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Ⅲ．家庭生活・地域活動について 

１ 家庭内の役割 

 

 

 

 

家庭内の役割について、「世帯の収入を得る」以外は、全ての項目で女性が担っている割合

が高い。特に『自分と配偶者が同じくらい』に着目すると、その割合は「子供の教育・しつけ」

（20.4％）で、次いで「町内会などの地域活動」（18.0％）、「家計の管理」（17.9％）となって

いる。なお、「子供の教育・しつけ」は前回調査（平成 23 年）から約 11 ポイントも低下して

いる。この分野で女性が「主に自分」との回答は 36.0％であるのに対し、男性の「主に自分」

は僅か 1.9％に留まっている。 

年代別にみると、20 歳代及び 40 歳代については、「主に自分」と「自分と配偶者が同じくら

い」の割合の差が小さくなっている。 

図表 7-1 家庭内の役割 （N=2,021 各 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問７ ＜現在、結婚している方にお伺いします＞あなたの家庭では、次の（１）から（９）にある家庭

内の役割について、今は主にどなたが担当していますか。それぞれについて、あてはまる番号に

１つずつ○をつけて下さい。 

主に自分

35.2

42.3

47.7

47.3

35.4

21.7

21.5

24.4

14.1

自分と配偶者

が同じくらい

14.9

17.9

9.8

13.8

18.0

5.5

20.4

9.3

10.7

主に配偶者

43.3

35.5

37.9

34.3

20.2

15.8

10.0

13.7

8.9

親や兄弟、

子など

0.2

0.3

1.3

0.8

1.3

0.4

0.6

0.4

1.6

家族以外

の人

0.1

0.0

0.0

0.1

1.8

0.0

0.0

0.0

1.3

今は必要

がない

1.4

0.2

0.2

0.0

17.7

46.9

39.3

43.9

56.1

無回答

4.9

3.6

3.1

3.8

5.5

9.7

8.2

8.3

7.3

(%)

世帯の収入を得る

家計の管理

食事の用意

洗濯・掃除

町内会などの地域活動

乳幼児の育児

子どもの教育・しつけ

学校などの行事参加

高齢者などの介護
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図表 7-2 家庭内の役割  『自分と配偶者が同じくらい』の割合 （N=2,021 各 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.2

16.0

6.9

11.6

19.7

8.3

31.0

10.6

14.1

14.9

17.9

9.8

13.8

18.0

5.5

20.4

9.3

10.7

▲ 0.3

1.9

2.9

2.2

▲ 1.7

▲ 2.8

▲ 10.6

▲ 1.3

▲ 3.4

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

世帯の収入を得る

家計の管理

食事の用意

洗濯・掃除

町内会などの地域活動

乳幼児の育児

子どもの教育・しつけ

学校などの行事参加

高齢者などの介護

H23

H28

増減(H28-H23)
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図表 7-3 家庭内の役割  性別 （N=2,021 各 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(%)

主

に

自

分

自

分

と

配

偶

者

が

同

じ

く

ら

い

主

に

配

偶

者

親

や

兄

弟
、

子

な

ど

家

族

以

外

の

人

今

は

必

要

が

な

い 無

回

答

全体 35.2 14.9 43.3 0.2 0.1 1.4 4.9

女性 6.0 13.2 72.9 0.1 0.1 1.1 6.5

男性 74.2 17.1 3.9 0.2 0.0 1.9 2.8

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 42.3 17.9 35.5 0.3 0.0 0.2 3.6

女性 63.0 18.5 14.0 0.1 0.0 0.3 4.0

男性 14.8 17.1 64.2 0.6 0.0 0.2 3.2

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 47.7 9.8 37.9 1.3 0.0 0.2 3.1

女性 80.7 8.2 6.4 1.4 0.0 0.1 3.2

男性 3.7 11.9 80.0 1.3 0.0 0.2 3.0

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 47.3 13.8 34.3 0.8 0.1 0.0 3.8

女性 79.6 11.0 5.0 0.6 0.1 0.0 3.8

男性 4.1 17.6 73.3 1.1 0.0 0.0 3.9

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 35.4 18.0 20.2 1.3 1.8 17.7 5.5

女性 41.3 17.0 15.2 1.5 1.5 17.8 5.7

男性 27.6 19.5 26.9 1.1 2.2 17.6 5.0

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3

全体 21.7 5.5 15.8 0.4 0.0 46.9 9.7

女性 37.7 5.3 2.1 0.0 0.0 45.8 9.2

男性 0.2 5.8 34.0 0.9 0.0 48.8 10.4

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 21.5 20.4 10.0 0.6 0.0 39.3 8.2

女性 36.0 17.4 1.8 0.4 0.0 36.7 7.6

男性 1.9 24.5 20.8 0.7 0.0 43.0 9.1

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 24.4 9.3 13.7 0.4 0.0 43.9 8.3

女性 42.1 6.0 2.8 0.3 0.0 41.2 7.6

男性 0.7 13.5 28.2 0.6 0.0 47.7 9.3

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 14.1 10.7 8.9 1.6 1.3 56.1 7.3

女性 21.8 9.7 1.5 1.8 1.4 56.6 7.1

男性 3.9 12.1 18.7 1.3 1.1 55.5 7.4

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3

アミ掛けの数値は、各項目の全体結果より５ポイント以上大きいもの。

高齢者などの介護

世帯の収入を得る

家計の管理

食事の用意

洗濯・掃除

町内会などの

地域活動

乳幼児の育児

子どもの教育

・しつけ

学校などの

行事参加
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図表 7-4 家庭内の役割  年代別 （N=2,021 各 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(%)

主

に

自

分

自

分

と

配

偶

者

が

同

じ

く

ら

い

主

に

配

偶

者

親

や

兄

弟
、

子

な

ど

家

族

以

外

の

人 今

は

必

要

が

な

い

無

回

答

全体 35.2 14.9 43.3 0.2 0.1 1.4 4.9
20歳代 21.2 18.2 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0
30歳代 23.0 18.6 56.5 0.0 0.0 0.0 1.9
40歳代 31.5 14.1 54.0 0.0 0.0 0.0 0.5
50歳代 33.8 14.3 49.4 0.0 0.0 0.0 2.5
60歳代 38.8 14.7 36.2 0.3 0.0 2.6 7.4
70歳以上 44.0 13.5 28.7 0.4 0.4 3.3 9.8
無回答 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全体 42.3 17.9 35.5 0.3 0.0 0.2 3.6
20歳代 36.4 30.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
30歳代 52.8 18.6 25.5 0.0 0.0 0.6 2.5
40歳代 46.9 17.8 33.3 0.5 0.0 0.0 1.4
50歳代 46.0 17.7 32.9 0.0 0.0 0.4 3.0
60歳代 40.6 15.9 39.7 0.0 0.0 0.3 3.5
70歳以上 32.7 18.5 40.4 1.1 0.0 0.0 7.3
無回答 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全体 47.7 9.8 37.9 1.3 0.0 0.2 3.1
20歳代 51.5 15.2 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
30歳代 62.1 10.6 23.6 1.2 0.0 0.6 1.9
40歳代 54.0 10.3 33.3 1.9 0.0 0.0 0.5
50歳代 52.3 8.9 35.0 0.8 0.0 0.0 3.0
60歳代 45.0 8.5 41.5 1.2 0.0 0.0 3.8
70歳以上 33.1 10.5 48.7 1.8 0.0 0.4 5.5
無回答 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全体 47.3 13.8 34.3 0.8 0.1 0.0 3.8
20歳代 66.7 9.1 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0
30歳代 60.2 16.8 21.1 0.0 0.0 0.0 1.9
40歳代 54.9 10.8 31.5 1.9 0.0 0.0 0.9
50歳代 51.9 14.3 30.8 0.0 0.0 0.0 3.0
60歳代 42.1 14.7 37.6 0.6 0.3 0.0 4.7
70歳以上 33.5 13.5 44.4 1.5 0.0 0.0 7.3
無回答 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全体 35.4 18.0 20.2 1.3 1.8 17.7 5.5
20歳代 30.3 9.1 6.1 3.0 3.0 48.5 0.0
30歳代 28.6 15.5 11.8 3.1 1.2 36.6 3.1
40歳代 40.4 19.7 16.9 2.3 0.5 18.3 1.9
50歳代 35.9 16.0 21.9 1.7 2.5 18.6 3.4
60歳代 37.4 18.8 25.6 0.0 1.5 10.6 6.2
70歳以上 33.5 20.0 21.1 0.7 2.9 10.5 11.3
無回答 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全体 21.7 5.5 15.8 0.4 0.0 46.9 9.7
20歳代 33.3 12.1 18.2 0.0 0.0 36.4 0.0
30歳代 44.7 9.3 15.5 0.0 0.0 28.0 2.5
40歳代 31.0 7.5 17.8 0.5 0.0 41.3 1.9
50歳代 23.6 4.6 14.3 0.0 0.0 53.2 4.2
60歳代 12.9 4.1 15.6 0.9 0.0 54.1 12.4
70歳以上 8.4 3.3 15.6 0.4 0.0 49.8 22.5
無回答 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全体 21.5 20.4 10.0 0.6 0.0 39.3 8.2
20歳代 30.3 27.3 6.1 0.0 0.0 36.4 0.0
30歳代 35.4 24.8 11.2 0.0 0.0 26.7 1.9
40歳代 31.5 31.5 12.2 0.5 0.0 23.5 0.9
50歳代 27.0 21.1 9.7 0.0 0.0 38.0 4.2
60歳代 13.8 13.5 10.0 1.2 0.0 50.9 10.6
70歳以上 8.7 16.4 8.4 0.7 0.0 46.5 19.3
無回答 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全体 24.4 9.3 13.7 0.4 0.0 43.9 8.3
20歳代 15.2 6.1 3.0 0.0 0.0 75.8 0.0
30歳代 33.5 14.9 11.8 0.0 0.0 37.9 1.9
40歳代 45.5 11.3 15.0 0.0 0.0 26.8 1.4
50歳代 29.1 11.4 13.1 0.0 0.0 43.0 3.4
60歳代 15.3 6.5 14.4 0.9 0.0 51.8 11.2
70歳以上 10.9 6.2 14.9 0.7 0.0 48.0 19.3
無回答 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 14.1 10.7 8.9 1.6 1.3 56.1 7.3

20歳代 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 97.0 0.0

30歳代 6.2 5.0 2.5 2.5 0.6 80.7 2.5

40歳代 14.6 4.2 4.2 0.9 1.4 73.2 1.4

50歳代 21.9 16.5 9.7 1.7 1.3 46.0 3.0

60歳代 16.8 12.9 13.2 1.2 2.4 44.1 9.4

70歳以上 10.2 12.4 10.9 2.2 0.4 47.3 16.7

無回答 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

アミ掛けの数値は、各項目の全体結果より５ポイント以上大きいもの。

乳幼児の育児

世帯の収入を得る

家計の管理

食事の用意

洗濯・掃除

町内会などの

地域活動

子どもの教育

・しつけ

学校などの

行事参加

高齢者などの介護
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２ 男性が家事・育児・介護に参加するために必要なこと 

 

 

 

 

男性が家事、育児、介護に積極的に参加していくために必要なことで最も高かったのは「夫

婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること」（59.7％）で、以下は「男性が家事など

に参加することについて男性自身の抵抗感をなくすこと」（53.9％）、「労働時間短縮や休暇制

度を充実させ、利用を促進すること」（45.0％）、「家事などを男女で分担するようなしつけや

育て方をする」（44.8％）などが続く。 

全体的な傾向は前回調査（平成 23 年）とほとんど変わっていない。 

 

図表 8-1 男性が家事・育児・介護に参加するために必要なこと （N=2,021 MA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問８ 今後、男性が家事、育児、介護に積極的に参加していくために必要なことは何だと思いますか。

あてはまる番号にいくつでも○をつけて下さい。 

57.6

19.5

45.1

49.9

66.5

31.8

41.6

44.4

27.4

12.9

19.2

2.5

2.3

3.4

53.9

19.4

35.3

44.8

59.7

31.3

37.7

45.0

24.2

13.7

20.2

1.8

3.6

3.9

0% 20% 40% 60% 80%

男性が家事などに参加することについて男性

自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事などに参加することについて女性

自身の抵抗感をなくすこと

家事などに参加することについての社会的評

価を高めること

家事などを男女で分担するようなしつけや育

て方をすること

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく

図ること

まわりの人が、夫婦の役割分担等についての

当事者の考え方を尊重すること

男性の仕事中心の生き方、考え方を改めるこ

と

労働時間短縮や休暇制度を充実させ、利用を

促進すること

男性が家事などについての関心を高めるよう

啓発や情報提供を行うこと

国や市などが講座等を開催し、男性の家事な

どの技能を高めること

仕事と生活の両立等の問題について、男性が

相談しやすい窓口を設けること

分からない

その他

無回答

H23

H28
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図表 8-2 男性が家事・育児・介護に参加するために必要なこと 性別（N=2,021 MA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 8-3 男性が家事・育児・介護に参加するために必要なこと 年代別（N=2,021 MA） 
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家

族

間

で
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ュ
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こ
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り

の

人

が

、

夫

婦
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役
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担

等
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男
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家
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国
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講
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を
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な

い

そ

の

他

無

回

答

H23 57.6 19.5 45.1 49.9 66.5 31.8 41.6 44.4 27.4 12.9 19.2 2.5 2.3 3.4

H28 53.9 19.4 35.3 44.8 59.7 31.3 37.7 45.0 24.2 13.7 20.2 1.8 3.6 3.9

対H23増減 ▲ 3.7 ▲ 0.1 ▲ 9.8 ▲ 5.1 ▲ 6.8 ▲ 0.5 ▲ 3.9 0.6 ▲ 3.2 0.8 1.0 ▲ 0.7 1.3 0.5

H23 63.4 22.1 51.3 56.3 72.0 35.5 40.8 44.9 30.7 14.2 21.8 2.3 2.0 2.1

H28 58.9 21.9 37.9 51.5 62.2 38.0 37.8 45.1 25.7 14.1 22.7 1.8 3.4 3.8

対H23増減 ▲ 4.5 ▲ 0.2 ▲ 13.4 ▲ 4.8 ▲ 9.8 2.5 ▲ 3.0 0.2 ▲ 5.0 ▲ 0.1 0.9 ▲ 0.5 1.4 1.7

H23 50.7 16.8 37.3 41.6 60.4 27.0 44.8 45.4 23.5 10.3 16.2 3.0 2.8 3.0

H28 46.2 15.8 31.2 34.5 55.7 21.3 37.4 44.8 21.8 13.4 16.1 1.8 3.8 4.1

対H23増減 ▲ 4.5 ▲ 1.0 ▲ 6.1 ▲ 7.1 ▲ 4.7 ▲ 5.7 ▲ 7.4 ▲ 0.6 ▲ 1.7 3.1 ▲ 0.1 ▲ 1.2 1.0 1.1

全体

女性

男性

(%)

男

性

が

家

事

な

ど

に

参

加

す

る

こ

と

に

つ

い

て

男

性

自

身

の

抵

抗

感

を

な

く

す

こ

と

男

性

が

家

事

な

ど

に

参

加

す

る

こ

と

に

つ

い

て

女

性

自

身

の

抵

抗

感

を

な

く

す

こ

と

家

事

な

ど

に

参

加

す

る

こ

と

に

つ

い

て

の

社

会

的

評

価

を

高

め

る

こ

と

家

事

な

ど

を

男

女

で

分

担

す

る

よ

う

な

し

つ

け

や

育

て

方

を

す

る

こ

と

夫

婦

や

家

族

間

で

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

よ

く

図

る

こ

と

ま

わ

り

の

人

が

、

夫

婦

の

役

割

分

担

等

に

つ

い

て

の

当

事

者

の

考

え

方

を

尊

重

す

る

こ

と 男

性

の

仕

事

中

心

の

生

き

方

、

考

え

方

を

改

め

る

こ

と

労

働

時

間

短

縮

や

休

暇

制

度

を

充

実

さ

せ

、

利

用

を

促

進

す

る

こ

と

男

性

が

家

事

な

ど

に

つ

い

て

の

関

心

を

高

め

る

よ

う

啓

発

や

情

報

提

供

を

行

う

こ

と

国

や

市

な

ど

が

講

座

等

を

開

催

し

、

男

性

の

家

事

な

ど

の

技

能

を

高

め

る

こ

と

仕

事

と

生

活

の

両

立

等

の

問

題

に

つ

い

て

、

男

性

が

相

談

し

や

す

い

窓

口

を

設

け

る

こ

と 分

か

ら

な

い

そ

の

他

無

回

答

H23 57.6 19.5 45.1 49.9 66.5 31.8 41.6 44.4 27.4 12.9 19.2 2.5 2.3 3.4

H28 53.9 19.4 35.3 44.8 59.7 31.3 37.7 45.0 24.2 13.7 20.2 1.8 3.6 3.9

対H23増減 ▲ 3.7 ▲ 0.1 ▲ 9.8 ▲ 5.1 ▲ 6.8 ▲ 0.5 ▲ 3.9 0.6 ▲ 3.2 0.8 1.0 ▲ 0.7 1.3 0.5

H23 61.2 24.0 53.5 48.1 66.7 30.2 37.2 52.7 26.4 6.2 16.3 1.6 0.8 1.6

H28 57.6 25.9 44.3 36.7 55.1 39.9 36.1 63.3 19.0 11.4 25.9 1.3 3.8 3.2

対H23増減 ▲ 3.6 1.9 ▲ 9.2 ▲ 11.4 ▲ 11.6 9.7 ▲ 1.1 10.6 ▲ 7.4 5.2 9.6 ▲ 0.3 3.0 1.6

H23 55.3 20.3 53.5 45.2 67.3 28.6 38.2 59.9 25.3 11.5 17.5 1.8 5.1 2.8

H28 53.7 20.8 48.3 42.5 58.7 35.9 37.1 56.8 25.1 10.0 20.5 1.9 4.2 2.3

対H23増減 ▲ 1.6 0.5 ▲ 5.2 ▲ 2.7 ▲ 8.6 7.3 ▲ 1.1 ▲ 3.1 ▲ 0.2 ▲ 1.5 3.0 0.1 ▲ 0.9 ▲ 0.5

H23 61.1 21.7 59.3 53.4 66.1 34.8 47.5 55.2 30.3 10.9 20.8 0.5 1.8 2.3

H28 52.5 18.5 37.6 42.0 56.1 30.6 37.3 51.0 17.8 10.5 19.1 1.3 3.8 2.2

対H23増減 ▲ 8.6 ▲ 3.2 ▲ 21.7 ▲ 11.4 ▲ 10.0 ▲ 4.2 ▲ 10.2 ▲ 4.2 ▲ 12.5 ▲ 0.4 ▲ 1.7 0.8 2.0 ▲ 0.1

H23 58.7 15.0 48.8 52.6 63.8 31.5 44.6 44.6 27.7 14.1 22.1 2.3 0.9 1.4

H28 56.3 17.4 40.4 43.4 61.7 32.9 41.0 46.7 22.5 13.2 17.1 1.5 4.8 4.2

対H23増減 ▲ 2.4 2.4 ▲ 8.4 ▲ 9.2 ▲ 2.1 1.4 ▲ 3.6 2.1 ▲ 5.2 ▲ 0.9 ▲ 5.0 ▲ 0.8 3.9 2.8

H23 61.2 16.8 34.6 55.2 72.4 33.9 45.8 33.6 28.3 15.0 18.5 3.1 2.4 2.8

H28 52.7 16.4 29.1 49.0 62.6 31.7 38.5 41.1 26.3 15.3 19.0 0.9 2.6 3.9

対H23増減 ▲ 8.5 ▲ 0.4 ▲ 5.5 ▲ 6.2 ▲ 9.8 ▲ 2.2 ▲ 7.3 7.5 ▲ 2.0 0.3 0.5 ▲ 2.2 0.2 1.1

H23 53.3 24.7 33.5 47.6 67.4 33.0 37.0 31.3 29.1 15.0 21.6 6.2 2.2 4.0

H28 52.7 22.0 25.2 47.7 59.5 24.3 35.5 29.8 29.3 18.2 21.8 3.4 3.0 6.1

対H23増減 ▲ 0.6 ▲ 2.7 ▲ 8.3 0.1 ▲ 7.9 ▲ 8.7 ▲ 1.5 ▲ 1.5 0.2 3.2 0.2 ▲ 2.8 0.8 2.1

70代以上

全体

20代

30代

40代

50代

60代
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３ 家族に介護が必要になった場合の考え方 

 

 

 

 

家族が“寝たきり”になった場合の対応とし

ては、「女性に過剰な負担がかからないように、

男性もできるだけ介護にかかわる方がよい」

（42.3％）と「男性も同じように介護すべき」

（40.9％）が拮抗している。 

「介護は体力が必要なことが多いので男性が

介護すべき」（1.5％）や「介護は女性の役割だ

と思う」（0.2％）など、いずれかに偏る意見は

少ない。 

このような傾向は前回調査（平成 23 年）とほ

とんど変わっていない。 

図表 9-2 家族に介護が必要になった場合の考え方 性別（N=2,021 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問９ あなたは、ご家族が寝たきりになった場合等のご自宅での介護について、どのように考えます

か。あてはまる番号に１つ○をつけて下さい。 

男性も女性も同じよう

に介護すべきである

42.7 40.9 40.7 39.2

47.5
43.8

介護は体力が必要な

ことが多いので、

男性が介護すべきである

1.9
1.5 1.8

2.0

2.2

0.9女性に過剰な負担が

かからないように、

男性も出来るだけ

介護にかかわる方がよい

42.8
42.3

48.1

44.6

35.1

38.4
労働時間の現状から

みて、女性に介護の

負担が集中するのは

やむ得ない

5.1

5.0

4.5

4.7 5.9
5.2

介護は女性の

役割だと思う

0.8

0.2

0.6

0.3 0.8

0.1

分からない

1.5

3.0

0.9

2.5
2.6

3.8その他

2.0
3.5

1.5
3.5 3.2

3.7

無回答

3.2
3.7

2.0
3.4

2.6 4.0

(%) H23 H28 H23 H28 H23 H28

全体 女性 男性

42.7

40.7

47.5

40.9

39.2

43.8

▲ 1.8

▲ 1.5

▲ 3.7

-20% 0% 20% 40% 60%

全体

女性

男性

H23

H28

増減

(H28-H23)

図表 9-1 「男性も女性も同じように介護すべき」

の割合推移（N=2,021 SA） 
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図表 9-3 家族に介護が必要になった場合の考え方 年代別（N=2,021 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(%)

男

性

も

女

性

も

同

じ

よ

う

に

介

護

す

べ

き

で

あ

る

介

護

は

体

力

が

必

要

な

こ

と

が

多

い

の

で
、

男

性

が

介

護

す

べ

き

で

あ

る

女

性

に

過

剰

な

負

担

が

か

か

ら

な

い

よ

う

に
、

男

性

も

出

来

る

だ

け

介

護

に

か

か

わ

る

方

が

よ

い

労

働

時

間

の

現

状

か

ら

み

て
、

女

性

に

介

護

の

負

担

が

集

中

す

る

の

は

や

む

得

な

い

介

護

は

女

性

の

役

割

だ

と

思

う 分

か

ら

な

い

そ

の

他

無

回

答

H23 42.7 1.9 42.8 5.1 0.8 1.5 2.0 3.2

H28 40.9 1.5 42.3 5.0 0.2 3.0 3.5 3.7

対H23増減 ▲ 1.8 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.1 ▲ 0.6 1.5 1.5 0.5

H23 52.7 3.1 33.3 5.4 0.0 2.3 1.6 1.6

H28 46.2 1.3 34.2 8.2 0.6 2.5 3.8 3.2

対H23増減 ▲ 6.5 ▲ 1.8 0.9 2.8 0.6 0.2 2.2 1.6

H23 41.0 1.8 40.6 6.9 1.4 0.9 5.1 2.3

H28 45.2 1.5 37.1 6.9 0.0 3.5 3.5 2.3

対H23増減 4.2 ▲ 0.3 ▲ 3.5 0.0 ▲ 1.4 2.6 ▲ 1.6 0.0

H23 42.1 2.7 43.4 5.9 0.0 2.3 1.4 2.3

H28 43.6 1.3 39.2 5.7 0.0 3.2 5.1 1.9

対H23増減 1.5 ▲ 1.4 ▲ 4.2 ▲ 0.2 0.0 0.9 3.7 ▲ 0.4

H23 43.7 1.4 42.7 6.1 0.5 1.4 2.8 1.4

H28 40.4 0.6 40.4 6.3 0.0 3.3 4.8 4.2

対H23増減 ▲ 3.3 ▲ 0.8 ▲ 2.3 0.2 ▲ 0.5 1.9 2.0 2.8

H23 41.6 2.4 48.3 2.8 0.0 1.4 1.0 2.4

H28 38.1 2.0 48.4 2.6 0.4 1.5 3.3 3.7

対H23増減 ▲ 3.5 ▲ 0.4 0.1 ▲ 0.2 0.4 0.1 2.3 1.3

H23 42.3 0.4 44.1 4.4 2.2 1.8 1.3 3.5

H28 38.6 2.0 44.5 3.4 0.2 4.1 1.8 5.2

対H23増減 ▲ 3.7 1.6 0.4 ▲ 1.0 ▲ 2.0 2.3 0.5 1.7

70代以上

20代

30代

40代

50代

60代

全体
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４ 男女の仕事と家庭生活・地域活動への望ましい関わり方 

 

 

 

 

(1)男性の位置付け 

「家庭生活・地域活動にも携わるが、仕事を優先させる」（44.6％）が最も高いが、その

割合は前回調査（平成 23 年）より低下し、「仕事と家庭生活・地域活動を同じように両立

させる」（28.4％）が上昇した。 

(2)女性の位置付け 

「仕事と家庭生活・地域活動を同じように両立させる」（37.3％）が最も高く、「仕事に

も携わるが、家庭生活・地域活動を優先させる」（25.6％）が次ぐ。こうした傾向は前回調

査（平成 23 年）と変わっていない。 

 

図表 10 男女の仕事と家庭生活・地域活動への望ましい関わり方 （N=2,021 各 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問10 あなたは、男性と女性のそれぞれについて、仕事と家庭生活・地域活動の関係をどのように位置

付けるのが望ましいと思いますか。（１）・（２）の、あてはまる番号に１つずつ○をつけてください。 

家庭生活・地域活動より

も、仕事に専念する 13.9
10.9

0.6 1.1

家庭生活・地域活動にも

携わるが、仕事を

優先させる

47.0

44.6

10.1 11.0

仕事と家庭生活

・地域活動を

同じように両立させる

24.9

28.4

38.8
37.3

仕事にも携わるが、

家庭生活・地域活動を

優先させる

1.8
1.8

25.8 25.6

仕事よりも、

家庭生活・地域活動に

専念する

0.4
0.4

6.7 5.4

分からない
4.4

5.5

7.2 8.7

無回答 7.6 8.4
10.8 11.0

(%) H23 H28 H23 H28

男性（の位置付け） 女性（の位置付け）
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(1)「男性」の位置付け 

男女とも「家庭生活・地域活動にも携わるが、仕事を優先させる」が最も高くなっている

が、その割合はいずれも前回調査（平成 23 年）より低下し、逆に「仕事と家庭生活・地域

活動を同じように両立させる」は男女とも上昇した。 

 

図表 10-(1)-1 男性の仕事と家庭生活・地域活動への望ましい関わり方  性別（N=2,021 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭生活・地域活動より

も、仕事に専念する 13.9
10.9 13.8 9.9

13.6 12.4

家庭生活・地域活動にも

携わるが、仕事を

優先させる

47.0

44.6

46.8

44.2

49.5

45.7

仕事と家庭生活

・地域活動を

同じように両立させる

24.9

28.4

25.2

28.0

23.9
29.0

仕事にも携わるが、

家庭生活・地域活動を

優先させる

1.8
1.8

1.6

1.7

2.4
1.8

仕事よりも、

家庭生活・地域活動に

専念する

0.4
0.4

0.0

0.3

1.0 0.8
分からない 4.4

5.5 3.9

5.3

5.3 5.7

無回答 7.6 8.4 8.7
10.7

4.3 4.6

(%) H23 H28 H23 H28 H23 H28

全体 女性 男性
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図表 10-(1)-2 男性の仕事と家庭生活・地域活動への望ましい関わり方 年代別（N=2,021 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(%)

家

庭

生

活

・

地

域

活

動

よ

り

も
、

仕

事

に

専

念

す

る

家

庭

生

活

・

地

域

活

動

に

も

携

わ

る

が
、

仕

事

を

優

先

さ

せ

る

仕

事

と

家

庭

生

活

・

地

域

活

動

を

同

じ

よ

う

に

両

立

さ

せ

る

仕

事

に

も

携

わ

る

が
、

家

庭

生

活

・

地

域

活

動

を

優

先

さ

せ

る 仕

事

よ

り

も
、

家

庭

生

活

・

地

域

活

動

に

専

念

す

る

分

か

ら

な

い

無

回

答

H23 13.9 47.0 24.9 1.8 0.4 4.4 7.6

H28 10.9 44.6 28.4 1.8 0.4 5.5 8.4

対H23増減 ▲ 3.0 ▲ 2.4 3.5 0.0 0.0 1.1 0.8

H23 7.0 50.4 35.7 3.9 0.0 0.8 2.3

H28 5.1 40.5 40.5 1.9 0.6 7.6 3.8

対H23増減 ▲ 1.9 ▲ 9.9 4.8 ▲ 2.0 0.6 6.8 1.5

H23 5.1 52.5 30.0 1.4 1.8 5.5 3.7

H28 7.3 44.0 39.4 1.5 0.8 3.9 3.1

対H23増減 2.2 ▲ 8.5 9.4 0.1 ▲ 1.0 ▲ 1.6 ▲ 0.6

H23 10.4 45.7 32.1 3.2 0.5 4.1 4.1

H28 5.1 45.5 34.7 1.6 0.3 6.7 6.1

対H23増減 ▲ 5.3 ▲ 0.2 2.6 ▲ 1.6 ▲ 0.2 2.6 2.0

H23 12.2 51.2 21.1 1.9 0.0 5.6 8.0

H28 9.3 48.2 31.1 1.2 0.3 3.9 6.0

対H23増減 ▲ 2.9 ▲ 3.0 10.0 ▲ 0.7 0.3 ▲ 1.7 ▲ 2.0

H23 19.2 48.6 18.9 0.7 0.0 3.5 9.1

H28 13.1 50.1 22.1 1.1 0.0 6.1 7.4

対H23増減 ▲ 6.1 1.5 3.2 0.4 0.0 2.6 ▲ 1.7

H23 23.8 39.6 16.7 1.8 0.0 6.2 11.9

H28 18.0 38.4 17.5 3.0 0.9 5.2 17.0

対H23増減 ▲ 5.8 ▲ 1.2 0.8 1.2 0.9 ▲ 1.0 5.1

70代以上

20代

30代

40代

50代

60代

全体
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(2)「女性」の位置付け 

 

男女とも「仕事と家庭生活・地域活動を同じように両立させる」が最も高くなっているが、

女性ではその割合が前回調査（平成 23 年）より 4 ポイントほど低下している。また、男性で

はこうした考え方が僅かに上昇した。 

 

図表 10-(2)-1 女性の仕事と家庭生活・地域活動への望ましい関わり方 性別（N=2,021 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭生活・地域活動より

も、仕事に専念する

0.6 1.1 0.8 1.0 0.4 1.0

家庭生活・地域活動にも

携わるが、仕事を

優先させる

10.1
11.0 12.0 12.7

7.9
8.6

仕事と家庭生活

・地域活動を

同じように両立させる

38.8 37.3

43.4
39.0

32.5

35.0

仕事にも携わるが、

家庭生活・地域活動を

優先させる

25.8 25.6

26.3

27.0

24.7

23.2

仕事よりも、

家庭生活・地域活動に

専念する

6.7
5.4

5.4

4.2

8.9
7.7

分からない

7.2
8.7

7.2

9.7

8.1 7.2

無回答
10.8 11.0

4.9 6.4

17.4 17.4

(%) H23 H28 H23 H28 H23 H28

全体 女性 男性
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図表 10-(2)-2 女性の仕事と家庭生活・地域活動への望ましい関わり方 年代別（N=2,021 SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(%)

家

庭

生

活

・

地

域

活

動

よ

り

も
、

仕

事

に

専

念

す

る

家

庭

生

活

・

地

域

活

動

に

も

携

わ
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仕
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事
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活

・

地
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活

動

を

同

じ

よ

う

に

両

立

さ

せ

る

仕

事

に

も

携

わ

る

が
、

家

庭
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活

・

地

域

活

動

を

優

先

さ

せ

る 仕

事

よ

り

も
、

家

庭

生

活

・

地

域

活

動

に

専

念

す

る

分

か

ら

な

い

無

回

答

H23 0.6 10.1 38.8 25.8 6.7 7.2 10.8

H28 1.1 11.0 37.3 25.6 5.4 8.7 11.0

対H23増減 0.5 0.9 ▲ 1.5 ▲ 0.2 ▲ 1.3 1.5 0.2

H23 0.0 3.1 41.9 45.0 6.2 1.6 2.3

H28 0.6 4.4 37.3 37.3 5.7 9.5 5.1

対H23増減 0.6 1.3 ▲ 4.6 ▲ 7.7 ▲ 0.5 7.9 2.8

H23 0.0 6.9 40.6 33.6 6.9 6.0 6.0

H28 0.4 5.8 44.8 35.5 5.4 5.0 3.1

対H23増減 0.4 ▲ 1.1 4.2 1.9 ▲ 1.5 ▲ 1.0 ▲ 2.9

H23 0.9 6.8 47.1 29.0 5.4 6.8 4.1

H28 0.3 8.3 45.2 27.1 6.4 7.6 5.1

対H23増減 ▲ 0.6 1.5 ▲ 1.9 ▲ 1.9 1.0 0.8 1.0

H23 0.9 8.9 40.4 23.9 6.1 11.7 8.0

H28 0.9 10.8 42.2 26.6 4.5 7.5 7.5

対H23増減 0.0 1.9 1.8 2.7 ▲ 1.6 ▲ 4.2 ▲ 0.5

H23 1.0 16.4 34.3 19.9 8.0 6.6 13.6

H28 1.5 15.5 34.8 21.2 4.6 9.2 13.1

対H23増減 0.5 ▲ 0.9 0.5 1.3 ▲ 3.4 2.6 ▲ 0.5

H23 0.4 15.4 33.5 13.2 7.0 9.7 20.7

H28 1.6 14.1 26.6 17.7 6.8 11.6 21.6

対H23増減 1.2 ▲ 1.3 ▲ 6.9 4.5 ▲ 0.2 1.9 0.9

70代以上

20代

30代

40代

50代

60代

全体
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５ 避難所における男女共同参画について 

 

 

 

 

地域防災に係る「避難所の男女共同参画」のありかたについては、「男女別トイレや洗濯干

場、授乳室の設置など、避難者のニーズに配慮すること」（76.9％）が最も高く、こうした意

見は女性で 8 割を超える。 

また、「避難所の運営、運営方針の決定などにおいて、女性と男性がともに参加すること」

（70.8％）は男女ともほぼ同率で 7 割を超えた。そのほか、「女性および男性が抱えた悩みや

避難所生活上の問題を受け付ける窓口の設置」（56.3％）も 5 割以上となり、特に女性では 6

割以上がこうしたニーズを有している。 

 

 

図表 11-1 避難所における男女共同参画について （N=2,021 MA） 
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など、避難者

のニーズに配
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女性は炊き出

し、男性は力

仕事といった

固定的な性別

役割分担意識

の解消

女性および男

性が抱えた悩

みや避難所生

活上の問題を

受け付ける窓

口の設置

分からない その他 無回答

全体 70.8 76.9 31.1 56.3 3.0 1.9 4.1

女性 70.4 80.8 32.7 62.7 2.7 2.0 4.0

男性 70.9 71.4 28.4 46.2 3.3 1.9 4.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体 女性 男性

問 11 地域の防災についておたずねします。あなたは、避難所における男女共同参画について、どの

ようなことが必要だと思いますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 
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図表 11-2 避難所における男女共同参画について 年代別（N=2,021 MA） 
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け付ける窓

口の設置

分からない その他 無回答

20歳代 55.7 77.8 19.0 42.4 5.1 1.9 3.2

30歳代 60.6 83.4 23.9 51.7 3.5 2.3 2.7

40歳代 69.1 79.6 25.2 50.6 3.8 2.2 1.9

50歳代 74.6 81.1 29.3 59.9 1.8 3.0 4.8

60歳代 77.2 77.7 37.9 63.5 1.3 0.4 3.9

70歳以上 73.4 67.5 38.0 57.3 3.9 2.3 6.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上


