代 31 6 6 3 3 2 1 17 2
100.0% 19.4% 19.4% 9.7% 9.7% 6.5% 3.2% 54.8% 6.5%

40歳代 36 6 3 1 0 2 0 26 2
100.0% 16.7% 8.3% 2.8% 0.0% 5.6% 0.0% 72.2% 5.6%

50歳代 48 15 17 1 1 1 3 21 0
100.0% 31.3% 35.4% 2.1% 2.1% 2.1% 6.3% 43.8% 0.0%

60歳代 43 10 7 2 0 3 1 22 5
100.0% 23.3% 16.3% 4.7% 0.0% 7.0% 2.3% 51.2% 11.6%

70歳代 13 0 0 0 0 0 1 8 4
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 61.5% 30.8%

80歳以上 6 0 1 0 0 0 0 4 1
100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 16.7%

男性 計 74 5 7 2 1 0 4 55 4
100.0% 6.8% 9.5% 2.7% 1.4% 0.0% 5.4% 74.3% 5.4%

10歳代 1 1 1 0 0 0 0 0 0
100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳代 2 0 0 0 0 0 0 0 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

30歳代 13 2 2 0 0 0 0 10 0
100.0% 15.4% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 76.9% 0.0%

40歳代 12 2 0 0 0 0 1 9 0
100.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 75.0% 0.0%

50歳代 18 0 0 1 1 0 0 16 1
100.0% 0.0% 0.0% 5.6% 5.6% 0.0% 0.0% 88.9% 5.6%

60歳代 22 0 2 1 0 0 3 16 1
100.0% 0.0% 9.1% 4.5% 0.0% 0.0% 13.6% 72.7% 4.5%

70歳代 2 0 1 0 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

80歳以上 4 0 1 0 0 0 0 3 0
100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0%
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【問 14-１で「相談しなかった（できなかった）」を選んだ方に伺います。】 

問 14-２ 誰（どこ）にも相談しなかった，できなかった理由は何ですか。 

    （当てはまるもの全てに○） 

全体では，「相談するほどのことではないと思ったから」が 45.4％と最も高く，次いで「相談して

も無駄だと思ったから」が 30.7％，「自分にも悪いところがあると思ったから」が 27.6％，「自分さ

え我慢すればよいと思ったから」が 21.5％となっています。 

性別で見ると，女性では「相談するほどのことではないと思ったから」が 39.3％と最も高く，次

いで「相談しても無駄だと思ったから」が 36.4％，「自分にも悪いところがあると思ったから」が

28.0％，「自分さえ我慢すればよいと思ったから」が 21.5％，男性では「相談するほどのことでは

ないと思ったから」が 56.4％と最も高く，次いで「自分にも悪いところがあると思ったから」が

27.3％となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・単なる喧嘩だから  ・特に怖くなかったから  ・言い返したから 

  ・相手の精神状態が異常時だったから 

  

39.3

36.4

28.0

21.5

15.0

15.9

11.2

6.5

13.1

5.6

6.5

1.9

56.4

20.0

27.3

21.8

9.1

5.5

5.5

5.5

3.6

3.6

9.1

0.0

相談するほどのことではないと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

自分さえ我慢すればよいと思ったから

相談するのが恥ずかしかったから

どこに相談すればよいかわからなかったから

相談することで，不快な思いをすると思ったから

相談するのは世間体が悪いと思ったから

されたことを思い出したくなかったから

その他

特に理由はない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=107) 男性(n=55)

45.4

30.7

27.6

21.5

12.9

12.3

9.2

6.1

9.8

4.9

7.4

1.2

相談するほどのことではないと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

自分さえ我慢すればよいと思ったから

相談するのが恥ずかしかったから

どこに相談すればよいかわからなかったから

相談することで，不快な思いをすると思ったから

相談するのは世間体が悪いと思ったから

されたことを思い出したくなかったから

その他

特に理由はない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=163)
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【性・年代別】 

 

  

問14-2 相談できなかった理由

合計 どこに相談す
ればよいかわ
からなかった
から

相談するのが
恥ずかしかっ
たから

相談しても無
駄だと思った
から

相談すること
で，不快な思
いをすると
思ったから

自分さえ我慢
すればよいと
思ったから

相談するのは
世間体が悪
いと思ったか
ら

されたことを
思い出したく
なかったから

自分にも悪い
ところがある
と思ったから

相談するほど
のことではな
いと思ったか
ら

その他 特に理由は
ない

無回答・不明

全体 163 20 21 50 15 35 10 16 45 74 8 12 2

100.0% 12.3% 12.9% 30.7% 9.2% 21.5% 6.1% 9.8% 27.6% 45.4% 4.9% 7.4% 1.2%

女性 計 107 17 16 39 12 23 7 14 30 42 6 7 2

100.0% 15.9% 15.0% 36.4% 11.2% 21.5% 6.5% 13.1% 28.0% 39.3% 5.6% 6.5% 1.9%
10歳代 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 8 1 1 5 0 2 0 1 3 2 0 0 0

100.0% 12.5% 12.5% 62.5% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 37.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 17 3 4 7 3 2 0 2 7 12 0 1 0

100.0% 17.6% 23.5% 41.2% 17.6% 11.8% 0.0% 11.8% 41.2% 70.6% 0.0% 5.9% 0.0%
40歳代 26 4 6 11 4 4 2 5 9 10 1 1 1

100.0% 15.4% 23.1% 42.3% 15.4% 15.4% 7.7% 19.2% 34.6% 38.5% 3.8% 3.8% 3.8%
50歳代 21 4 3 7 1 6 2 3 5 6 2 1 1

100.0% 19.0% 14.3% 33.3% 4.8% 28.6% 9.5% 14.3% 23.8% 28.6% 9.5% 4.8% 4.8%
60歳代 22 4 2 6 4 7 3 1 5 6 2 3 0

100.0% 18.2% 9.1% 27.3% 18.2% 31.8% 13.6% 4.5% 22.7% 27.3% 9.1% 13.6% 0.0%
70歳代 8 0 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 0

100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0%
80歳以上 4 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0

100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

男性 計 55 3 5 11 3 12 3 2 15 31 2 5 0

100.0% 5.5% 9.1% 20.0% 5.5% 21.8% 5.5% 3.6% 27.3% 56.4% 3.6% 9.1% 0.0%
10歳代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30歳代 10 0 1 2 0 1 0 1 3 5 0 2 0

100.0% 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 30.0% 50.0% 0.0% 20.0% 0.0%
40歳代 9 1 2 1 1 2 2 0 1 7 0 0 0

100.0% 11.1% 22.2% 11.1% 11.1% 22.2% 22.2% 0.0% 11.1% 77.8% 0.0% 0.0% 0.0%
50歳代 16 1 2 2 1 3 0 1 5 9 1 0 0

100.0% 6.3% 12.5% 12.5% 6.3% 18.8% 0.0% 6.3% 31.3% 56.3% 6.3% 0.0% 0.0%
60歳代 16 1 0 6 1 6 1 0 3 8 0 3 0

100.0% 6.3% 0.0% 37.5% 6.3% 37.5% 6.3% 0.0% 18.8% 50.0% 0.0% 18.8% 0.0%
70歳代 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
80歳以上 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0%
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問 15 配偶者やパートナー，恋人からの暴力等について相談できる機関があります。あなた

は，以下のものを知っていますか。（当てはまるもの全てに○） 

全体では，「警察」が 85.3％と最も高く，次いで「弁護士」が 60.7％となっています。それ以外

の相談機関については，１割台となっています。 

 

【性・年代別】 

 

  

83.7

55.6

18.4

15.4

15.8

15.8

0.7

8.0

5.0

87.8

67.8

14.6

13.6

12.9

11.3

0.7

5.4

4.7

警察

弁護士

都や国分寺市が設置している

犯罪被害者等相談窓口

国分寺市立男女平等推進センター（国分寺市

光町１丁目46番地８ ひかりプラザ２階）

配偶者暴力相談支援センター

東京都配偶者暴力相談支援センター（東京

都女性相談センター，東京ウィメンズプラザ）

その他

知っているものはない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

85.3

60.7

16.7

14.7

14.6

13.8

0.8

7.1

4.8

警察

弁護士

都や国分寺市が設置している

犯罪被害者等相談窓口

国分寺市立男女平等推進センター（国分寺市

光町１丁目46番地８ ひかりプラザ２階）

配偶者暴力相談支援センター

東京都配偶者暴力相談支援センター（東京

都女性相談センター，東京ウィメンズプラザ）

その他

知っているものはない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)

問15　ＤＶ等の相談機関の認知度

合計 警察 弁護士 配偶者暴力
相談支援セン
ター

東京都配偶
者暴力相談
支援センター
（東京都女性
相談セン
ター，東京
ウィメンズプ
ラザ）

国分寺市立
男女平等推
進センター
（国分寺市光
町１丁目46
番地８ ひかり
プラザ２階）

都や国分寺
市が設置して
いる犯罪被害
者等相談窓
口

その他 知っているも
のはない

無回答・不明

全体 1,000 853 607 146 138 147 167 8 71 48
100.0% 85.3% 60.7% 14.6% 13.8% 14.7% 16.7% 0.8% 7.1% 4.8%

女性 計 565 473 314 89 89 87 104 4 45 28
100.0% 83.7% 55.6% 15.8% 15.8% 15.4% 18.4% 0.7% 8.0% 5.0%

10歳代 8 7 4 1 2 1 1 0 0 1
100.0% 87.5% 50.0% 12.5% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5%

20歳代 54 47 32 5 1 3 4 1 6 1
100.0% 87.0% 59.3% 9.3% 1.9% 5.6% 7.4% 1.9% 11.1% 1.9%

30歳代 93 82 58 17 14 14 22 0 7 2
100.0% 88.2% 62.4% 18.3% 15.1% 15.1% 23.7% 0.0% 7.5% 2.2%

40歳代 101 86 53 14 12 17 18 2 8 2
100.0% 85.1% 52.5% 13.9% 11.9% 16.8% 17.8% 2.0% 7.9% 2.0%

50歳代 112 97 64 26 32 24 26 0 6 3
100.0% 86.6% 57.1% 23.2% 28.6% 21.4% 23.2% 0.0% 5.4% 2.7%

60歳代 128 108 74 15 19 20 21 0 8 8
100.0% 84.4% 57.8% 11.7% 14.8% 15.6% 16.4% 0.0% 6.3% 6.3%

70歳代 39 29 20 7 5 4 5 1 5 3
100.0% 74.4% 51.3% 17.9% 12.8% 10.3% 12.8% 2.6% 12.8% 7.7%

80歳以上 30 17 9 4 4 4 7 0 5 8
100.0% 56.7% 30.0% 13.3% 13.3% 13.3% 23.3% 0.0% 16.7% 26.7%

男性 計 426 374 289 55 48 58 62 3 23 20
100.0% 87.8% 67.8% 12.9% 11.3% 13.6% 14.6% 0.7% 5.4% 4.7%

10歳代 8 5 5 0 0 1 1 0 1 1
100.0% 62.5% 62.5% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5%

20歳代 37 31 24 2 1 3 2 0 1 5
100.0% 83.8% 64.9% 5.4% 2.7% 8.1% 5.4% 0.0% 2.7% 13.5%

30歳代 56 50 44 7 3 6 11 1 4 1
100.0% 89.3% 78.6% 12.5% 5.4% 10.7% 19.6% 1.8% 7.1% 1.8%

40歳代 80 69 53 9 12 9 9 1 5 4
100.0% 86.3% 66.3% 11.3% 15.0% 11.3% 11.3% 1.3% 6.3% 5.0%

50歳代 74 68 49 5 2 5 11 0 2 4
100.0% 91.9% 66.2% 6.8% 2.7% 6.8% 14.9% 0.0% 2.7% 5.4%

60歳代 106 96 78 17 16 17 21 0 7 3
100.0% 90.6% 73.6% 16.0% 15.1% 16.0% 19.8% 0.0% 6.6% 2.8%

70歳代 35 32 19 9 9 11 5 1 1 1
100.0% 91.4% 54.3% 25.7% 25.7% 31.4% 14.3% 2.9% 2.9% 2.9%

80歳以上 29 22 17 6 4 6 2 0 2 1
100.0% 75.9% 58.6% 20.7% 13.8% 20.7% 6.9% 0.0% 6.9% 3.4%
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問 16 あなたは，配偶者やパートナー，恋人（離別・死別した相手を含む）からの暴力の防

止や被害者の支援のために，どのような対策が必要だと思いますか。（○は３つまで） 

全体では，「家庭・学校における男女平等や人権・性についての教育を充実させる」が 40.6％と最

も高く，次いで「被害者のための相談を充実させる」が 33.2％，「被害者の個人情報を加害者から守

る」が 25.2％，「被害者の避難場所（シェルター）を充実させる」が 24.9％となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・刑罰を厳しくする  ・小学校からの教育  ・相談しても相談するだけで意味がない 

  

41.2

31.9

26.9

26.5

21.2

23.2

24.8

24.6

14.9

14.9

10.6

9.4

9.0

6.9

1.9

1.4

3.7

39.4

34.7

23.0

23.0

28.2

25.1

21.1

12.2

21.4

11.5

7.7

8.0

8.5

9.4

2.8

2.8

3.3

家庭・学校における男女平等や人権・

性についての教育を充実させる

被害者のための相談を充実させる

被害者の個人情報を加害者から守る

被害者の避難場所（シェルター）

を充実させる

犯罪の取締りを強化する

法律による規制や見直しを行う

オンライン環境を整備するなど，

相談しやすい環境を整備する

住居や就労のあっせん，経済的援助など，被

害者が自立するための支援策を充実させる

行政や警察が啓発活動を積極的に行う

ＳＮＳの活用やリーフレット配布

により相談窓口を周知する

暴力加害者の更生に向けた施策

のあり方を関係機関で検討する

過激なビデオソフト，ゲームソフト，

映画などの販売や貸出しを制限する

捜査や裁判の担当官に女性を増やす

テレビ・週刊誌などのメディア

の倫理規定・規制を強化する

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

40.6

33.2

25.2

24.9

24.2

24.1

23.1

19.1

17.5

13.4

9.3

8.7

8.7

7.9

2.3

2.2

3.5

家庭・学校における男女平等や人権・

性についての教育を充実させる

被害者のための相談を充実させる

被害者の個人情報を加害者から守る

被害者の避難場所（シェルター）

を充実させる

犯罪の取締りを強化する

法律による規制や見直しを行う

オンライン環境を整備するなど，

相談しやすい環境を整備する

住居や就労のあっせん，経済的援助など，被

害者が自立するための支援策を充実させる

行政や警察が啓発活動を積極的に行う

ＳＮＳの活用やリーフレット配布

により相談窓口を周知する

暴力加害者の更生に向けた施策

のあり方を関係機関で検討する

過激なビデオソフト，ゲームソフト，

映画などの販売や貸出しを制限する

捜査や裁判の担当官に女性を増やす

テレビ・週刊誌などのメディア

の倫理規定・規制を強化する

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

  問16　ＤＶの防止や被害者の支援のために必要な対策

合計 家庭・学校に
おける男女平
等や人権・性
についての
教育を充実
させる

ＳＮＳの活用
やリーフレッ
ト配布により
相談窓口を
周知する

オンライン環
境を整備する
など，相談し
やすい環境を
整備する

被害者のた
めの相談を
充実させる

行政や警察
が啓発活動
を積極的に
行う

暴力加害者
の更生に向け
た施策のあり
方を関係機
関で検討する

テレビ・週刊
誌などのメ
ディアの倫理
規定・規制を
強化する

過激なビデオ
ソフト，ゲーム
ソフト，映画
などの販売
や貸出しを制
限する

法律による規
制や見直しを
行う

犯罪の取締り
を強化する

捜査や裁判
の担当官に
女性を増やす

被害者の避
難場所（シェ
ルター）を充
実させる

全体 1,000 406 134 231 332 175 93 79 87 241 242 87 249

100.0% 40.6% 13.4% 23.1% 33.2% 17.5% 9.3% 7.9% 8.7% 24.1% 24.2% 8.7% 24.9%

女性 計 565 233 84 140 180 84 60 39 53 131 120 51 150

100.0% 41.2% 14.9% 24.8% 31.9% 14.9% 10.6% 6.9% 9.4% 23.2% 21.2% 9.0% 26.5%
10歳代 8 4 2 2 3 0 0 0 0 0 1 2 2

100.0% 50.0% 25.0% 25.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 25.0% 25.0%
20歳代 54 27 15 14 12 8 7 4 4 17 21 7 20

100.0% 50.0% 27.8% 25.9% 22.2% 14.8% 13.0% 7.4% 7.4% 31.5% 38.9% 13.0% 37.0%
30歳代 93 34 19 32 35 16 6 5 5 22 25 8 29

100.0% 36.6% 20.4% 34.4% 37.6% 17.2% 6.5% 5.4% 5.4% 23.7% 26.9% 8.6% 31.2%
40歳代 101 39 19 31 24 14 11 5 10 24 17 7 29

100.0% 38.6% 18.8% 30.7% 23.8% 13.9% 10.9% 5.0% 9.9% 23.8% 16.8% 6.9% 28.7%
50歳代 112 48 15 36 34 16 14 10 5 31 19 9 28

100.0% 42.9% 13.4% 32.1% 30.4% 14.3% 12.5% 8.9% 4.5% 27.7% 17.0% 8.0% 25.0%
60歳代 128 50 11 18 45 20 16 8 17 26 23 13 34

100.0% 39.1% 8.6% 14.1% 35.2% 15.6% 12.5% 6.3% 13.3% 20.3% 18.0% 10.2% 26.6%
70歳代 39 18 3 5 19 3 4 3 7 9 4 2 5

100.0% 46.2% 7.7% 12.8% 48.7% 7.7% 10.3% 7.7% 17.9% 23.1% 10.3% 5.1% 12.8%
80歳以上 30 13 0 2 8 7 2 4 5 2 10 3 3

100.0% 43.3% 0.0% 6.7% 26.7% 23.3% 6.7% 13.3% 16.7% 6.7% 33.3% 10.0% 10.0%

男性 計 426 168 49 90 148 91 33 40 34 107 120 36 98

100.0% 39.4% 11.5% 21.1% 34.7% 21.4% 7.7% 9.4% 8.0% 25.1% 28.2% 8.5% 23.0%
10歳代 8 2 1 2 2 1 0 0 1 1 3 1 3

100.0% 25.0% 12.5% 25.0% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 37.5% 12.5% 37.5%
20歳代 37 13 6 11 6 6 1 2 0 6 14 1 8

100.0% 35.1% 16.2% 29.7% 16.2% 16.2% 2.7% 5.4% 0.0% 16.2% 37.8% 2.7% 21.6%
30歳代 56 23 4 10 15 11 2 3 3 16 14 4 13

100.0% 41.1% 7.1% 17.9% 26.8% 19.6% 3.6% 5.4% 5.4% 28.6% 25.0% 7.1% 23.2%
40歳代 80 31 9 16 28 14 8 9 5 18 24 9 21

100.0% 38.8% 11.3% 20.0% 35.0% 17.5% 10.0% 11.3% 6.3% 22.5% 30.0% 11.3% 26.3%
50歳代 74 28 12 13 22 19 4 9 8 27 26 8 17

100.0% 37.8% 16.2% 17.6% 29.7% 25.7% 5.4% 12.2% 10.8% 36.5% 35.1% 10.8% 23.0%
60歳代 106 35 11 25 49 24 12 8 13 27 27 6 23

100.0% 33.0% 10.4% 23.6% 46.2% 22.6% 11.3% 7.5% 12.3% 25.5% 25.5% 5.7% 21.7%
70歳代 35 17 4 7 15 11 1 6 3 7 5 6 8

100.0% 48.6% 11.4% 20.0% 42.9% 31.4% 2.9% 17.1% 8.6% 20.0% 14.3% 17.1% 22.9%
80歳以上 29 18 2 6 11 5 5 2 1 5 7 1 4

100.0% 62.1% 6.9% 20.7% 37.9% 17.2% 17.2% 6.9% 3.4% 17.2% 24.1% 3.4% 13.8%

問16　ＤＶの防止や被害者の支援のために必要な対策

合計 住居や就労
のあっせん，
経済的援助
など，被害者
が自立するた
めの支援策
を充実させる

被害者の個
人情報を加
害者から守る

その他 特にない 無回答・不明

全体 1,000 191 252 23 22 35

100.0% 19.1% 25.2% 2.3% 2.2% 3.5%

女性 計 565 139 152 11 8 21

100.0% 24.6% 26.9% 1.9% 1.4% 3.7%
10歳代 8 1 1 0 1 1

100.0% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5%
20歳代 54 11 19 0 0 1

100.0% 20.4% 35.2% 0.0% 0.0% 1.9%
30歳代 93 16 21 0 1 5

100.0% 17.2% 22.6% 0.0% 1.1% 5.4%
40歳代 101 32 31 5 1 1

100.0% 31.7% 30.7% 5.0% 1.0% 1.0%
50歳代 112 31 30 3 1 2

100.0% 27.7% 26.8% 2.7% 0.9% 1.8%
60歳代 128 34 39 2 1 4

100.0% 26.6% 30.5% 1.6% 0.8% 3.1%
70歳代 39 10 8 0 1 2

100.0% 25.6% 20.5% 0.0% 2.6% 5.1%
80歳以上 30 4 3 1 2 5

100.0% 13.3% 10.0% 3.3% 6.7% 16.7%

男性 計 426 52 98 12 12 14

100.0% 12.2% 23.0% 2.8% 2.8% 3.3%
10歳代 8 0 3 0 1 1

100.0% 0.0% 37.5% 0.0% 12.5% 12.5%
20歳代 37 5 10 1 1 3

100.0% 13.5% 27.0% 2.7% 2.7% 8.1%
30歳代 56 7 14 3 2 2

100.0% 12.5% 25.0% 5.4% 3.6% 3.6%
40歳代 80 12 23 4 2 2

100.0% 15.0% 28.8% 5.0% 2.5% 2.5%
50歳代 74 6 17 2 1 2

100.0% 8.1% 23.0% 2.7% 1.4% 2.7%
60歳代 106 17 23 2 3 2

100.0% 16.0% 21.7% 1.9% 2.8% 1.9%
70歳代 35 3 3 0 0 1

100.0% 8.6% 8.6% 0.0% 0.0% 2.9%
80歳以上 29 2 5 0 2 1

100.0% 6.9% 17.2% 0.0% 6.9% 3.4%
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，全体，性別ともに「住居や就労のあっせん，経済的援助など，

被害者が自立するための支援策を充実させる」がそれぞれ 10ポイント以上下回っています。 

 

 

  

39.4

34.7

23.0

23.0

28.2

25.1

21.1

12.2

21.4

11.5

7.7

8.0

8.5

9.4

2.8

2.8

3.3

41.6

32.9

24.6

24.8

20.1

32.0

17.2

23.9

19.9

7.4

8.3

7.2

7.4

10.5

1.8

0.4

3.2

家庭・学校における男女平等や人権・

性についての教育を充実させる

被害者のための相談を充実させる

被害者の個人情報を加害者から守る

被害者の避難場所（シェルター）

を充実させる

犯罪の取締りを強化する

法律による規制や見直しを行う

オンライン環境を整備するなど，

相談しやすい環境を整備する

住居や就労のあっせん，経済的援助など，

被害者が自立するための支援策を充実させ

る

行政や警察が啓発活動を積極的に行う

ＳＮＳの活用やリーフレット配布

により相談窓口を周知する

暴力加害者の更生に向けた施策

のあり方を関係機関で検討する

過激なビデオソフト，ゲームソフト，

映画などの販売や貸出しを制限する

捜査や裁判の担当官に女性を増やす

テレビ・週刊誌などのメディア

の倫理規定・規制を強化する

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

男 性

41.2

31.9

26.9

26.5

21.2

23.2

24.8

24.6

14.9

14.9

10.6

9.4

9.0

6.9

1.9

1.4

3.7

41.9

28.7

33.6

29.6

14.7

21.5

14.0

35.5

16.9

8.3

10.3

9.2

10.7

7.5

0.9

0.0

3.6

家庭・学校における男女平等や人権・

性についての教育を充実させる

被害者のための相談を充実させる

被害者の個人情報を加害者から守る

被害者の避難場所（シェルター）

を充実させる

犯罪の取締りを強化する

法律による規制や見直しを行う

オンライン環境を整備するなど，

相談しやすい環境を整備する

住居や就労のあっせん，経済的援助など，

被害者が自立するための支援策を充実させ

る

行政や警察が啓発活動を積極的に行う

ＳＮＳの活用やリーフレット配布

により相談窓口を周知する

暴力加害者の更生に向けた施策

のあり方を関係機関で検討する

過激なビデオソフト，ゲームソフト，

映画などの販売や貸出しを制限する

捜査や裁判の担当官に女性を増やす

テレビ・週刊誌などのメディア

の倫理規定・規制を強化する

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

女 性

40.6

33.2

25.2

24.9

24.2

24.1

23.1

19.1

17.5

13.4

9.3

8.7

8.7

7.9

2.3

2.2

3.5

41.7

30.6

29.7

27.5

17.1

26.0

15.3

30.1

18.1

7.9

9.4

8.2

9.4

8.8

1.4

0.2

3.5

家庭・学校における男女平等や人権・

性についての教育を充実させる

被害者のための相談を充実させる

被害者の個人情報を加害者から守る

被害者の避難場所（シェルター）

を充実させる

犯罪の取締りを強化する

法律による規制や見直しを行う

オンライン環境を整備するなど，

相談しやすい環境を整備する

住居や就労のあっせん，経済的援助な

ど，被害者が自立するための支援策を

充実させる

行政や警察が啓発活動を積極的に行う

ＳＮＳの活用やリーフレット配布

により相談窓口を周知する

暴力加害者の更生に向けた施策

のあり方を関係機関で検討する

過激なビデオソフト，ゲームソフト，

映画などの販売や貸出しを制限する

捜査や裁判の担当官に女性を増やす

テレビ・週刊誌などのメディア

の倫理規定・規制を強化する

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体
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５．妊娠・出産について 
 

問 17 安全に妊娠・出産するために，あなたはどのようなことが重要だと思いますか。 

（○は３つまで） 

全体では，「妊娠・出産に関する知識の普及」が 61.7％と最も高く，次いで「望まない妊娠をしな

いこと・させないこと」が 57.5％，「性教育の充実」が 54.7％，「経済的理由により制約を受けない

こと」が 36.4％，「性感染症に関する知識の普及」が 32.3％となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・避妊薬の普及  ・避妊についての教育  ・男性への教育 

  

64.2

60.0

59.1

34.2

33.3

8.5

1.8

1.1

2.5

58.0

54.9

49.3

39.4

31.5

11.7

2.8

1.9

2.8

妊娠・出産に関する知識の普及

望まない妊娠をしな

いこと・させないこと

性教育の充実

経済的理由により

制約を受けないこと

性感染症に関する知識の普及

性差医療（男性・女性専用

外来などの性差に応じた医療）

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

61.7

57.5

54.7

36.4

32.3

10.0

2.2

1.4

2.7

妊娠・出産に関する知識の普及

望まない妊娠をしな

いこと・させないこと

性教育の充実

経済的理由により

制約を受けないこと

性感染症に関する知識の普及

性差医療（男性・女性専用

外来などの性差に応じた医療）

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

  

問17　安全な妊娠・出産に重要なこと

合計 性教育の充
実

妊娠・出産に
関する知識の
普及

性感染症に
関する知識の
普及

望まない妊娠
をしないこ
と・させない
こと

性差医療（男
性・女性専用
外来などの
性差に応じた
医療）

経済的理由
により制約を
受けないこと

その他 特にない 無回答・不明

全体 1,000 547 617 323 575 100 364 22 14 27

100.0% 54.7% 61.7% 32.3% 57.5% 10.0% 36.4% 2.2% 1.4% 2.7%

女性 計 565 334 363 188 339 48 193 10 6 14

100.0% 59.1% 64.2% 33.3% 60.0% 8.5% 34.2% 1.8% 1.1% 2.5%
10歳代 8 6 6 2 6 0 3 0 0 0

100.0% 75.0% 75.0% 25.0% 75.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 34 39 25 39 5 21 1 0 1

100.0% 63.0% 72.2% 46.3% 72.2% 9.3% 38.9% 1.9% 0.0% 1.9%
30歳代 93 57 60 30 55 6 40 1 1 1

100.0% 61.3% 64.5% 32.3% 59.1% 6.5% 43.0% 1.1% 1.1% 1.1%
40歳代 101 68 72 36 58 5 31 2 0 2

100.0% 67.3% 71.3% 35.6% 57.4% 5.0% 30.7% 2.0% 0.0% 2.0%
50歳代 112 65 78 34 69 14 39 5 0 0

100.0% 58.0% 69.6% 30.4% 61.6% 12.5% 34.8% 4.5% 0.0% 0.0%
60歳代 128 68 73 41 78 11 42 0 2 4

100.0% 53.1% 57.0% 32.0% 60.9% 8.6% 32.8% 0.0% 1.6% 3.1%
70歳代 39 26 26 8 18 4 11 0 1 2

100.0% 66.7% 66.7% 20.5% 46.2% 10.3% 28.2% 0.0% 2.6% 5.1%
80歳以上 30 10 9 12 16 3 6 1 2 4

100.0% 33.3% 30.0% 40.0% 53.3% 10.0% 20.0% 3.3% 6.7% 13.3%

男性 計 426 210 247 134 234 50 168 12 8 12

100.0% 49.3% 58.0% 31.5% 54.9% 11.7% 39.4% 2.8% 1.9% 2.8%
10歳代 8 4 3 2 1 1 3 1 1 1

100.0% 50.0% 37.5% 25.0% 12.5% 12.5% 37.5% 12.5% 12.5% 12.5%
20歳代 37 20 24 13 25 3 14 1 0 1

100.0% 54.1% 64.9% 35.1% 67.6% 8.1% 37.8% 2.7% 0.0% 2.7%
30歳代 56 26 38 15 29 4 25 4 1 0

100.0% 46.4% 67.9% 26.8% 51.8% 7.1% 44.6% 7.1% 1.8% 0.0%
40歳代 80 39 53 33 42 10 36 2 0 1

100.0% 48.8% 66.3% 41.3% 52.5% 12.5% 45.0% 2.5% 0.0% 1.3%
50歳代 74 38 37 17 51 8 32 2 0 3

100.0% 51.4% 50.0% 23.0% 68.9% 10.8% 43.2% 2.7% 0.0% 4.1%
60歳代 106 44 57 32 56 18 42 1 4 3

100.0% 41.5% 53.8% 30.2% 52.8% 17.0% 39.6% 0.9% 3.8% 2.8%
70歳代 35 24 20 10 19 4 11 0 0 1

100.0% 68.6% 57.1% 28.6% 54.3% 11.4% 31.4% 0.0% 0.0% 2.9%
80歳以上 29 14 15 11 11 1 5 1 2 2

100.0% 48.3% 51.7% 37.9% 37.9% 3.4% 17.2% 3.4% 6.9% 6.9%
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【経年比較】（参考） 

本市の令和２年調査では，「望まない妊娠をしないこと・させないこと」が最も高く，次いで｢性教

育の充実｣「性感染症に関する知識の普及」となっています。 

 

 ※本調査より「妊娠・出産に関する知識に普及」，「経済的理由により制裁を受けないこと」の選択

肢を追加している。 

 

 

  

58.0

54.9

49.3

39.4

31.5

11.7

2.8

1.9

2.8

76.5

62.0

48.0

28.4

3.4

2.2

5.4

妊娠・出産に関する知識の普及

望まない妊娠をしな

いこと・させないこと

性教育の充実

経済的理由により

制約を受けないこと

性感染症に関する知識の普及

性差医療（男性・女性専用

外来などの性差に応じた医療）

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

男 性

64.2

60.0

59.1

34.2

33.3

8.5

1.8

1.1

2.5

79.4

68.4

49.8

27.2

4.2

0.2

5.3

妊娠・出産に関する知識の普及

望まない妊娠をしな

いこと・させないこと

性教育の充実

経済的理由により

制約を受けないこと

性感染症に関する知識の普及

性差医療（男性・女性専用

外来などの性差に応じた医療）

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

女 性

61.7

57.5

54.7

36.4

32.3

10.0

2.2

1.4

2.7

77.9

65.6

49.1

27.7

4.0

0.6

5.5

妊娠・出産に関する知識の普及

望まない妊娠をしな

いこと・させないこと

性教育の充実

経済的理由により

制約を受けないこと

性感染症に関する知識の普及

性差医療（男性・女性専用

外来などの性差に応じた医療）

その他

特にない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体
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６．学校教育について 
 

問 18 あなたは男女平等の社会を実現するためには，学校教育の場ではどのようなことが必

要だと思いますか。（○は３つまで） 

全体では，「男女の区別なく，個性や能力をいかせる指導の充実」が 65.3％と最も高く，次いで「日

常の学校生活の中での男女平等の実践」が 58.4％，「男女平等の意識を育てるための授業を工夫して

実施」が 45.8％，「性暴力を防ぐための学習」が 29.5％，「教職員への男女平等研修の充実」が 27.5％

となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・区別と差別の違いを教える  ・性教育を推進すること   

・男女平等の前に，個の尊重を重視 

  

66.9

59.5

45.5

32.6

26.2

9.0

7.1

2.7

1.4

2.1

63.6

58.0

46.0

25.4

29.1

8.7

10.1

4.0

2.8

1.9

男女の区別なく，個性や能力

をいかせる指導の充実

日常の学校生活の中

での男女平等の実践

男女平等の意識を育てる

ための授業を工夫して実施

性暴力を防ぐための学習

教職員への男女平等研修の充実

学校から家庭や地域に向けた

男女平等に関する情報発信

男女平等に関する

副教材を活用した指導

その他

必要だとは思わない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

65.3

58.4

45.8

29.5

27.5

8.8

8.5

3.4

2.0

2.1

男女の区別なく，個性や能力

をいかせる指導の充実

日常の学校生活の中

での男女平等の実践

男女平等の意識を育てる

ための授業を工夫して実施

性暴力を防ぐための学習

教職員への男女平等研修の充実

学校から家庭や地域に向けた

男女平等に関する情報発信

男女平等に関する

副教材を活用した指導

その他

必要だとは思わない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

 

  

問18 男女平等の社会実現のため学校教育の場で必要なこと

合計 男女平等の
意識を育てる
ための授業
を工夫して実
施

日常の学校
生活の中で
の男女平等
の実践

男女平等に
関する副教材
を活用した指
導

男女の区別
なく，個性や
能力をいか
せる指導の充
実

性暴力を防ぐ
ための学習

教職員への
男女平等研
修の充実

学校から家庭
や地域に向け
た男女平等
に関する情報
発信

その他 必要だとは思
わない

無回答・不明

全体 1,000 458 584 85 653 295 275 88 34 20 21

100.0% 45.8% 58.4% 8.5% 65.3% 29.5% 27.5% 8.8% 3.4% 2.0% 2.1%

女性 計 565 257 336 40 378 184 148 51 15 8 12

100.0% 45.5% 59.5% 7.1% 66.9% 32.6% 26.2% 9.0% 2.7% 1.4% 2.1%
10歳代 8 4 5 0 4 2 4 1 0 0 0

100.0% 50.0% 62.5% 0.0% 50.0% 25.0% 50.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 23 26 3 33 25 14 8 1 2 1

100.0% 42.6% 48.1% 5.6% 61.1% 46.3% 25.9% 14.8% 1.9% 3.7% 1.9%
30歳代 93 46 54 12 57 32 18 7 2 1 2

100.0% 49.5% 58.1% 12.9% 61.3% 34.4% 19.4% 7.5% 2.2% 1.1% 2.2%
40歳代 101 36 56 8 66 39 25 7 4 4 2

100.0% 35.6% 55.4% 7.9% 65.3% 38.6% 24.8% 6.9% 4.0% 4.0% 2.0%
50歳代 112 61 74 4 73 35 31 10 7 1 0

100.0% 54.5% 66.1% 3.6% 65.2% 31.3% 27.7% 8.9% 6.3% 0.9% 0.0%
60歳代 128 55 79 10 95 39 32 9 1 0 3

100.0% 43.0% 61.7% 7.8% 74.2% 30.5% 25.0% 7.0% 0.8% 0.0% 2.3%
70歳代 39 20 24 0 32 4 13 6 0 0 1

100.0% 51.3% 61.5% 0.0% 82.1% 10.3% 33.3% 15.4% 0.0% 0.0% 2.6%
80歳以上 30 12 18 3 18 8 11 3 0 0 3

100.0% 40.0% 60.0% 10.0% 60.0% 26.7% 36.7% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0%

男性 計 426 196 247 43 271 108 124 37 17 12 8

100.0% 46.0% 58.0% 10.1% 63.6% 25.4% 29.1% 8.7% 4.0% 2.8% 1.9%
10歳代 8 3 5 1 2 2 3 0 0 0 1

100.0% 37.5% 62.5% 12.5% 25.0% 25.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5%
20歳代 37 15 19 3 25 10 11 2 0 0 2

100.0% 40.5% 51.4% 8.1% 67.6% 27.0% 29.7% 5.4% 0.0% 0.0% 5.4%
30歳代 56 24 27 4 33 12 9 3 7 3 0

100.0% 42.9% 48.2% 7.1% 58.9% 21.4% 16.1% 5.4% 12.5% 5.4% 0.0%
40歳代 80 33 45 8 55 24 19 8 6 1 0

100.0% 41.3% 56.3% 10.0% 68.8% 30.0% 23.8% 10.0% 7.5% 1.3% 0.0%
50歳代 74 31 42 9 44 20 23 5 1 4 3

100.0% 41.9% 56.8% 12.2% 59.5% 27.0% 31.1% 6.8% 1.4% 5.4% 4.1%
60歳代 106 56 67 7 75 25 37 12 1 2 0

100.0% 52.8% 63.2% 6.6% 70.8% 23.6% 34.9% 11.3% 0.9% 1.9% 0.0%
70歳代 35 17 24 8 17 9 11 3 2 1 1

100.0% 48.6% 68.6% 22.9% 48.6% 25.7% 31.4% 8.6% 5.7% 2.9% 2.9%
80歳以上 29 17 17 3 19 6 10 4 0 1 1

100.0% 58.6% 58.6% 10.3% 65.5% 20.7% 34.5% 13.8% 0.0% 3.4% 3.4%
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７．性のあり方について 
 

問 19 あなたは今まで自分の性のあり方について悩んだことはありますか。（○は１つ） 

全体では，「はい（悩んだことがある）」が 4.3％となっています。 

性別で見ると，「はい（悩んだことがある）」が女性では 4.8％，男性では 3.8％となっています。 

 

 

 

【性・年代別】 

  

はい いいえ 答えたくない 無回答・不明

4.3

4.8

3.8

91.5

91.0

92.5

1.5

1.4

1.6

2.7

2.8

2.1

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)

合計 はい いいえ 答えたくない 無回答・不明

全体 1,000 43 915 15 27
100.0% 4.3% 91.5% 1.5% 2.7%

女性 計 565 27 514 8 16
100.0% 4.8% 91.0% 1.4% 2.8%

10歳代 8 2 6 0 0
100.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0%

20歳代 54 7 44 1 2
100.0% 13.0% 81.5% 1.9% 3.7%

30歳代 93 3 86 3 1
100.0% 3.2% 92.5% 3.2% 1.1%

40歳代 101 7 92 1 1
100.0% 6.9% 91.1% 1.0% 1.0%

50歳代 112 7 102 0 3
100.0% 6.3% 91.1% 0.0% 2.7%

60歳代 128 1 122 2 3
100.0% 0.8% 95.3% 1.6% 2.3%

70歳代 39 0 38 0 1
100.0% 0.0% 97.4% 0.0% 2.6%

80歳以上 30 0 24 1 5
100.0% 0.0% 80.0% 3.3% 16.7%

男性 計 426 16 394 7 9
100.0% 3.8% 92.5% 1.6% 2.1%

10歳代 8 1 6 0 1
100.0% 12.5% 75.0% 0.0% 12.5%

20歳代 37 2 33 0 2
100.0% 5.4% 89.2% 0.0% 5.4%

30歳代 56 5 48 3 0
100.0% 8.9% 85.7% 5.4% 0.0% 　

40歳代 80 2 78 0 0
100.0% 2.5% 97.5% 0.0% 0.0%

50歳代 74 1 70 1 2
100.0% 1.4% 94.6% 1.4% 2.7%

60歳代 106 2 102 2 0
100.0% 1.9% 96.2% 1.9% 0.0%

70歳代 35 0 34 1 0
100.0% 0.0% 97.1% 2.9% 0.0%

80歳以上 29 3 23 0 3
100.0% 10.3% 79.3% 0.0% 10.3%

　問19 性のあり方について悩んだこと
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【問 19 で「はい」を選んだ方に伺います。】 

問 19-１ その際，あなたは誰かに相談しましたか。（当てはまるもの全てに○） 

全体では，「相談しなかった（できなかった）」が 72.1％とほとんどを占めています。「友人や知人

に相談した」は 18.6％となっています。 

 

 

【性・年代別】 

  

18.5

3.7

0.0

0.0

14.8

70.4

0.0

18.8

6.3

0.0

0.0

6.3

75.0

0.0

友人や知人に相談した

家族や親せきに相談した

行政の相談窓口に相談した

民間（ＮＰＯなど）の相談窓口に相談した

その他

相談しなかった（できなかった）

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=27) 男性(n=16)

18.6

4.7

0.0

0.0

11.6

72.1

0.0

友人や知人に相談した

家族や親せきに相談した

行政の相談窓口に相談した

民間（ＮＰＯなど）の相談窓口に相談した

その他

相談しなかった（できなかった）

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=43)

問19-1　相談の有無

合計 家族や親せ
きに相談した

友人や知人
に相談した

行政の相談
窓口に相談し
た

民間（ＮＰＯな
ど）の相談窓
口に相談した

その他 相談しなかっ
た（できな
かった）

無回答・不明

全体 43 2 8 0 0 5 31 0
100.0% 4.7% 18.6% 0.0% 0.0% 11.6% 72.1% 0.0%

女性 計 27 1 5 0 0 4 19 0
100.0% 3.7% 18.5% 0.0% 0.0% 14.8% 70.4% 0.0%

10歳代 2 0 0 0 0 0 2 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

20歳代 7 0 2 0 0 1 4 0
100.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 14.3% 57.1% 0.0%

30歳代 3 1 1 0 0 1 2 0
100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%

40歳代 7 0 1 0 0 1 5 0
100.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 71.4% 0.0%

50歳代 7 0 1 0 0 1 5 0
100.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 71.4% 0.0%

60歳代 1 0 0 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

70歳代 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

80歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

男性 計 16 1 3 0 0 1 12 0
100.0% 6.3% 18.8% 0.0% 0.0% 6.3% 75.0% 0.0%

10歳代 1 0 0 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

20歳代 2 1 0 0 0 1 1 0
100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%

30歳代 5 0 2 0 0 0 3 0
100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0%

40歳代 2 0 0 0 0 0 2 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

50歳代 1 0 1 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

60歳代 2 0 0 0 0 0 2 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

70歳代 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

80歳以上 3 0 0 0 0 0 3 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
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【問 19-１で「相談しなかった（できなかった）」を選んだ方に伺います。】 

問 19-２ 誰（どこ）にも相談しなかった，できなかった理由は何ですか。 

    （当てはまるもの全てに○） 

全体では，「相談するほどのことではないと思ったから」が 45.2％と最も高く，次いで「他人に話

したくなかったから」が 35.5％となっています。 

性別で見ると，女性では「相談するほどのことではないと思ったから」が 47.4％と最も高く，次

いで「他人に話したくなかったから」が 31.6％，男性では「相談するほどのことではないと思った

から」，「他人に話したくなかったから」が同率で 41.7％となっています。 

 

【性・年代別】 

  

47.4

31.6

15.8

10.5

10.5

5.3

5.3

0.0

41.7

41.7

8.3

16.7

16.7

16.7

8.3

0.0

相談するほどのこと

ではないと思ったから

他人に話したくなかったから

どこに相談すればよいか

わからなかったから

相談することで，不快な

思いをすると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

その他

特に理由はない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=19) 男性(n=12)

45.2

35.5

12.9

12.9

12.9

9.7

6.5

0.0

相談するほどのこと

ではないと思ったから

他人に話したくなかったから

どこに相談すればよいか

わからなかったから

相談することで，不快な

思いをすると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

その他

特に理由はない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=31)

問19-2 　談できなかった理由

合計 どこに相談す
ればよいかわ
からなかった
から

他人に話した
くなかったか
ら

相談しても無
駄だと思った
から

相談すること
で，不快な思
いをすると
思ったから

相談するほど
のことではな
いと思ったか
ら

その他 特に理由は
ない

無回答・不明

全体 31 4 11 4 4 14 3 2 0
100.0% 12.9% 35.5% 12.9% 12.9% 45.2% 9.7% 6.5% 0.0%

女性 計 19 3 6 2 2 9 1 1 0
100.0% 15.8% 31.6% 10.5% 10.5% 47.4% 5.3% 5.3% 0.0%

10歳代 2 0 1 0 0 1 0 0 0
100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳代 4 0 0 1 0 3 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30歳代 2 0 1 1 1 0 0 0 0
100.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

40歳代 5 0 1 0 0 4 0 1 0
100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 20.0% 0.0%

50歳代 5 2 2 0 0 1 1 0 0
100.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0%

60歳代 1 1 1 0 1 0 0 0 0
100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

70歳代 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

80歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

男性 計 12 1 5 2 2 5 2 1 0
100.0% 8.3% 41.7% 16.7% 16.7% 41.7% 16.7% 8.3% 0.0%

10歳代 1 0 0 1 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳代 1 0 0 0 0 1 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30歳代 3 0 2 0 0 1 1 1 0
100.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0%

40歳代 2 1 0 0 0 1 1 0 0
100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

50歳代 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

60歳代 2 0 2 1 1 0 0 0 0
100.0% 0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

70歳代 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

80歳以上 3 0 1 0 1 2 0 0 0
100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%
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問 20 あなたの身の回りに，性のあり方について悩んでいる方はいますか。（○は１つ） 

全体では，「いる」が 6.9％となっています。 

性別で見ると，「いる」が女性では 7.3％，男性では 6.6％となっています。 

 

【性・年代別】 

 

  

いる いない わからない 答えたくない 無回答・不明

6.9

7.3

6.6

45.4

45.0

46.2

44.5

44.4

44.6

0.5

0.5

0.5

2.7

2.8

2.1

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)

合計 いる いない わからない 答えたくない 無回答・不明

全体 1,000 69 454 445 5 27
100.0% 6.9% 45.4% 44.5% 0.5% 2.7%

女性 計 565 41 254 251 3 16
100.0% 7.3% 45.0% 44.4% 0.5% 2.8%

10歳代 8 1 4 3 0 0
100.0% 12.5% 50.0% 37.5% 0.0% 0.0%

20歳代 54 5 15 30 1 3
100.0% 9.3% 27.8% 55.6% 1.9% 5.6%

30歳代 93 14 35 42 1 1
100.0% 15.1% 37.6% 45.2% 1.1% 1.1%

40歳代 101 8 45 46 1 1
100.0% 7.9% 44.6% 45.5% 1.0% 1.0%

50歳代 112 8 46 55 0 3
100.0% 7.1% 41.1% 49.1% 0.0% 2.7%

60歳代 128 4 68 53 0 3
100.0% 3.1% 53.1% 41.4% 0.0% 2.3%

70歳代 39 1 24 13 0 1
100.0% 2.6% 61.5% 33.3% 0.0% 2.6%

80歳以上 30 0 17 9 0 4
100.0% 0.0% 56.7% 30.0% 0.0% 13.3%

男性 計 426 28 197 190 2 9
100.0% 6.6% 46.2% 44.6% 0.5% 2.1%

10歳代 8 0 2 5 0 1
100.0% 0.0% 25.0% 62.5% 0.0% 12.5%

20歳代 37 1 16 18 0 2
100.0% 2.7% 43.2% 48.6% 0.0% 5.4%

30歳代 56 7 21 27 1 0
100.0% 12.5% 37.5% 48.2% 1.8% 0.0%

40歳代 80 9 31 40 0 0
100.0% 11.3% 38.8% 50.0% 0.0% 0.0%

50歳代 74 4 32 35 1 2
100.0% 5.4% 43.2% 47.3% 1.4% 2.7%

60歳代 106 5 57 43 0 1
100.0% 4.7% 53.8% 40.6% 0.0% 0.9%

70歳代 35 0 22 13 0 0
100.0% 0.0% 62.9% 37.1% 0.0% 0.0%

80歳以上 29 2 16 8 0 3
100.0% 6.9% 55.2% 27.6% 0.0% 10.3%

Ⅷ 問20 身の回りの性のあり方
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問 21 セクシュアル・マイノリティの方々が生活しやすくなるためにどのようなことが必要

だと思いますか。（○は３つまで） 

全体では，「学校教育におけるセクシュアル・マイノリティに関する知識・理解の習得」が 46.7％

と最も高く，次いで「気持ちや情報を共有できる居場所づくり」が 35.6％，「法令の制定や制度の見

直し」が 31.1％，「同性のパートナーなどを配偶者と同等に扱うこと」が 27.8％，「更衣室やトイレ，

制服など，男女で区別されているものに対する配慮」が 22.3％，「相談できる窓口の設置」が 21.8％

となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・理解するため時間をかける  ・理解を深めるためにメディア等が積極的に取り上げるべき 

  ・マイノリティにのみ注力せずマジョリティへの配慮もバランス良く必要 

  

51.2

38.8

29.0

31.2

24.1

21.1

14.7

13.5

8.8

4.2

1.8

3.4

1.9

7.3

48.1

31.5

34.0

23.5

20.2

23.0

14.8

9.2

11.0

5.2

1.9

3.1

6.6

5.2

学校教育におけるセクシュアル・マイ

ノリティに関する知識・理解の習得

気持ちや情報を共有できる居場所づくり

法令の制定や制度の見直し

同性のパートナーなどを

配偶者と同等に扱うこと

更衣室やトイレ，制服など，男女で

区別されているものに対する配慮

相談できる窓口の設置

就学前からセクシュアル・マイノリティ

に関する情報に触れられる機会の創出

同性のパートナーなどであること

を証明する行政の証明書等の発行

行政職員や教職員に対する研修の実施

企業・地域住民等を対象

とした勉強会の実施

ポスター・リーフレット等による啓発

その他

必要だとは思わない

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

49.7

35.6

31.1

27.8

22.3

21.8

14.7

11.6

9.7

4.6

1.8

3.2

4.0

6.6

学校教育におけるセクシュアル・マイ

ノリティに関する知識・理解の習得

気持ちや情報を共有できる居場所づくり

法令の制定や制度の見直し

同性のパートナーなどを

配偶者と同等に扱うこと

更衣室やトイレ，制服など，男女で

区別されているものに対する配慮

相談できる窓口の設置

就学前からセクシュアル・マイノリティ

に関する情報に触れられる機会の創出

同性のパートナーなどであること

を証明する行政の証明書等の発行

行政職員や教職員に対する研修の実施

企業・地域住民等を対象

とした勉強会の実施

ポスター・リーフレット等による啓発

その他

必要だとは思わない

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

  
問21 セクシュアル・マイノリティの方が生活しやすくなるために必要なこと

合計 気持ちや情報
を共有できる
居場所づくり

法令の制定
や制度の見
直し

学校教育に
おけるセク
シュアル・マイ
ノリティに関
する知識・理
解の習得

就学前からセ
クシュアル・マ
イノリティに
関する情報に
触れられる機
会の創出

同性のパート
ナーなどを配
偶者と同等に
扱うこと

同性のパート
ナーなどであ
ることを証明
する行政の証
明書等の発
行

相談できる窓
口の設置

更衣室やトイ
レ，制服な
ど，男女で区
別されている
ものに対する
配慮

行政職員や
教職員に対す
る研修の実施

企業・地域住
民等を対象と
した勉強会の
実施

ポスター・
リーフレット
等による啓発

全体 1,000 356 311 497 147 278 116 218 223 97 46 18

100.0% 35.6% 31.1% 49.7% 14.7% 27.8% 11.6% 21.8% 22.3% 9.7% 4.6% 1.8%

女性 計 565 219 164 289 83 176 76 119 136 50 24 10

100.0% 38.8% 29.0% 51.2% 14.7% 31.2% 13.5% 21.1% 24.1% 8.8% 4.2% 1.8%
10歳代 8 2 4 2 3 5 2 1 3 0 0 0

100.0% 25.0% 50.0% 25.0% 37.5% 62.5% 25.0% 12.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 15 12 23 12 27 13 5 11 6 3 1

100.0% 27.8% 22.2% 42.6% 22.2% 50.0% 24.1% 9.3% 20.4% 11.1% 5.6% 1.9%
30歳代 93 43 26 46 11 41 21 10 25 4 1 2

100.0% 46.2% 28.0% 49.5% 11.8% 44.1% 22.6% 10.8% 26.9% 4.3% 1.1% 2.2%
40歳代 101 37 29 52 19 33 15 14 20 8 3 1

100.0% 36.6% 28.7% 51.5% 18.8% 32.7% 14.9% 13.9% 19.8% 7.9% 3.0% 1.0%
50歳代 112 52 28 65 15 30 9 32 27 9 5 4

100.0% 46.4% 25.0% 58.0% 13.4% 26.8% 8.0% 28.6% 24.1% 8.0% 4.5% 3.6%
60歳代 128 45 42 66 16 31 11 30 39 17 7 1

100.0% 35.2% 32.8% 51.6% 12.5% 24.2% 8.6% 23.4% 30.5% 13.3% 5.5% 0.8%
70歳代 39 17 17 21 6 8 5 18 4 3 1 0

100.0% 43.6% 43.6% 53.8% 15.4% 20.5% 12.8% 46.2% 10.3% 7.7% 2.6% 0.0%
80歳以上 30 8 6 14 1 1 0 9 7 3 4 1

100.0% 26.7% 20.0% 46.7% 3.3% 3.3% 0.0% 30.0% 23.3% 10.0% 13.3% 3.3%

男性 計 426 134 145 205 63 100 39 98 86 47 22 8

100.0% 31.5% 34.0% 48.1% 14.8% 23.5% 9.2% 23.0% 20.2% 11.0% 5.2% 1.9%
10歳代 8 3 1 1 1 1 0 2 3 0 1 1

100.0% 37.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 25.0% 37.5% 0.0% 12.5% 12.5%
20歳代 37 11 10 19 7 14 3 7 6 3 1 0

100.0% 29.7% 27.0% 51.4% 18.9% 37.8% 8.1% 18.9% 16.2% 8.1% 2.7% 0.0%
30歳代 56 20 12 25 12 15 4 12 13 2 2 1

100.0% 35.7% 21.4% 44.6% 21.4% 26.8% 7.1% 21.4% 23.2% 3.6% 3.6% 1.8%
40歳代 80 29 20 48 15 23 11 11 16 8 5 2

100.0% 36.3% 25.0% 60.0% 18.8% 28.8% 13.8% 13.8% 20.0% 10.0% 6.3% 2.5%
50歳代 74 22 26 34 9 18 9 14 19 6 3 0

100.0% 29.7% 35.1% 45.9% 12.2% 24.3% 12.2% 18.9% 25.7% 8.1% 4.1% 0.0%
60歳代 106 30 47 53 12 15 7 28 22 18 7 1

100.0% 28.3% 44.3% 50.0% 11.3% 14.2% 6.6% 26.4% 20.8% 17.0% 6.6% 0.9%
70歳代 35 11 19 13 6 7 4 14 6 5 0 3

100.0% 31.4% 54.3% 37.1% 17.1% 20.0% 11.4% 40.0% 17.1% 14.3% 0.0% 8.6%
80歳以上 29 7 10 12 1 7 1 9 1 4 3 0

100.0% 24.1% 34.5% 41.4% 3.4% 24.1% 3.4% 31.0% 3.4% 13.8% 10.3% 0.0%

合計 その他 必要だとは思
わない

無回答・不明

全体 1,000 32 40 66

100.0% 3.2% 4.0% 6.6%

女性 計 565 19 11 41

100.0% 3.4% 1.9% 7.3%
10歳代 8 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 5 2 5

100.0% 9.3% 3.7% 9.3%
30歳代 93 1 2 6

100.0% 1.1% 2.2% 6.5%
40歳代 101 5 4 8

100.0% 5.0% 4.0% 7.9%
50歳代 112 5 0 6

100.0% 4.5% 0.0% 5.4%
60歳代 128 0 3 8

100.0% 0.0% 2.3% 6.3%
70歳代 39 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 2.6%
80歳以上 30 3 0 7

100.0% 10.0% 0.0% 23.3%

男性 計 426 13 28 22

100.0% 3.1% 6.6% 5.2%
10歳代 8 0 2 1

100.0% 0.0% 25.0% 12.5%
20歳代 37 0 0 3

100.0% 0.0% 0.0% 8.1%
30歳代 56 2 5 4

100.0% 3.6% 8.9% 7.1%
40歳代 80 1 7 3

100.0% 1.3% 8.8% 3.8%
50歳代 74 5 4 3

100.0% 6.8% 5.4% 4.1%
60歳代 106 1 7 5

100.0% 0.9% 6.6% 4.7%
70歳代 35 2 0 1

100.0% 5.7% 0.0% 2.9%
80歳以上 29 2 3 2

100.0% 6.9% 10.3% 6.9%

問21 セクシュアル・マイノリティの方が生活
しやすくなるために必要なこと
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【経年比較】 

 本市の令和２年調査と比較すると，本調査との差が大きいのは，全体では「更衣室やトイレ，制服な

ど，男女で区別されているものに対する配慮」が 5.2 ポイント下回り，性別で見ると，女性では「更

衣室やトイレ，制服など，男女で区別されているものに対する配慮」が 8.3 ポイント下回り，男性で

は「法令の制定や制度の見直し」が 6.3ポイント下回っています。 

 

 

  ※本調査より「就学前からセクシュアル・マイノリティに関する情報に触れられる機会の創出」の

選択肢を追加している。 

  

48.1

31.5

34.0

23.5

20.2

23.0

14.8

9.2

11.0

5.2

1.9

3.1

6.6

5.2

47.4

31.3

40.3

25.3

21.7

26.2

13.4

8.3

4.9

2.7

2.5

2.9

12.1

学校教育におけるセクシュアル・マイ

ノリティに関する知識・理解の習得

気持ちや情報を共有

できる居場所づくり

法令の制定や制度の見直し

同性のパートナーなどを

配偶者と同等に扱うこと

更衣室やトイレ，制服など，男女で

区別されているものに対する配慮

相談できる窓口の設置

就学前からセクシュアル・マイノリティ

に関する情報に触れられる機会の創出

同性のパートナーなどであること

を証明する行政の証明書等の発行

行政職員や教職員に対する研修の実施

企業・地域住民等を対象

とした勉強会の実施

ポスター・リーフレット等による啓発

その他

必要だとは思わない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

男 性

51.2

38.8

29.0

31.2

24.1

21.1

14.7

13.5

8.8

4.2

1.8

3.4

1.9

7.3

52.2

32.7

32.7

32.9

32.4

19.9

11.4

10.1

2.8

1.1

2.9

0.2

12.5

学校教育におけるセクシュアル・マイ

ノリティに関する知識・理解の習得

気持ちや情報を共有

できる居場所づくり

法令の制定や制度の見直し

同性のパートナーなどを

配偶者と同等に扱うこと

更衣室やトイレ，制服など，男女で

区別されているものに対する配慮

相談できる窓口の設置

就学前からセクシュアル・マイノリティ

に関する情報に触れられる機会の創出

同性のパートナーなどであること

を証明する行政の証明書等の発行

行政職員や教職員に対する研修の実施

企業・地域住民等を対象

とした勉強会の実施

ポスター・リーフレット等による啓発

その他

必要だとは思わない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

女 性

49.7

35.6

31.1

27.8

22.3

21.8

14.7

11.6

9.7

4.6

1.8

3.2

4.0

6.6

50.2

32.0

35.9

29.7

27.5

22.6

12.4

9.1

3.8

1.8

2.7

1.4

12.4

学校教育におけるセクシュアル・マイ

ノリティに関する知識・理解の習得

気持ちや情報を共有

できる居場所づくり

法令の制定や制度の見直し

同性のパートナーなどを

配偶者と同等に扱うこと

更衣室やトイレ，制服など，男女で

区別されているものに対する配慮

相談できる窓口の設置

就学前からセクシュアル・マイノリティ

に関する情報に触れられる機会の創出

同性のパートナーなどであること

を証明する行政の証明書等の発行

行政職員や教職員に対する研修の実施

企業・地域住民等を対象

とした勉強会の実施

ポスター・リーフレット等による啓発

その他

必要だとは思わない

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体
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８．市の男女平等推進施策について 
 

問 22 あなたは，次の①から④にある市が制定した条例や計画を知っていますか。 

（①から④のそれぞれ１つに○） 

全体では，「名前も内容も知っている」が「①国分寺市男女平等推進条例」では 2.9％，「②第２次

国分寺市男女平等推進行動計画」では 1.4％，「③第２次国分寺市配偶者等からの暴力防止及び被害者

支援に関する基本計画」では 1.5％，「④国分寺市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画」

では 0.9％となっています。 

 

     【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

 

  

名前も内容も
知っている

名前を聞いた
ことがあるが
内容は知らな
い

知らない 無回答・不明

名前も内容も
知っている

名前を聞いた
ことがあるが
内容は知らな
い

知らない 無回答・不明

3.2

2.3

1.4

1.2

1.6

1.2

0.5

1.2

27.3

20.4

18.8

14.8

15.4

11.0

15.4

11.0

66.7

74.9

77.0

80.5

80.5

84.3

80.5

84.3

2.8

2.3

2.8

3.5

2.5

3.5

3.5

3.5

① 女性(n=565)

男性(n=426)

② 女性(n=565)

男性(n=426)

③ 女性(n=565)

男性(n=426)

④ 女性(n=565)

男性(n=426)

②第２次国分寺市

男女平等推進行動

計画

①国分寺市男女平

等推進条例

③第２次国分寺市

配偶者等からの暴

力防止及び被害者

支援に関する基本

計画

④国分寺市女性の

職業生活における

推進に関する計画

2.9

1.4

1.5

0.9

24.1

16.9

13.4

13.4

70.2

78.4

82.0

82.0

2.8

3.3

3.1

3.7

①国分寺市男女平等推進条例

②第２次国分寺市男女平等推進行動計画

③第２次国分寺市配偶者等からの暴力

防止及び被害者支援に関する基本計画

④国分寺市女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する計画
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【性・年代別】 

 

 

  

合計 名前も内容も
知っている

名前を聞い
たことがある
が内容は知ら
ない

知らない 無回答・不明 名前も内容も
知っている

名前を聞い
たことがある
が内容は知ら
ない

知らない 無回答・不明 名前も内容も
知っている

名前を聞い
たことがある
が内容は知ら
ない

知らない 無回答・不明

全体 1,000 29 241 702 28 14 169 784 33 15 134 820 31

100.0% 2.9% 24.1% 70.2% 2.8% 1.4% 16.9% 78.4% 3.3% 1.5% 13.4% 82.0% 3.1%

女性 計 565 18 154 377 16 8 106 435 16 9 87 455 14

100.0% 3.2% 27.3% 66.7% 2.8% 1.4% 18.8% 77.0% 2.8% 1.6% 15.4% 80.5% 2.5%
10歳代 8 0 2 6 0 0 1 7 0 1 0 7 0

100.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0% 12.5% 0.0% 87.5% 0.0%
20歳代 54 0 8 43 3 0 7 45 2 0 5 47 2

100.0% 0.0% 14.8% 79.6% 5.6% 0.0% 13.0% 83.3% 3.7% 0.0% 9.3% 87.0% 3.7%
30歳代 93 5 24 63 1 3 22 67 1 1 20 71 1

100.0% 5.4% 25.8% 67.7% 1.1% 3.2% 23.7% 72.0% 1.1% 1.1% 21.5% 76.3% 1.1%
40歳代 101 1 33 66 1 0 22 77 2 1 15 84 1

100.0% 1.0% 32.7% 65.3% 1.0% 0.0% 21.8% 76.2% 2.0% 1.0% 14.9% 83.2% 1.0%
50歳代 112 7 27 76 2 4 16 90 2 3 18 90 1

100.0% 6.3% 24.1% 67.9% 1.8% 3.6% 14.3% 80.4% 1.8% 2.7% 16.1% 80.4% 0.9%
60歳代 128 3 37 86 2 0 24 102 2 2 19 105 2

100.0% 2.3% 28.9% 67.2% 1.6% 0.0% 18.8% 79.7% 1.6% 1.6% 14.8% 82.0% 1.6%
70歳代 39 1 15 22 1 1 8 29 1 1 8 29 1

100.0% 2.6% 38.5% 56.4% 2.6% 2.6% 20.5% 74.4% 2.6% 2.6% 20.5% 74.4% 2.6%
80歳以上 30 1 8 15 6 0 6 18 6 0 2 22 6

100.0% 3.3% 26.7% 50.0% 20.0% 0.0% 20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 6.7% 73.3% 20.0%

男性 計 426 10 87 319 10 5 63 343 15 5 47 359 15

100.0% 2.3% 20.4% 74.9% 2.3% 1.2% 14.8% 80.5% 3.5% 1.2% 11.0% 84.3% 3.5%
10歳代 8 0 1 6 1 0 1 6 1 0 1 6 1

100.0% 0.0% 12.5% 75.0% 12.5% 0.0% 12.5% 75.0% 12.5% 0.0% 12.5% 75.0% 12.5%
20歳代 37 0 4 31 2 0 2 34 1 0 3 33 1

100.0% 0.0% 10.8% 83.8% 5.4% 0.0% 5.4% 91.9% 2.7% 0.0% 8.1% 89.2% 2.7%
30歳代 56 1 7 48 0 1 8 46 1 2 4 49 1

100.0% 1.8% 12.5% 85.7% 0.0% 1.8% 14.3% 82.1% 1.8% 3.6% 7.1% 87.5% 1.8%
40歳代 80 3 17 60 0 2 15 63 0 0 12 68 0

100.0% 3.8% 21.3% 75.0% 0.0% 2.5% 18.8% 78.8% 0.0% 0.0% 15.0% 85.0% 0.0%
50歳代 74 1 9 62 2 1 6 63 4 1 2 68 3

100.0% 1.4% 12.2% 83.8% 2.7% 1.4% 8.1% 85.1% 5.4% 1.4% 2.7% 91.9% 4.1%
60歳代 106 4 29 72 1 0 19 85 2 0 16 87 3

100.0% 3.8% 27.4% 67.9% 0.9% 0.0% 17.9% 80.2% 1.9% 0.0% 15.1% 82.1% 2.8%
70歳代 35 0 15 20 0 0 9 26 0 1 5 29 0

100.0% 0.0% 42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 25.7% 74.3% 0.0% 2.9% 14.3% 82.9% 0.0%
80歳以上 29 1 5 19 4 1 3 19 6 1 4 18 6

100.0% 3.4% 17.2% 65.5% 13.8% 3.4% 10.3% 65.5% 20.7% 3.4% 13.8% 62.1% 20.7%

合計 名前も内容も
知っている

名前を聞い
たことがある
が内容は知ら
ない

知らない 無回答・不明

全体 1,000 9 134 820 37

100.0% 0.9% 13.4% 82.0% 3.7%

女性 計 565 3 87 455 20

100.0% 0.5% 15.4% 80.5% 3.5%
10歳代 8 0 1 7 0

100.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0%
20歳代 54 0 5 47 2

100.0% 0.0% 9.3% 87.0% 3.7%
30歳代 93 1 20 68 4

100.0% 1.1% 21.5% 73.1% 4.3%
40歳代 101 0 15 84 2

100.0% 0.0% 14.9% 83.2% 2.0%
50歳代 112 1 17 91 3

100.0% 0.9% 15.2% 81.3% 2.7%
60歳代 128 1 17 108 2

100.0% 0.8% 13.3% 84.4% 1.6%
70歳代 39 0 7 31 1

100.0% 0.0% 17.9% 79.5% 2.6%
80歳以上 30 0 5 19 6

100.0% 0.0% 16.7% 63.3% 20.0%

男性 計 426 5 47 359 15

100.0% 1.2% 11.0% 84.3% 3.5%
10歳代 8 0 1 6 1

100.0% 0.0% 12.5% 75.0% 12.5%
20歳代 37 0 3 32 2

100.0% 0.0% 8.1% 86.5% 5.4%
30歳代 56 1 5 50 0

100.0% 1.8% 8.9% 89.3% 0.0%
40歳代 80 0 10 70 0

100.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0%
50歳代 74 1 4 66 3

100.0% 1.4% 5.4% 89.2% 4.1%
60歳代 106 1 16 87 2

100.0% 0.9% 15.1% 82.1% 1.9%
70歳代 35 1 5 28 1

100.0% 2.9% 14.3% 80.0% 2.9%
80歳以上 29 1 3 19 6

100.0% 3.4% 10.3% 65.5% 20.7%

問22 条例や計画の認知度
　④国分寺市女性の職業生活における推進に関する計画

問22 条例や計画の認知度
　　　　①国分寺市男女平等推進条例

問22 条例や計画の認知度
　　　　 ②第２次国分寺市男女平等推進行動計画

問22 条例や計画の認知度　　③第２次国分寺市配偶者等
　　　　からの暴力の防止及び被害者支援に関する基本計
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問 23 国分寺市には，男女平等社会の実現に向けた取り組みを支援するため，｢男女平等推進

センター（ライツこくぶんじ／国分寺市光町１丁目 46 番地８ ひかりプラザ２階）｣

がありますが，あなたは利用したことがありますか。（○は１つ） 

全体では，「利用したことがある」が 1.3％となっています。 

性別で見ると，「利用したことがある」が女性では 1.6％，男性では 0.7％となっています。 

 

 

【性・年代別】 

  

利用したことがある 利用したことがない 無回答・不明

1.3

1.6

0.7

92.8

92.2

94.1

5.9

6.2

5.2

全体(n=1,000)

女性(n=565)

男性(n=426)

合計 利用したこと
がある

利用したこと
がない

無回答・不明

全体 1,000 13 928 59
100.0% 1.3% 92.8% 5.9%

女性 計 565 9 521 35
100.0% 1.6% 92.2% 6.2%

10歳代 8 0 8 0
100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

20歳代 54 1 51 2
100.0% 1.9% 94.4% 3.7%

30歳代 93 1 89 3
100.0% 1.1% 95.7% 3.2%

40歳代 101 0 100 1
100.0% 0.0% 99.0% 1.0%

50歳代 112 1 108 3
100.0% 0.9% 96.4% 2.7%

60歳代 128 4 115 9
100.0% 3.1% 89.8% 7.0%

70歳代 39 2 31 6
100.0% 5.1% 79.5% 15.4%

80歳以上 30 0 19 11
100.0% 0.0% 63.3% 36.7%

男性 計 426 3 401 22
100.0% 0.7% 94.1% 5.2%

10歳代 8 0 7 1
100.0% 0.0% 87.5% 12.5%

20歳代 37 0 35 2
100.0% 0.0% 94.6% 5.4%

30歳代 56 0 56 0
100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

40歳代 80 1 79 0
100.0% 1.3% 98.8% 0.0%

50歳代 74 1 66 7
100.0% 1.4% 89.2% 9.5%

60歳代 106 0 105 1
100.0% 0.0% 99.1% 0.9%

70歳代 35 1 31 3
100.0% 2.9% 88.6% 8.6%

80歳以上 29 0 21 8
100.0% 0.0% 72.4% 27.6%

問23 男女平等推進センターの利用
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【経年比較】 

本市の令和２年調査と比較すると，「利用したことがある」について，全体では 0.5 ポイント，女

性では 0.4ポイント，男性では 0.9ポイント低くなっています。 

 

 

 

  

利用したことがある 利用したことがない 無回答・不明

1.3

1.8

1.6

2.0

0.7

1.6

92.8

97.0

92.2

96.7

94.1

97.5

5.9

1.2

6.2

1.3

5.2

0.9

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

女性

男性

全体
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【問 23 で「利用したことがない」を選んだ方に伺います。】 

問 23-１ 利用したことがない理由は何ですか。（当てはまるもの１つに○） 

全体では，「「男女平等推進センター」があることを知らなかった」が75.8％と最も高く，次いで「「男

女平等推進センター」があることは知っていたが，必要を感じなかった」が21.1％となっています。 

 

【性・年代別】                         【その他の主な内容】 

・女性のための施設だと思

ったから 

・何をするところかよくわ

からず，自分は関係がな

いと思った   

 

  

76.6

20.2

1.0

0.6

0.0

0.8

1.0

74.8

22.4

0.0

0.5

0.0

0.7

1.5

「男女平等推進センター」が

あることを知らなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，必要を感じなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，忙しくて利用しなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，場所が不便で利用しなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，魅力的な催しがなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，上記以外の理由で利用しなかった

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=521) 男性(n=401)

75.8

21.1

0.5

0.5

0.0

0.9

1.2

「男女平等推進センター」が

あることを知らなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，必要を感じなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，忙しくて利用しなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，場所が不便で利用しなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，魅力的な催しがなかった

「男女平等推進センター」があることは知って

いたが，上記以外の理由で利用しなかった

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=928)

合計 「男女平等推
進センター」
があることを
知らなかった

「男女平等推
進センター」
があることは
知っていた
が，忙しくて
利用しなかっ
た

「男女平等推
進センター」
があることは
知っていた
が，場所が不
便で利用しな
かった

「男女平等推
進センター」
があることは
知っていた
が，魅力的な
催しがなかっ
た

「男女平等推
進センター」
があることは
知っていた
が，必要を感
じなかった

「男女平等推
進センター」
があることは
知っていた
が，左記以外
の理由で利
用しなかった

無回答・不明

全体 928 703 5 5 0 196 8 11
100.0% 75.8% 0.5% 0.5% 0.0% 21.1% 0.9% 1.2%

女性 計 521 399 5 3 0 105 4 5
100.0% 76.6% 1.0% 0.6% 0.0% 20.2% 0.8% 1.0%

10歳代 8 8 0 0 0 0 0 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳代 51 48 0 0 0 3 0 0
100.0% 94.1% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0%

30歳代 89 69 0 2 0 17 1 0
100.0% 77.5% 0.0% 2.2% 0.0% 19.1% 1.1% 0.0%

40歳代 100 78 3 0 0 18 0 1
100.0% 78.0% 3.0% 0.0% 0.0% 18.0% 0.0% 1.0%

50歳代 108 79 2 0 0 25 1 1
100.0% 73.1% 1.9% 0.0% 0.0% 23.1% 0.9% 0.9%

60歳代 115 84 0 1 0 27 1 2
100.0% 73.0% 0.0% 0.9% 0.0% 23.5% 0.9% 1.7%

70歳代 31 21 0 0 0 9 1 0
100.0% 67.7% 0.0% 0.0% 0.0% 29.0% 3.2% 0.0%

80歳以上 19 12 0 0 0 6 0 1
100.0% 63.2% 0.0% 0.0% 0.0% 31.6% 0.0% 5.3%

男性 計 401 300 0 2 0 90 3 6
100.0% 74.8% 0.0% 0.5% 0.0% 22.4% 0.7% 1.5%

10歳代 7 5 0 0 0 2 0 0
100.0% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0%

20歳代 35 29 0 0 0 6 0 0
100.0% 82.9% 0.0% 0.0% 0.0% 17.1% 0.0% 0.0%

30歳代 56 44 0 0 0 12 0 0
100.0% 78.6% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0%

40歳代 79 60 0 0 0 15 3 1
100.0% 75.9% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0% 3.8% 1.3%

50歳代 66 57 0 0 0 7 0 2
100.0% 86.4% 0.0% 0.0% 0.0% 10.6% 0.0% 3.0%

60歳代 105 73 0 0 0 30 0 2
100.0% 69.5% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 1.9%

70歳代 31 19 0 1 0 10 0 1
100.0% 61.3% 0.0% 3.2% 0.0% 32.3% 0.0% 3.2%

80歳以上 21 13 0 1 0 7 0 0
100.0% 61.9% 0.0% 4.8% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%

問23-1 男女平等推進センターを利用したことがない理由
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【経年比較】 

 本市の令和２年調査と比較すると，全体では「「男女平等推進センター」があることを知らなかった」

が 5.3ポイント下回り，「「男女平等推進センター」があることは知っていたが，必要を感じなかった」

が 5.2ポイント上回っています。 

性別で見ると，女性では「「男女平等推進センター」があることを知らなかった」が 4.2ポイント下

回り，「「男女平等推進センター」があることは知っていたが，必要を感じなかった」が 4.8 ポイント

上回っています。男性では「「男女平等推進センター」があることを知らなかった」が 5.4ポイント下

回り，「「男女平等推進センター」があることは知っていたが，必要を感じなかった」が 5.7 ポイント

上回っています。 

 

 

 

 

 

  

74.8

22.4

0.0

0.5

0.0

0.7

1.5

80.2

16.7

0.2

0.5

0.2

0.2

0.9

「男女平等推進センター」が

あることを知らなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

必要を感じなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

忙しくて利用しなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

場所が不便で利用しなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

魅力的な催しがなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

上記以外の理由で利用しなかった

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

男 性

76.6

20.2

1.0

0.6

0.0

0.8

1.0

80.8

15.4

0.8

0.8

1.5

0.4

0.4

「男女平等推進センター」が

あることを知らなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

必要を感じなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

忙しくて利用しなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

場所が不便で利用しなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

魅力的な催しがなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

上記以外の理由で利用しなかった

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

女 性

75.8

21.1

0.5

0.5

0.0

0.9

1.2

81.1

15.9

0.5

0.6

0.9

0.3

0.6

「男女平等推進センター」が

あることを知らなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

必要を感じなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

忙しくて利用しなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

場所が不便で利用しなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

魅力的な催しがなかった

「男女平等推進センター」が

あることは知っていたが，

上記以外の理由で利用しなかった

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体
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問 24 男女平等社会を実現するための市の施策として，今後どのようなことが必要だと思い

ますか。（○は３つまで） 

全体では，「仕事と家庭生活を両立できるように育児・介護への支援」が 57.5％と最も高く，次い

で「学校で男女平等意識を育てる教育の充実」が 51.8％，「ＤＶ（配偶者等からの暴力），セクハラ

などの暴力（性暴力を含む）をなくす施策」が 22.6％となっています。 

性別で見ると，女性では「仕事と家庭生活を両立できるように育児・介護への支援」が 61.4％と

最も高く，次いで「学校で男女平等意識を育てる教育の充実」が 49.9％，「ＤＶ（配偶者等からの暴

力），セクハラなどの暴力（性暴力を含む）をなくす施策」が 23.4％，男性では「学校で男女平等意

識を育てる教育の充実」が 54.7％と最も高く，次いで「仕事と家庭生活を両立できるように育児・

介護への支援」が 52.3％，「学校以外の場で男女平等への理解を深めるための学習機会の提供等の啓

発活動」が 23.5％となっています。 

 

 【その他の主な内容】 

  ・何が平等なのかよく考えること  ・中年～高齢者に対しての教育が必要，意識改革 

  ・男女だけでなくＬＧＢＴＱ含め多様性に関する教育・啓発を充実させて欲しい 

  

61.4

49.9

23.4

20.7

15.4

20.2

18.8

16.6

13.5

8.8

3.0

3.5

52.3

54.7

22.1

19.7

23.5

15.5

15.3

14.1

14.1

10.6

4.7

3.1

仕事と家庭生活を両立できる

ように育児・介護への支援

学校で男女平等意識を育てる教育の充実

ＤＶ（配偶者等からの暴力），セクハラなど

の暴力（性暴力を含む）をなくす施策

あらゆる分野における

女性の積極的な登用

学校以外の場で男女平等への理解を深め

るための学習機会の提供等の啓発活動

女性の管理職登用や男女の配置

についての偏りをなくす環境づくり

女性の再就職に役立つ学習機会の

提供や起業を支援する講座等の充実

女性の生き方に関する情報

提供，交流，相談などの充実

男女平等推進行動計画の普及と推進

市職員の男女平等の意識づくり

その他

無回答・不明

0% 50% 100%

女性(n=565) 男性(n=426)

57.5

51.8

22.6

20.2

18.8

18.1

17.1

15.5

13.8

9.5

3.8

3.6

仕事と家庭生活を両立できる

ように育児・介護への支援

学校で男女平等意識を育てる教育の充実

ＤＶ（配偶者等からの暴力），セクハラなど

の暴力（性暴力を含む）をなくす施策

あらゆる分野における

女性の積極的な登用

学校以外の場で男女平等への理解を深め

るための学習機会の提供等の啓発活動

女性の管理職登用や男女の配置

についての偏りをなくす環境づくり

女性の再就職に役立つ学習機会の

提供や起業を支援する講座等の充実

女性の生き方に関する情報

提供，交流，相談などの充実

男女平等推進行動計画の普及と推進

市職員の男女平等の意識づくり

その他

無回答・不明

0% 50% 100%

全体(n=1,000)
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【性・年代別】 

  

 問24 男女平等社会を実現するための市の施策として，今後必要なこと

合計 学校で男女
平等意識を
育てる教育の
充実

学校以外の
場で男女平
等への理解
を深めるため
の学習機会
の提供等の
啓発活動

女性の生き
方に関する情
報提供，交
流，相談など
の充実

女性の再就
職に役立つ
学習機会の
提供や起業
を支援する講
座等の充実

仕事と家庭生
活を両立で
きるように育
児・介護への
支援

あらゆる分野
における女性
の積極的な
登用

ＤＶ（配偶者
等からの暴
力），セクハラ
などの暴力
（性暴力を含
む）をなくす
施策

男女平等推
進行動計画
の普及と推進

市職員の男
女平等の意
識づくり

女性の管理
職登用や男
女の配置に
ついての偏り
をなくす環境
づくり

その他 無回答・不明

全体 1,000 518 188 155 171 575 202 226 138 95 181 38 36

100.0% 51.8% 18.8% 15.5% 17.1% 57.5% 20.2% 22.6% 13.8% 9.5% 18.1% 3.8% 3.6%

女性 計 565 282 87 94 106 347 117 132 76 50 114 17 20

100.0% 49.9% 15.4% 16.6% 18.8% 61.4% 20.7% 23.4% 13.5% 8.8% 20.2% 3.0% 3.5%
10歳代 8 3 1 3 3 2 4 1 0 0 4 0 0

100.0% 37.5% 12.5% 37.5% 37.5% 25.0% 50.0% 12.5% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
20歳代 54 28 6 8 15 39 6 19 5 8 16 0 2

100.0% 51.9% 11.1% 14.8% 27.8% 72.2% 11.1% 35.2% 9.3% 14.8% 29.6% 0.0% 3.7%
30歳代 93 39 12 19 24 61 18 23 11 12 19 3 2

100.0% 41.9% 12.9% 20.4% 25.8% 65.6% 19.4% 24.7% 11.8% 12.9% 20.4% 3.2% 2.2%
40歳代 101 48 17 21 20 62 21 14 15 8 20 6 3

100.0% 47.5% 16.8% 20.8% 19.8% 61.4% 20.8% 13.9% 14.9% 7.9% 19.8% 5.9% 3.0%
50歳代 112 59 15 20 21 69 22 32 22 10 19 6 1

100.0% 52.7% 13.4% 17.9% 18.8% 61.6% 19.6% 28.6% 19.6% 8.9% 17.0% 5.4% 0.9%
60歳代 128 72 25 15 17 76 27 34 14 7 28 1 3

100.0% 56.3% 19.5% 11.7% 13.3% 59.4% 21.1% 26.6% 10.9% 5.5% 21.9% 0.8% 2.3%
70歳代 39 23 7 3 5 23 12 4 7 4 3 0 2

100.0% 59.0% 17.9% 7.7% 12.8% 59.0% 30.8% 10.3% 17.9% 10.3% 7.7% 0.0% 5.1%
80歳以上 30 10 4 5 1 15 7 5 2 1 5 1 7

100.0% 33.3% 13.3% 16.7% 3.3% 50.0% 23.3% 16.7% 6.7% 3.3% 16.7% 3.3% 23.3%

男性 計 426 233 100 60 65 223 84 94 60 45 66 20 13

100.0% 54.7% 23.5% 14.1% 15.3% 52.3% 19.7% 22.1% 14.1% 10.6% 15.5% 4.7% 3.1%
10歳代 8 2 0 0 3 3 1 2 2 2 0 0 2

100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 37.5% 37.5% 12.5% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0%
20歳代 37 18 5 9 6 20 5 10 9 2 3 0 2

100.0% 48.6% 13.5% 24.3% 16.2% 54.1% 13.5% 27.0% 24.3% 5.4% 8.1% 0.0% 5.4%
30歳代 56 28 13 8 11 29 6 9 7 4 13 5 0

100.0% 50.0% 23.2% 14.3% 19.6% 51.8% 10.7% 16.1% 12.5% 7.1% 23.2% 8.9% 0.0%
40歳代 80 46 22 12 11 42 15 20 9 12 13 6 1

100.0% 57.5% 27.5% 15.0% 13.8% 52.5% 18.8% 25.0% 11.3% 15.0% 16.3% 7.5% 1.3%
50歳代 74 39 19 8 11 32 17 15 11 9 7 2 3

100.0% 52.7% 25.7% 10.8% 14.9% 43.2% 23.0% 20.3% 14.9% 12.2% 9.5% 2.7% 4.1%
60歳代 106 60 27 16 11 66 28 26 13 10 19 3 1

100.0% 56.6% 25.5% 15.1% 10.4% 62.3% 26.4% 24.5% 12.3% 9.4% 17.9% 2.8% 0.9%
70歳代 35 19 9 3 9 21 7 9 3 3 6 1 1

100.0% 54.3% 25.7% 8.6% 25.7% 60.0% 20.0% 25.7% 8.6% 8.6% 17.1% 2.9% 2.9%
80歳以上 29 20 5 4 3 9 5 3 6 3 4 3 3

100.0% 69.0% 17.2% 13.8% 10.3% 31.0% 17.2% 10.3% 20.7% 10.3% 13.8% 10.3% 10.3%
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【経年比較】 

本市の令和２年調査では，本調査と同様に「仕事と家庭生活を両立できるように育児・介護への支

援」「学校で男女平等意識を育てる教育の充実」がほぼ半数を超えています。 

本市の令和２年調査と比較すると，「DV（配偶者からの暴力），セクハラなどの暴力（性暴力を含

む）をなくす施策」「学校以外の場で男女平等への理解を深めるための学習機会の提供等の啓発活動」

「女性の再就職に役立つ学習機会の提供者企業を支援する講座等の充実」「女性の生き方に関する情

報提供，交流，相談等の充実」「市職員の男女平等の意識づくり」が，全体，性別ともに本調査では上

回っています。 

 

 

 

  

52.3

54.7

22.1

19.7

23.5

15.5

15.3

14.1

14.1

10.6

4.7

3.1

56.6

58.8

16.1

20.1

21.5

17.7

14.5

10.7

15.7

5.6

4.9

4.3

仕事と家庭生活を両立できる

ように育児・介護への支援

学校で男女平等意識

を育てる教育の充実

ＤＶ（配偶者等からの暴力），セクハラ

などの暴力（性暴力を含む）をなくす

施策

あらゆる分野における

女性の積極的な登用

学校以外の場で男女平等への理解を

深めるための学習機会の提供等の啓

発活動

女性の管理職登用や男女の配置

についての偏りをなくす環境づくり

女性の再就職に役立つ学習機会の

提供や起業を支援する講座等の充実

女性の生き方に関する情報

提供，交流，相談などの充実

男女平等推進行動計画の普及と推進

市職員の男女平等の意識づくり

その他

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=426)

令和2年(n=447)

男 性

61.4

49.9

23.4

20.7

15.4

20.2

18.8

16.6

13.5

8.8

3.0

3.5

60.1

53.9

16.0

25.0

11.6

22.2

16.0

11.9

12.5

5.7

2.0

8.1

仕事と家庭生活を両立できる

ように育児・介護への支援

学校で男女平等意識

を育てる教育の充実

ＤＶ（配偶者等からの暴力），セクハラ

などの暴力（性暴力を含む）をなくす

施策

あらゆる分野における

女性の積極的な登用

学校以外の場で男女平等への理解を

深めるための学習機会の提供等の啓

発活動

女性の管理職登用や男女の配置

についての偏りをなくす環境づくり

女性の再就職に役立つ学習機会の

提供や起業を支援する講座等の充実

女性の生き方に関する情報

提供，交流，相談などの充実

男女平等推進行動計画の普及と推進

市職員の男女平等の意識づくり

その他

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=565)

令和2年(n=544)

女 性

57.5

51.8

22.6

20.2

18.8

18.1

17.1

15.5

13.8

9.5

3.8

3.6

58.5

56.1

16.0

22.7

15.9

20.4

15.3

11.4

13.8

5.8

3.4

6.5

仕事と家庭生活を両立できる

ように育児・介護への支援

学校で男女平等意識

を育てる教育の充実

ＤＶ（配偶者等からの暴力），セクハラ

などの暴力（性暴力を含む）をなくす

施策

あらゆる分野における

女性の積極的な登用

学校以外の場で男女平等への理解を

深めるための学習機会の提供等の啓

発活動

女性の管理職登用や男女の配置

についての偏りをなくす環境づくり

女性の再就職に役立つ学習機会の

提供や起業を支援する講座等の充実

女性の生き方に関する情報

提供，交流，相談などの充実

男女平等推進行動計画の普及と推進

市職員の男女平等の意識づくり

その他

無回答・不明

0% 50% 100%

令和５年(n=1,000)

令和2年(n=1,006)

全 体



 

- 103 - 

Ⅲ まとめ 
 

１．調査結果の概要 
 

（１）男女平等に関する意識や実態について 

①男女平等に関する用語の認知度 

 「ＤＶ」「ジェンダー」「男女雇用機会均等法」「ストーカー行為規制法」「ＤＶ防止法」「Ｓ

ＤＧｓ」の順に，認知度が高くなっています。 

 女性より男性の認知度が低い項目のうち，「セクシュアル・マイノリティ」「デートＤＶ」は

特に差が大きくなっています。 

 本市の令和 2年調査と比較すると，全体的に認知度が高くなっています。 

②男女平等の実現 

 「少しは実現している」が約半数となっています。 

 女性では「十分実現している」「かなり実現している」の割合が約 2割に対し，男性では 3

割を超えています。 

③男女の平等感 

 「政治の場で」「社会通念・習慣・しきたりなどで」「法律や制度の上で」「家庭生活で」「職

場で」の順に，男性優遇（「男性の方が優遇されている」「どちらかといえば男性の方が優遇

されている」の計）の割合が高くなっています。 

 本市の令和２年調査と比較すると，「男性の方が優遇されている」の割合は，全ての項目で

高くなっています。 

④家事の分担 

 家事の主なものである「食事の支度」「食事の後片付け」「掃除」「洗濯」「日常の買い物」に

おいて，女性では「主にあなた（自分でする）」が半数を超えて最も多くなっているのに対

し，男性では「食事の支度」「掃除」「洗濯」において，「主に配偶者・パートナー」が最も多

くなっています。 

 

（２）仕事について 

①働き方について 

 自身の働き方の希望について，女性では「働き続けるが，子育て，介護の時期は一時やめる，

休業する」が最も多く，次いで「結婚や出産，子育て，介護にかかわらず働き続ける」とな

っていますが，男性では逆転しています。 

 パートナーへの働き方の希望について，女性では「結婚や出産，子育て，介護にかかわらず

働き続ける」が最も多く，次いで「働き続けるが，子育て，介護の時期は一時やめる，休業

する」となっていますが，男性では逆転しています。 

②女性が結婚・出産後，再就職するために必要なこと 

 「労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテレワークなどの多様な働き方を実現す
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るための制度の充実」の割合が最も高く，次いで「保育施設，学童クラブ（学童保育）や介

護支援サービスなどの充実」「家族の理解や家事・育児・介護などへの参加」となっていま

す。 

 本市の令和２年調査と比較すると，同様の傾向となっていますが，「家族の理解や家事・育

児・介護などへの参加」の割合は低くなっています。 

③育児休業・介護休業を男女ともに取りやすくするために必要なこと 

 「上司や同僚などの理解や協力があること」が最も多く，次いで「休業中の賃金や手当など

の経済的支援があること」「復帰後の仕事が保障されること」「職場に育児休業や介護休業を

利用しやすい雰囲気があること」「休業中の代替要員が確保されること」となっています。 

 本市の令和２年調査と比較すると，「上司や同僚などの理解や協力があること」「休業中の代

替要員が確保されること」「家族の理解や協力があること」の割合が高くなっています。 

 

（３）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

①「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優先度の希望 

 すべてのバランスをとりたい」が最も多くなっています。 

 本市の令和２年調査と比較すると，「「家庭生活」を優先したい」「「個人の生活」を優先した

い」「すべてのバランスをとりたい」の割合が高くなっています。 

②「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優先度の現状 

 「「仕事」と「家庭生活」の両方を優先」が最も多く，次いで「「仕事」を優先」「すべてのバ

ランスをとっている」となっています。 

 女性では「すべてのバランスをとっている」が最も多くなっているのに対し，男性では「「仕

事」を優先」が最も多くなっています。 

 

③ワーク・ライフ・バランスを図る上で，仕事面で重要なこと 

 「労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテレワークなどの多様な働き方を実現す

るための制度の充実」が最も多く，次いで「職場の理解やトップの意識改革」「長時間労働

を見直すこと」「職場によるワーク・ライフ・バランス支援制度の充実」となっています。 

 女性では「労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテレワークなどの多様な働き方

を実現するための制度の充実」が，男性では「職場の理解やトップの意識改革」が最も多く

なっています。 

 本市の令和２年調査と比較すると，「労働時間の短縮や休暇制度，フレックスタイムやテレ

ワークなどの多様な働き方を実現するための制度の充実」の割合が約 10 ポイント上回り，

「育児休業や介護休業で不利にならないよう法律や制度で充実させること」の割合が約 10

ポイント下回っています。 

 

（４）配偶者やパートナー，恋人の間の暴力などについて 

①暴力に当たる行為の考え方 
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 全ての項目について，「どんなことがあっても許されない」がほとんどを占めていますが，

「場合によっては許される」の割合が高い項目は，「大声でどなる」「何を言っても長期間無

視し続ける」「交友関係や電話・メール等を細かく監視する」「平手でうつ」の順になってい

ます。 

 「場合によっては許される」の割合が高い項目は，女性では「何を言っても長期間無視し続

ける」「大声でどなる」「交友関係や電話・メール等を細かく監視する」の順に，男性では「大

声でどなる」「何を言っても長期間無視し続ける」「交友関係や電話・メール等を細かく監視

する」の順になっています。 

 本市の令和２年調査と比較すると，「どんなことがあっても許されない」において，全体で

は「何を言っても長期間無視し続ける」以外全ての割合が低くなっています。女性では全て

の項目が低く，男性では「なぐるふりをして，おどす」「何を言っても長期間無視し続ける」

「大声でどなる」が高くなっていますが，それら以外は低くなっています。 

②暴力に当たる行為の経験等 

 「自分がしたことがある」の割合が高い項目は，「大声でどなる」「何を言っても長期間無視

し続ける」の順になっています。「自分がされたことがある」の割合が高い項目は，「大声で

どなる」「人の前でバカにしたり，命令するような口調でものを言ったりする」「何を言って

も長期間無視し続ける」の順になっています。 

 「自分がしたことがある」の割合が高い項目として，女性男性ともに「大声でどなる」とな

っています。「自分がされたことがある」の割合が高い項目は，女性では「大声でどなる」

「人の前でバカにしたり，命令するような口調でものを言ったりする」「何を言っても長期

間無視し続ける」「「誰のおかげで生活できるんだ」「稼ぎが少ない」などと言う」の順に，

男性では「大声でどなる」「何を言っても長期間無視し続ける」の順になっています。 

③暴力に当たる行為の受けた際の相談 

 暴力に当たる行為を受けた方のうち，「相談しなかった（できなかった）」が最も多く，次い

で「家族や親せきに相談した」「友人や知人に相談した」となっています。 

 女性では「相談しなかった（できなかった）」が最も多く，次いで「家族や親せきに相談し

た」，「友人や知人に相談した」となっていますが，男性では「相談しなかった（できなかっ

た）」がほとんどを占めています。 

 相談しなかった（できなかった）理由は，「相談するほどのことではないと思ったから」が

最も多く，次いで「相談しても無駄だと思ったから」「自分にも悪いところがあると思った

から」「自分さえ我慢すればよいと思ったから」となっています。 

 

（５）妊娠・出産について 

①安全に妊娠・出産するために重要なこと 

 「妊娠・出産に関する知識の普及」が最も多く，次いで「望まない妊娠をしないこと・させ

ないこと」「性教育の充実」「経済的理由により制約を受けないこと」「性感染症に関する知

識の普及」となっています。 
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（６）学校教育について 

①男女平等の社会を実現するために，学校教育の場で必要なこと 

 「男女の区別なく，個性や能力をいかせる指導の充実」が最も多く，次いで「日常の学校生

活の中での男女平等の実践」「男女平等の意識を育てるための授業を工夫して実施」「性暴力

を防ぐための学習」「教職員への男女平等研修の充実」となっています。 

 

（７）性のあり方について 

①性のあり方で悩んだ時に相談したこと 

 自身の性のあり方で悩んだ時に相談した人や場所について，「相談しなかった（できなかっ

た）」が最も多く，次いで「友人や知人に相談した」となっています。 

 相談しなかった（できなかった）理由として，「相談するほどのことではないと思ったから」

が最も多く，次いで「他人に話したくなかったから」となっています。 

 女性では，「相談するほどのことではないと思ったから」が最も多く，男性では「相談する

ほどのことではないと思ったから」「他人に話したくなかったから」が同率で最も多くなっ

ています。 

②身近な性的マイノリティの方々の存在 

 「いる」が 6.9％，「いない」が 45.4％，「わからない」が 44.5％となっています。性別で

見ても傾向はほぼ変わりません。 

③性的マイノリティの方々が生活しやすくなるために必要なこと 

 「学校教育におけるセクシュアル・マイノリティに関する知識・理解の習得」が最も多く，

次いで「気持ちや情報を共有できる居場所づくり」「法令の制定や制度の見直し」「同性のパ

ートナーなどを配偶者と同等に扱うこと」「更衣室やトイレ，制服など，男女で区別されて

いるものに対する配慮」「相談できる窓口の設置」となっています。 

 本市の令和２年調査と比較すると，差が大きいのは，「更衣室やトイレ，制服など，男女で

区別されているものに対する配慮」，女性では「更衣室やトイレ，制服など，男女で区別さ

れているものに対する配慮」，男性では「法令の制定や制度の見直し」となっています。 

 

（８）市の男女平等推進施策について 

①市の条例や計画の認知度 

 市の条例や計画について，「名前も内容も知っている」の割合は，高くても「国分寺市男女

平等推進条例」の 2.9％にとどまっています。 

 女性の方が認知度は少し高くなっています。 

②「男女平等推進センター」の利用経験 

 「利用したことがある」が全体では 1.3％，女性では 1.6％，男性では 0.7％となっていま

す。 

 本市の令和２年調査と比較すると，「利用したことがある」について，全体では 0.5 ポイン

ト，女性では 0.4 ポイント，男性では 0.9 ポイント下回っています。 
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③「男女平等推進センター」を利用したことがない理由 

 「「男女平等推進センター」があることを知らなかった」が 75.8％と最も高く，次いで「「男

女平等推進センター」があることは知っていたが，必要を感じなかった」が 21.1％となっ

ています。 

 本市の令和２年調査と比較すると，「「男女平等推進センター」があることを知らなかった」

が低く，「「男女平等推進センター」があることは知っていたが，必要を感じなかった」が高

くなっています。 

④男女平等社会を実現するために市の施策として必要なこと 

 「仕事と家庭生活を両立できるように育児・介護への支援」が最も多く，次いで「学校で男

女平等意識を育てる教育の充実」「ＤＶ（配偶者等からの暴力），セクハラなどの暴力（性暴

力を含む）をなくす施策」となっています。 

 女性では「仕事と家庭生活を両立できるように育児・介護への支援」が最も多く，次いで「学

校で男女平等意識を育てる教育の充実」「ＤＶ（配偶者等からの暴力），セクハラなどの暴力

（性暴力を含む）をなくす施策」が，男性では「学校で男女平等意識を育てる教育の充実」

が最も多く，次いで「仕事と家庭生活を両立できるように育児・介護への支援」「学校以外

の場で男女平等への理解を深めるための学習機会の提供等の啓発活動」となっています。 

 本市の令和２年調査と比較すると，「DV（配偶者からの暴力），セクハラなどの暴力（性暴

力を含む）をなくす施策」「学校以外の場で男女平等への理解を深めるための学習機会の提

供等の啓発活動」「女性の再就職に役立つ学習機会の提供者企業を支援する講座等の充実」

「女性の生き方に関する情報提供，交流，相談等の充実」「市職員の男女平等の意識づくり」

の割合が高くなっています。 
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２．第２次国分寺市男女平等推進行動計画の成果目標の達成状況 
「第２次国分寺市男女平等推進行動計画」で設定されている成果目標の達成状況は以下のとおりで

す。 

 

（１）男性中心型労働慣行の見直し（課題１） 

本調査における「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度は 68.5%でした。目標値 

である 80%には及ばなかったものの，本市の令和２年調査よりも認知度がやや上昇していま

す。しかし，「週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合」は，本調査では 6.3％となっており，

目標値 5%以下を上回っています。 

項目 
成果目標 

（期限） 

令和 2年 

調査の実績値 

本調査の実績値 

（令和 5年） 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉

の認知度 

80％ 

（令和6年度） 
64.6％ 68.5％ 

週労働時間 60時間以上の雇用者の割合 
５％以下 

（令和6年度） 
4.3％ 6.3％ 

 

 

（２）男女平等意識の醸成（課題３） 

本調査における「ジェンダー」という言葉の認知度は 92.4%となっており，目標値 80%を

10 ポイント以上上回っています。 

項目 
成果目標 

（期限） 

令和 2年 

調査の実績値 

本調査の実績値 

（令和 5年） 

「ジェンダー」という言葉の認知度 
80％ 

（令和6年度） 
81.2％ 92.4％ 

 

 

（３）男女平等に関する広報・啓発活動（課題５） 

本調査における「男女平等推進センター」の認知度は全体で 24.2％（問 23-１で「「男女平

等推進センター」があることを知らなかった」と回答している方が本調査回答者全体の 75.8%） 

となっており，本市の令和 2年調査よりも増えましたが，目標値の 40%には及びませんでし

た。 

項目 
成果目標 

（期限） 

令和 2年 

調査の実績値 

本調査の実績値 

（令和 5年） 

「男女平等推進センター」の認知度 
60％ 

（令和6年度） 
21.3％ 24.2％ 
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（４）性別に起因する暴力や人権侵害の根絶（課題６） 

夫婦間における「平手で打つ」を「どんなことがあっても許されない」と認識する人の割合

は，全体で 81.9%，女性で 81.9%，男性で 82.2%となっており，目標値の 100%には及 

ばないうえ，本市の令和 2年調査よりも下回っています。 

また，「足でける」についても「どんなことがあっても許されない」と認識する人の割合は， 

全体で 88.9%，女性で 88.5%，男性で 89.7%となっており，「平手で打つ」と同様に目標値

の 100%には及ばなかったうえ，本市の令和２年調査よりも下回っています。 

項目 
成果目標 

（期限） 

令和 2年 

調査の実績値 

本調査の実績値 

（令和 5年） 

夫婦間における行為で「どん

なことがあっても許されな

い」と認識する人の割合 

平手で打つ 

100％ 

（令和6年度） 

全体 84.5％ 

女性 84.7％ 

男性 84.6％ 

全体 81.9％ 

女性 81.9％ 

男性 82.2％ 

足でける 

全体 95.1％ 

女性 95.0％ 

男性 95.7％ 

全体 88.9％ 

女性 88.5％ 

男性 89.7％ 

 

 

（５）「男女共同参画社会」の認知度（全体） 

  「男女共同参画社会」という言葉の認知度は 67.8%となっており，本市の令和 2年調査より

も上回っていますが，目標値の 100%には到達していません。 

項目 
成果目標 

（期限） 

令和 2年 

調査の実績値 

本調査の実績値 

（令和 5年） 

「男女共同参画社会」という言葉の認知度 
100％ 

（令和6年度） 
60.4％ 67.8％ 
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３．本市の課題 
アンケートの結果及び成果目標の達成状況を踏まえた本市の課題を「第２次国分寺市男女平等推進

行動計画」の課題ごとに整理しました。 

 

課題１ 男性中心型労働慣行の見直し 

 「ワーク・ライフ・バランス」の言葉の認知度は上がっているものの，成果目標には届いて

いないため，引き続き周知啓発が必要ですが，「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優先度

の現状を本市の令和２年調査と比較すると，「仕事」のみ，「家庭生活」のみ，「個人の生活」

のみを優先とする割合は低くなっており，ワーク・ライフ・バランスを図っている人が増え

ていることがうかがえます。 

 家事について，多くの男性が食事の支度や掃除洗濯等をパートナー（女性）に任せている状

況です。男性が積極的な参加をするためにも，「仕事以外の時間が持てるように」「家事への

抵抗感をなくす」「配偶者間・家族間コミュニケーション」「職場の上司の理解」と個人・家

族・社会それぞれの分野での働きかけが必要です。 

 

課題２ 女性の活躍の場の拡大 

 女性の働き方について，断続的であっても職業を持ち続けることが望ましいという回答（「結

婚や出産，子育て，介護に関わらず職業を持ち続ける」「働き続けるが，子育て，介護の時

期は一時やめる，休業する」の計）が全体の６割を超えていますが，女性自身でも男性のパ

ートナーへの希望としても，「働き続けるが，子育て，介護の時期は一時やめる，休業する」

との回答の方が多く，一時的な離職をする働き方を選ぶ女性は多いと考えられます。また，

女性が再就職するために必要なこととして，職場の多様な働き方，子育てや介護支援の充実，

家族の理解と家事・育児・介護の参加を求める回答が多いことから，女性の職業生活の維持

のためには，これらを同時に進めていくことが必要です。 

 

課題３ 男女平等意識の醸成 

 「ジェンダー」という言葉の認知度が第２次男女平等推進行動計画の成果目標を上回ってい

ることをはじめ，男女平等に関する用語の認知度が本市の令和２年調査よりも全体的に上が

っていますが，分野ごとの男女平等においては，「学校教育の場」を除き男性優遇（「男性の

方が優遇されている」「どちらかといえば男性の方が優遇されている」の計）が上回ってい

ます。これは男女平等に関する用語の認知が上がったことにより，意識が醸成され，各分野

ではまだ男性優遇であると再認識された可能性があります。男女平等の意識の醸成を図ると

同時に，男女平等推進により効果的な取組の研究・検討が必要です。 

 また，各分野の男女平等において，本市の令和２年調査と比べると，「職場で」を除き男性

優遇が増えており，特に「政治の場で」や「社会通念・習慣・しきたりなどで」においては

８割を超えています。改めて男女間の隔たりがあることを市民に周知し，意識の向上を図っ

ていくことが必要です。 
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課題４ 男女平等教育の充実 

 男女平等社会を実現するために必要な施策として，「学校で男女平等意識を育てる教育の充

実」が多く挙げられています。また，セクシュアル・マイノリティの方々が生活しやすくす

るために必要なことでも，「学校教育におけるセクシュアル・マイノリティに関する知識・

理解の習得」が最も多くなっています。さらに DV の防止や被害者の支援のための対策で

も，「家庭・学校における男女平等や人権・性についての教育を充実させる」が最も多くな

っており，学校等における男女平等教育が重要であると考え，子どもの頃からの教育を希望

している人が多いことがうかがえます。 

 

課題５ 男女平等に関する広報・啓発活動 

 本市の男女平等推進条例や第２次男女平等推進行動計画等の認知度（名前も内容も知ってい

る）が１割以下と低い状況です。ただ，「名前を聞いたことがあるが，内容は知らない」の

割合については，２割前後となっていることから，認知度を上げるためにも，まずはこれら

条例や計画の周知が必要と思われます。 

 「男女平等推進センター」の利用において，本市の令和２年調査よりも利用している割合は

低くなっていますが，利用しない理由の中で「「男女平等推進センターがあることは知って

いたが，必要は感じなかった」が増えていることから，認知度については上がっていると推

測されます。ただ，成果目標 60％には大きくとどいていないことから，男女平等推進セン

ターの認知度をさらに上げていくことが課題です。 

 

課題６ 性別に起因する暴力や人権侵害の根絶 

 DVの行為について，ほとんどの人が「どんなことがあっても許されない」と認識していま

すが，「暴力に当たるとは思わない」と回答している人も少数ですが，います。また，「場合

によっては許される」「暴力に当たるとは思わない」の割合が他と比べて高い行為について

は，「自分がしたことがある」「自分がされたことがある」「見たり聞いたりしたことがある」

の割合が高くなっています。これらは，精神的な暴力であり，他の身体的暴力や性的暴力と

比べ「暴力」として認識されにくいため，DVに当たる行為であることを繰り返し周知して

いくことが必要です。 

 配偶者やパートナー等からの暴力の防止や被害者の支援のために必要な対策として，「家庭・

学校における男女平等や人権・性についての教育を充実させる」が一番高い割合となってお

り，子どものうちから男女平等や人権・性に関する正しい理解や認識を身に付けていくこと

が必要とされています。次いで，「被害者のための相談を充実させる」「被害者の個人情報を

加害者から守る」の割合が高く，被害者の心身の保護が重要だとされていることも分かりま

す。引き続き DVに関して幅広い年代を対象に啓発していくとともに，DV被害者が保護さ

れたあとの被害者支援策の充実を図ることが求められています。 
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