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１章  調査の実施概要 

 

 

１  調査の目的 

本町では、令和 3年 3月に策定した「第３次武豊町男女共同参画プラン」の中間見直しを

行うにあたり、町民意識調査を行い、本町における町民の現状・意識・今後の意向などを把

握する。 

 

２  調査の設計 

対象 町民 1,500人 

調査手法 郵送配布・郵送回収 

調査期間 令和７年１月～2月 

回収 
回収数    ７７４人（51.6％） 

有効回収数 770人（51.3％） 

設問 

・回答者の属性 

・家庭生活、仕事、地域活動・社会活動について 

・福祉、人権の尊重について 

・男女共同参画の状況、今後の取組について 

 

 

３  報告書の見方 

・比率はすべてパーセントで表し、小数点以下第 2 位を四捨五入して算出しました。その

ためパーセントの合計が 100にならないことがあります。 

・基数となるべき実数は、ｎ（number of caseの略）として掲載しました。本文中の比率

はすべてｎを 100％として算出しています。 

・本報告書の表、グラフ等の見出しおよび文書中での回答選択肢は、本来の意味を損なわ

ない程度に省略して掲載している場合があります。 

・自由回答やその他については、回答をそのまま表記しています。 

・前回とは、令和元年度に実施したアンケート調査の結果です。 

・クロス集計では、属性などが無回答について非掲載としているため、クロス集計の回答

者数の合計が全体の回答者数を下回る場合があります。 
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（参考）クロス集計の回答者数（ｎ） 

  全体 結婚して 

いる人 

就労して 

いる人 

性別 女性 403 275 227 

 男性 343 269 240 

年齢① 18～29 歳 65 11 39 

 30～39 歳 92 64 79 

 40～49 歳 107 95 94 

 50～59 歳 146 116 127 

 60～69 歳 127 110 89 

 70～79 歳 139 111 40 

 80 歳以上 89 49 7 

年齢② 女性 18～39 歳 87 43 63 

 女性 40～59 歳 141 116 111 

 女性 60 歳以上 175 116 53 

 男性 18～39 歳 68 32 55 

 男性 40～59 歳 111 94 109 

 男性 60 歳以上 160 141 76 

就労 夫妻ともにﾌﾙﾀｲﾑ 110 110 － 

(夫妻) 夫ﾌﾙﾀｲﾑ･妻ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ 158 158 － 

 夫ﾌﾙﾀｲﾑ･妻専業主婦 73 73 － 

 その他 214 214 － 
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４  調査結果のまとめ 

 

○家庭生活について 

 結婚している人に、家庭生活の役割分担について尋ねたところ、結婚している人に、家庭

生活の役割分担について尋ねたところ、「食事のしたく」「食事の後かたづけ・食器洗い」

「掃除」「洗濯」「買い物」で、「妻」の割合が「夫」「夫婦・パートナー同士」「家族全員」の合計

を上回っています。 

 ただし、前回調査（令和元年度調査）と比べると、「食事のしたく」「掃除」「洗濯」「買い物」

「介護」（比較可能な５項目すべて）で「妻」の割合が減少しています。 

 また、愛知県と比べても、「食事のしたく」「食後の片付け」「子育て」など総じて、「妻」の割

合がやや低くなっています。 

 性別でみると、女性は男性より「妻」、男性は女性より「夫婦・パートナー同士」の割合が高

く、男女で認識にギャップがあることがうかがわれます。 

 18～29 歳など年齢の若い世代や、夫妻ともにフルタイムで就労している人で「夫婦・パー

トナー同士」の割合が他の年代や就労形態よりも高くなっています。 

 男性が家事・育児・介護に参加するために重要なこととしては、「家庭で、子どもの頃から

男の子も女の子も同じように家事を手伝う」「家庭で、家事・育児・介護の分担について十

分話し合う」が高くなっています。 

 

○仕事と家庭について 

 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について、「反対」「どちらかといえば

反対」の合計が「賛成」「どちらかといえば賛成」の合計を上回っています。 

 なお、「反対」「どちらかといえば反対」の合計の割合を愛知県と比べると、本町はやや低

くなっています。性別でみると、女性で「どちらかといえば反対」「反対」の割合が男性と比

べて高くなっています。 

 職場について、仕事の内容・やりがい、労働時間・休日等の労働条件、人事評価や処遇と

もに女性は「満足」の割合が男性と比べて高くなっています。 

 

○地域活動・社会活動について 

 地域・社会活動への参加先については、「町内会や自治会」「ＰＴＡや子ども会」が高くなっ

ています。 

 女性が地域活動のリーダーになるためには、「地域活動のリーダーに女性が一定の割合と

なるような取組を進めること」「女性が地域活動のリーダーになることについて、啓発や

情報提供・研修を行うこと」の順に高くなっています。 

 

○福祉について 

 介護の経験については、女性は「現在している」「現在手伝っている」「過去にしていた」の

割合が男性と比べて高くなっています。特に、60 歳以上女性で「過去にしていた」の割合

が他と比べて高くなっています。 
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 高齢者や障がい者の介助・介護は、主として家庭内の女性の役割となりがちなことにつ

いて、性別・年齢を問わず「改善すべきだと思う」が高くなっています。 

 

○人権の尊重について 

 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関する相談窓口について「知らない」が約５割となっ

ています。 

 「たびたび受けている」「受けたことがある」の合計をみると、身体的接触に伴うセクシュア

ル・ハラスメントは約１割、言葉などによるセクシュアル・ハラスメントは約２割、夫（妻）や

恋人など身近な人からの精神的暴力は約 1 割となっています。「受けたことがある」の割

合は質問した６項目すべてで女性が男性より高くなっています。 

 暴力を防ぐために取り組むべきこととして、「学校教育の充実」「性犯罪の取り締まりの強

化」「家庭教育の充実」が高くなっています。 

 「LGBTQ+」という言葉について、「言葉の意味を知っている」が約５割です。一方、「パー

トナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」については「知らない」が 6割を超えています。 

 性の多様性に配慮するために町が取り組むこととして、「当事者が相談できる窓口をＰＲ

する」「当事者が気持ちや情報を共有できる居場所をつくる」が高くなっています。 

 

○男女共同参画の状況 

 分野別に男女の地位の平等について尋ねたところ、家庭生活、職場、社会通念・慣習・し

きたりなど「学校教育の場」以外において、「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」の合計が「平等」を上回っています。なお、学校教育の場

では「平等」の割合が高くなっています。 

 性別でみると、女性は家庭生活、法律や制度など「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」の割合が男性より高くなっています。。 

 ５年間で進んだと思われる男女共同参画の分野として、「仕事と家庭の両立」「家庭生活」

「性の多様性への配慮」「職場」などがあげられています。 

 

○今後の取組について 

 男女がより平等になるために、「子育てや介護と仕事が両立しやすい環境をつくる」「男性

の仕事、女性の仕事というように仕事を性別で判断する考えを改める」「学校で、男女平

等と相互の理解や協力の学習を進める」「女性の参画を阻む、社会通念、慣習などを見直

す」が高くなっています。 

 町が力を入れるべき施策としては、「子育て支援」「高齢者・障がい者福祉」「妊娠・出産に

かかる支援」が上位となっています。 
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２章  アンケート結果 

 

 

１  回答者自身のことについて 

① 性別 

n=770 

「女性」が 52.3％、「男性」が 44.5％、「そのほか」が 0.1％です。 

 

 

 

② 年齢 

n=770 

幅広い年代から回答を得ています。年代別では「50～59 歳」が 19.0％と最も高く、次

いで「70～79 歳」が 18.1％となっています。 

 

 

 

  

52.3 

48.2 

44.5

42.4

0.1

0.0

3.0

9.3

0 20 40 60 80 100

今 回

前 回

(%)

女性 男性 そのほか 無回答

8.4 

8.6 

11.9

9.5

13.9

14.5

19.0

13.8

16.5

18.2

18.1

25.4

11.6

8.9

0.6

1.1

0 20 40 60 80 100

今 回

前 回

(%)

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 無回答
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③ 職業等 

n=770 

「会社員・団体職員」が 30.3％と最も高く、次いで「無職」が 22.2％、「パート・ア

ルバイト（非正規職員）」が 21.4％となっています。 

 
 

④ １週間の実際の平均労働時間 

就労している人 n=475 

「40～50 時間未満」（31.2％）と「30 時間未満」（29.9％）が高くなっています。 

 

 

⑤ 職場の場所 

就労している人 n=475 

「武豊町内」が 36.2％、「武豊町近郊」が 42.7％となっています。 

  

0.5 

30.3 

4.5 

3.9 

21.4 

3.0 

11.8 

0.9 

22.2 

1.0 

0.4 

0 10 20 30 40 50

農業

会社員・団体職員

自営業

公務員

パート・アルバイト（非正規職員）

学生

専業主婦・主夫

求職中

無職

その他

無回答

（%）

29.9 20.8 31.2 12.4 4.6 1.1

0 20 40 60 80 100
(%)

30時間

未満

30～40時間

未満

40～50時間

未満

50～60時間

未満

60時間

以上

無回答

36.2 42.7 19.4 1.7

0 20 40 60 80 100
(%)

武豊町内 武豊町近郊（半田市、常滑市、美浜町、南知多町） その他 無回答
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⑥ 就労していない理由（２つまで〇印） 

就労していない人 n=262 

「定年のため」が 36.6％と最も高く、次いで「特に就労しようとは思わない」が 25.2％

となっています。 

 

 

⑦ 結婚の有無 

n=770 

「結婚している（事実婚等を含む）」が 72.5％、「結婚していない」が 14.4％、「結婚

していたが、死別・離別した」が 11.6％となっています。 

 

  

5.3 

3.4 

5.3 

36.6 

16.4 

25.2 

19.5 

8.8 

0 10 20 30 40 50

出産・育児のため

介護のため

自分にあう仕事が見つからない

定年のため

健康上の理由のため

特に就労しようとは思わない

その他

無回答

（%）

72.5 11.6 14.4 1.6

0 20 40 60 80 100 (%)

結婚している

（事実婚等を含む）

結婚していたが、

死別・離別した

結婚していない 無回答
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⑧ 配偶者・パートナーの職業等 

結婚している人 n=558 

「会社員・団体職員」が 34.4％と最も高く、次いで「無職」が 25.1％、「パート・ア

ルバイト（非正規職員）」が 18.6％となっています。 

 

 

⑨ 配偶者・パートナーの職業等 

結婚している人 n=558 

「夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ」が 19.7％「夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ」が 28.3％、「夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦」が 13.1％と

なっています。 

 

  

0.5 

34.4 

5.4 

3.2 

18.6 

0.0 

10.0 

0.4 

25.1 

1.8 

0.5 

0 10 20 30 40 50

農業

会社員・団体職員

自営業

公務員

パート・アルバイト（非正規職員）

学生

専業主婦・主夫

求職中

無職

その他

無回答

（%）

19.7 28.3 13.1 38.4 0.5

0 20 40 60 80 100 (%)

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 その他 無回答
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⑩ 中学生以下の子どもの有無 

n=770 

「いる」が 22.3％です。「いない」が 67.0％です。 

 

 

 

⑪ 子どもの年齢（あてはまるものすべてに〇印） 

中学生以下の子どもがいる人 n=172 

「未就園の乳幼児」が 17.4％、「保育園、認定こども園、幼稚園等に通っている乳幼

児」が 26.7％、「小学生」が 45.3％、「中学生」が 27.9％となっています。 

 

 

 

⑫ 世帯状況 

n=770 

「２世代世帯」が 51.4％と最も高く、次いで「夫妻のみ」が 28.2％、「１人暮らし」

が 8.8％となっています。 

 

 

  

22.3 67.0 10.6

0 20 40 60 80 100 (%)

いる いない 無回答

17.4 

26.7 

45.3 

27.9 

15.1 

0 20 40 60 80 100

未就園の乳幼児

保育園、認定こども園、

幼稚園等に通っている乳幼児

小学生

中学生

無回答

（%）

8.8 28.2 51.4 4.8

1.6

5.2

0 20 40 60 80 100 (%)

１人暮らし 夫妻のみ ２世代世帯 ３世代世帯 その他 無回答
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２  家庭生活について 

① 家庭生活の役割分担について 

■ あなたの家庭では、次にあげることは、主にどなたの役割ですか。（Ａ～G それぞれ１

つずつ番号に○印） 

結婚等をしている人 n=558（子育ては 204、介護は 57） 

妻をみると、「食事のしたく」（73.7％）、「洗濯」（63.8％）をはじめ総じて高くなって

います。「夫」は総じて低く、最も高い「介護」で 14.0％となっています。「夫婦・パー

トナー同士」については「子育て（子どもの世話、しつけ、教育など）」が 45.6％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

  

73.7 

54.7 

55.9 

63.8 

50.7 

37.3 

45.6 

4.3

10.6

8.4

8.1

7.5

2.9

14.0

13.6

20.1

23.3

17.7

29.0

45.6

21.1

3.4

9.9

8.4

5.4

7.3

11.3

14.0

1.6

1.3

0.4

1.1

1.3

1.0

5.3

3.4

3.6

3.6

3.9

4.1

2.0

0.0

0 20 40 60 80 100

食事のしたく

食事の後かたづけ・

食器洗い

掃除

洗濯

買い物

子育て（子どもの世話、

しつけ、教育など）

介護

(%)

妻 夫 夫婦・パートナー同士 家族全員 その他の人 無回答
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【食事のしたくの主な担当】 

結婚等をしている人 n=558 

前回と比べて、「妻」の割合が減少し、「夫」「夫婦・パートナー同士」「家族全員」が

それぞれやや増加しています。 

愛知県と比べると、「妻」がやや低くなっています。 

性別・年齢別・就労別でみると、総じて「妻」が高くなっています。なお、18～39 歳、

夫妻フルタイムで「夫婦・パートナー同士」が他と比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

73.7 

78.5 

77.7 

4.3

2.2

3.7

13.6

12.4

14.2

3.4

2.0

2.5

1.6

1.1

1.2

3.4

3.9

0.8

0 20 40 60 80 100

今 回

前 回

愛知県

(%)

妻 夫 夫婦・パートナー同士 家族全員 その他の人 無回答

単位：％
n(人) 妻 夫 夫婦・

パート
ナー同士

家族全員 その他の
人

無回答

性 女性 275 79.6 2.9 10.2 4.0 1.8 1.5

別 男性 269 68.8 4.1 17.5 3.0 1.5 5.2

18～29歳 11 81.8 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0

30～39歳 64 68.8 1.6 20.3 9.4 0.0 0.0

年 40～49歳 95 84.2 6.3 8.4 1.1 0.0 0.0

50～59歳 116 72.4 1.7 16.4 3.4 1.7 4.3

齢 60～69歳 110 80.0 2.7 11.8 2.7 0.9 1.8

70～79歳 111 68.5 6.3 13.5 2.7 2.7 6.3

80歳以上 49 61.2 8.2 10.2 4.1 6.1 10.2

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 110 66.4 4.5 21.8 6.4 0.9 0.0

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ･妻ﾊﾟｰﾄ 158 81.6 2.5 9.5 1.9 1.3 3.2

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ･妻主婦 73 82.2 4.1 11.0 0.0 0.0 2.7

その他 214 68.2 5.6 13.6 4.2 2.8 5.6
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【食事の後かたづけ・食器洗いの主な担当】 

結婚等をしている人 n=558 

「妻」の割合は、愛知県とほぼ同様です。 

性別・年齢別・就労別でみると、総じて「妻」が高くなっています。なお、18～39 歳、

夫妻フルタイムで「夫婦・パートナー同士」、70 歳以上で「夫」が他と比べて高くなって

います。 

 

 

    * 本質問は今回から調査実施 

 

 

 

 

 

 

  

54.7 

55.7 

10.6

12.3

20.1

23.7

9.9

6.3

1.3

0.9

3.6

1.2

0 20 40 60 80 100

今 回

愛知県

(%)

妻 夫 夫婦・パートナー同士 家族全員 その他の人 無回答

単位：％
n(人) 妻 夫 夫婦・

パート
ナー同士

家族全員 その他の
人

無回答

性 女性 275 63.6 7.3 16.0 9.5 1.5 2.2

別 男性 269 46.5 11.9 24.9 10.8 1.1 4.8

18～29歳 11 45.5 0.0 54.5 0.0 0.0 0.0

30～39歳 64 43.8 10.9 28.1 15.6 1.6 0.0

年 40～49歳 95 66.3 6.3 16.8 10.5 0.0 0.0

50～59歳 116 56.9 9.5 19.8 9.5 0.0 4.3

齢 60～69歳 110 58.2 6.4 21.8 10.9 0.9 1.8

70～79歳 111 51.4 16.2 17.1 6.3 1.8 7.2

80歳以上 49 44.9 18.4 12.2 8.2 6.1 10.2

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 110 40.9 12.7 30.9 15.5 0.0 0.0

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 158 64.6 5.1 17.1 10.1 0.0 3.2

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 73 63.0 8.2 20.5 5.5 0.0 2.7

その他 214 51.4 14.0 16.8 8.4 3.3 6.1
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【掃除の主な担当】 

結婚等をしている人 n=558 

前回と比べて、「妻」の割合が減少し、「夫」「家族全員」が増加しています。 

性別・年齢別・就労別でみると、総じて「妻」が高くなっています。なお、男性、18

～39 歳、夫妻フルタイムで「夫婦・パートナー同士」、70 歳以上で「夫」が他と比べて

高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

55.9 

63.3 

57.5 

8.4

4.1

5.8

23.3

23.0

29.4

8.4

5.4

5.9

0.4

0.4

0.6

3.6

3.7

0.8

0 20 40 60 80 100

今 回

前 回

愛知県

(%)

妻 夫 夫婦・パートナー同士 家族全員 その他の人 無回答

単位：％
n(人) 妻 夫 夫婦・

パート
ナー同士

家族全員 その他の
人

無回答

性 女性 275 66.2 6.2 17.1 8.0 0.4 2.2

別 男性 269 45.4 10.0 30.9 8.6 0.4 4.8

18～29歳 11 36.4 9.1 54.5 0.0 0.0 0.0

30～39歳 64 53.1 3.1 32.8 10.9 0.0 0.0

年 40～49歳 95 65.3 5.3 21.1 8.4 0.0 0.0

50～59歳 116 63.8 1.7 22.4 7.8 0.0 4.3

齢 60～69歳 110 59.1 4.5 24.5 9.1 0.0 2.7

70～79歳 111 44.1 21.6 19.8 7.2 0.0 7.2

80歳以上 49 49.0 14.3 14.3 10.2 4.1 8.2

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 110 44.5 4.5 37.3 13.6 0.0 0.0

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 158 67.7 3.8 18.4 7.0 0.0 3.2

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 73 69.9 4.1 20.5 2.7 0.0 2.7

その他 214 48.1 15.4 21.0 8.4 0.9 6.1
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【洗濯の主な担当】 

結婚等をしている人 n=558 

前回と比べて、「妻」の割合が減少し、「夫」「夫婦・パートナー同士」「家族全員」が

増加しています。 

性別・年齢別・就労別でみると、総じて「妻」が高くなっています。なお、男性、18

～39 歳、夫妻フルタイムで「夫婦・パートナー同士」が他と比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

63.8 

72.8 

65.9 

8.1

3.3

6.8

17.7

14.8

21.3

5.4

4.1

3.8

1.1

1.1

1.2

3.9

3.9

0.9

0 20 40 60 80 100

今 回

前 回

愛知県

(%)

妻 夫 夫婦・パートナー同士 家族全員 その他の人 無回答

単位：％
n(人) 妻 夫 夫婦・

パート
ナー同士

家族全員 その他の
人

無回答

性 女性 275 71.6 8.0 10.9 6.2 1.1 2.2

別 男性 269 57.2 6.3 24.9 4.8 1.1 5.6

18～29歳 11 27.3 18.2 54.5 0.0 0.0 0.0

30～39歳 64 56.3 4.7 32.8 6.3 0.0 0.0

年 40～49歳 95 70.5 7.4 15.8 6.3 0.0 0.0

50～59歳 116 65.5 6.0 19.0 4.3 0.9 4.3

齢 60～69歳 110 70.0 6.4 14.5 7.3 0.0 1.8

70～79歳 111 64.9 10.8 10.8 4.5 1.8 7.2

80歳以上 49 51.0 12.2 12.2 4.1 6.1 14.3

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 110 43.6 10.9 35.5 10.0 0.0 0.0

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 158 73.4 3.8 14.6 4.4 0.6 3.2

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 73 79.5 4.1 11.0 2.7 0.0 2.7

その他 214 61.7 11.2 13.1 4.7 2.3 7.0



２章 アンケート結果 

 15 

 

【買い物の主な担当】 

結婚等をしている人 n=558 

「夫婦・パートナー同士」の割合が、愛知県と比べてやや低くなっています。 

性別・年齢別・就労別でみると、40～49 歳、夫フルタイム・妻パートで特に「妻」が

高くなっています。一方、男性、18～29 歳、70～79 歳、夫妻フルタイムで「夫婦・パー

トナー同士」、80 歳以上で「夫」が他と比べて高くなっています。 

 

 

    * 本質問は今回から調査実施 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.7 

52.8 

7.5

4.2

29.0

36.3

7.3

5.1

1.3

0.6

4.1

0.9

0 20 40 60 80 100

今 回

愛知県

(%)

妻 夫 夫婦・パートナー同士 家族全員 その他の人 無回答

単位：％
n(人) 妻 夫 夫婦・

パート
ナー同士

家族全員 その他の
人

無回答

性 女性 275 60.0 6.2 22.9 6.9 1.5 2.5

別 男性 269 41.3 7.8 36.1 8.2 1.1 5.6

18～29歳 11 36.4 0.0 54.5 0.0 0.0 9.1

30～39歳 64 51.6 3.1 26.6 18.8 0.0 0.0

年 40～49歳 95 64.2 7.4 24.2 4.2 0.0 0.0

50～59歳 116 50.9 7.8 29.3 6.0 0.9 5.2

齢 60～69歳 110 57.3 3.6 27.3 9.1 0.9 1.8

70～79歳 111 39.6 9.0 37.8 4.5 1.8 7.2

80歳以上 49 38.8 18.4 20.4 4.1 6.1 12.2

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 110 42.7 8.2 36.4 11.8 0.0 0.9

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 158 64.6 4.4 20.3 6.3 0.6 3.8

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 73 58.9 4.1 28.8 4.1 1.4 2.7

その他 214 41.6 10.3 32.2 7.0 2.3 6.5
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【子育て（子どもの世話、しつけ、教育など）の主な担当】   

結婚等をしている人のうち、子育て中の人（該当者のみ）n=204 

前回と比べて、「妻」の割合に大きな変化がみられません。 

愛知県とは対象者が異なっているため、参考として掲載します。 

性別・年齢別・就労別でみると、女性、40～49 歳、夫フルタイム・妻パート、夫フル

タイム・妻主婦で「妻」が高くなっています。男性、18～29 歳、夫妻フルタイムで「夫

婦・パートナー同士」が他と比べて高くなっています。 

 

 

    * 愛知県は結婚等をしている人全員が回答 

 

 

 

 

  

37.3 

36.6 

43.5 

2.9

0.0

4.7

45.6

57.7

41.4

11.3

4.9

1.7

1.0

0.8

1.2

2.0

0.0

7.5

0 20 40 60 80 100

今 回

前 回

愛知県

(%)

妻 夫 夫婦・パートナー同士 家族全員 その他の人 無回答

単位：％
n(人) 妻 夫 夫婦・

パート
ナー同士

家族全員 その他の
人

無回答

性 女性 122 45.9 4.1 37.7 9.0 1.6 1.6

別 男性 82 24.4 1.2 57.3 14.6 0.0 2.4

18～29歳 8 25.0 12.5 62.5 0.0 0.0 0.0

30～39歳 55 30.9 1.8 45.5 20.0 0.0 1.8

年 40～49歳 80 46.3 3.8 41.3 8.8 0.0 0.0

50～59歳 42 35.7 0.0 50.0 7.1 2.4 4.8

齢 60～69歳 15 26.7 6.7 53.3 6.7 6.7 0.0

70～79歳 4 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0

80歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 62 17.7 1.6 59.7 16.1 0.0 4.8

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 95 49.5 3.2 36.8 8.4 2.1 0.0

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 34 41.2 0.0 47.1 11.8 0.0 0.0

その他 13 30.8 15.4 38.5 7.7 0.0 7.7
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【介護の主な担当】 

結婚等をしている人のうち、介護中の人（該当者のみ）n=57 

 

    * 愛知県は結婚等をしている人全員が回答 

    * 質問について、武豊町は「介護」、愛知県は「介護（介護の必要な親の世話・病人の介護など）」 

 

 

前回と比べて、「妻」の割合が減少しています。 

愛知県とは対象者が異なっているため、参考として掲載します。 

性別・年齢別・就労別も、該当者が少ないため、参考として掲載します。 

 

 

  

45.6 

50.0 

30.3 

14.0

18.0

11.2

21.1

20.0

32.1

14.0

4.0

7.1

5.3

8.0

5.0

0.0

0.0

14.4

0 20 40 60 80 100

今 回

前 回

愛知県

(%)

妻 夫 夫婦・パートナー同士 家族全員 その他の人 無回答

単位：％
n(人) 妻 夫 夫婦・

パート
ナー同士

家族全員 その他の
人

無回答

性 女性 36 52.8 8.3 22.2 13.9 2.8 0.0

別 男性 19 26.3 26.3 21.1 15.8 10.5 0.0

18～29歳 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～39歳 3 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0

年 40～49歳 11 54.5 9.1 18.2 9.1 9.1 0.0

50～59歳 8 62.5 0.0 25.0 12.5 0.0 0.0

齢 60～69歳 21 38.1 9.5 38.1 14.3 0.0 0.0

70～79歳 6 33.3 33.3 0.0 16.7 16.7 0.0

80歳以上 7 71.4 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 15 26.7 20.0 13.3 33.3 6.7 0.0

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 13 61.5 7.7 23.1 0.0 7.7 0.0

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 6 66.7 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0

その他 23 43.5 17.4 26.1 13.0 0.0 0.0
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② 男性が家事・育児・介護に参加するために重要なこと 

■ 男性が家事・育児・介護により多くたずさわるためには、どのようなことが重要とお考

えですか。（３つまで○印） 

n=770 

「家庭で、子どもの頃から男の子も女の子も同じように家事を手伝う」が 54.9％と最

も高く、次いで「家庭で、家事・育児・介護の分担について十分話し合う」が 47.0％、

「職場が勤務時間の弾力化、労働時間の短縮、休暇制度の普及等を図る」が 39.5％、「学

校で、児童・生徒にその必要性を教える」が 30.3％となっています。 

前回と比べると、「学校で、児童・生徒にその必要性を教える」がやや増加しています。 

性別でみると、女性で「家庭で、子どもの頃から男の子も女の子も同じように家事を

手伝う」が特に高くなっています。 

年齢別にみると、18～29 歳は「家庭で、家事・育児・介護の分担について十分話し合

う」、30～39 歳は「職場が勤務時間の弾力化、労働時間の短縮、休暇制度の普及等を図

る」、40 歳以上は「家庭で、子どもの頃から男の子も女の子も同じように家事を手伝う」

が最も高くなっています。 

就労別では、夫妻フルタイムで「職場が勤務時間の弾力化、労働時間の短縮、休暇制

度の普及等を図る」が他と比べて高くなっています。 

  

11.3 

9.9 

47.0 

16.5 

54.9 

30.3 

39.5 

16.2 

3.6 

1.4 

6.2 

14.5

11.2

50.8

17.6

56.8

26.6

37.8

14.2

3.7

1.2

5.1

0 20 40 60 80 100

行政が男性への意識啓発をする

行政が男性への家事講座、情報提供、

相談窓口などを充実させる

家庭で、家事・育児・介護の

分担について十分話し合う

家庭で、女性が男性に

家事のやり方などを教える

家庭で、子どもの頃から男の子も

女の子も同じように家事を手伝う

学校で、児童・生徒にその必要性を教える

職場が勤務時間の弾力化、労働時間の

短縮、休暇制度の普及等を図る

年配者や周りの人が夫婦の役割分担等に

ついて当事者の考え方を尊重する

その他

男性が家事・育児・介護により多く

たずさわる必要はない

無回答

（%）

今回

前回
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単位：％
n

(

人

)

行
政
が
男
性
へ
の
意
識
啓
発
を

す
る

行
政
が
男
性
へ
の
家
事
講
座
、

情
報
提
供
、

相
談
窓
口
な
ど
を

充
実
さ
せ
る

家
庭
で
、

家
事
・
育
児
・
介
護

の
分
担
に
つ
い
て
十
分
話
し
合

う 家
庭
で
、

女
性
が
男
性
に
家
事

の
や
り
方
な
ど
を
教
え
る

家
庭
で
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
男

の
子
も
女
の
子
も
同
じ
よ
う
に

家
事
を
手
伝
う

学
校
で
、

児
童
・
生
徒
に
そ
の

必
要
性
を
教
え
る

職
場
が
勤
務
時
間
の
弾
力
化
、

労
働
時
間
の
短
縮
、

休
暇
制
度

の
普
及
等
を
図
る

年
配
者
や
周
り
の
人
が
夫
婦
の

役
割
分
担
等
に
つ
い
て
当
事
者

の
考
え
方
を
尊
重
す
る

性 女性 403 11.4 10.7 48.9 16.4 63.3 34.2 39.2 12.9

別 男性 343 11.1 8.7 45.8 16.0 46.6 26.2 40.8 18.7

18～29歳 65 10.8 6.2 56.9 13.8 55.4 36.9 49.2 9.2

30～39歳 92 9.8 6.5 51.1 12.0 55.4 32.6 56.5 10.9

年 40～49歳 107 12.1 4.7 53.3 10.3 64.5 40.2 50.5 12.1

50～59歳 146 16.4 13.7 45.2 12.3 53.4 32.9 51.4 11.0

齢 60～69歳 127 10.2 11.0 45.7 14.2 57.5 28.3 37.8 18.1

70～79歳 139 7.2 11.5 43.9 30.9 52.5 28.1 20.1 24.5

80歳以上 89 10.1 11.2 39.3 19.1 47.2 13.5 15.7 24.7

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 110 6.4 9.1 46.4 7.3 58.2 38.2 56.4 16.4

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 158 15.8 7.6 48.1 16.5 60.1 27.8 40.5 12.0

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 73 13.7 6.8 47.9 17.8 54.8 32.9 52.1 15.1

その他 214 10.7 12.1 41.6 20.1 56.1 29.0 22.4 22.4

単位：％
そ
の
他

男
性
が
家
事
・
育
児
・
介
護
に

よ
り
多
く
た
ず
さ
わ
る
必
要
は

な
い

無
回
答

性 女性 2.7 0.7 5.5

別 男性 5.0 2.3 5.8

18～29歳 1.5 0.0 0.0

30～39歳 5.4 2.2 2.2

年 40～49歳 2.8 0.0 0.0

50～59歳 4.1 0.0 5.5

齢 60～69歳 3.9 1.6 4.7

70～79歳 3.6 3.6 9.4

80歳以上 3.4 2.2 20.2

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 1.8 0.9 0.9

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 5.1 0.6 5.7

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 4.1 0.0 4.1

その他 3.7 3.3 7.5
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３  仕事と家庭について 

① 夫と妻の分担への考え方について 

■ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について、あなたはどう思います

か。（１つに○印） 

n=770 

「どちらかといえば反対」（38.8％）、「どちらかといえば賛成」（32.1％）が多くなっ

ています。 

愛知県と比べると、「反対」の割合がやや低くなっています。 

性別でみると、女性で「どちらかといえば反対」「反対」が男性と比べて高くなってい

ます。年齢別にみると、70 歳以上で「どちらかといえば賛成」が他と比べて高くなって

います。就労別でみると、夫妻フルタイムで「反対」が他と比べて高くなっています。 

 

    * 前回（武豊町）は「わからない」を選択肢に入れています。 

  

5.5 

6.6 

4.9 

32.1

29.4

29.6

38.8

29.4

40.4

19.6

15.0

23.5

16.4

4.0

3.2

1.6

0 20 40 60 80 100

今 回

前 回

愛知県

(%)

賛成 どちらかと

いえば賛成

どちらかと

いえば反対

反対 わからない 無回答

単位：％
n

(

人

)

賛
成

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
賛
成

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
反
対

反
対

無
回
答

性 女性 403 3.7 27.5 42.2 23.3 3.2

別 男性 343 7.0 37.3 36.2 15.5 4.1

18～29歳 65 7.7 26.2 46.2 20.0 0.0

30～39歳 92 5.4 23.9 42.4 26.1 2.2

年 40～49歳 107 5.6 23.4 43.9 26.2 0.9

50～59歳 146 4.8 31.5 42.5 17.1 4.1

齢 60～69歳 127 3.9 33.1 37.0 24.4 1.6

70～79歳 139 5.0 43.2 33.1 12.2 6.5

80歳以上 89 7.9 38.2 27.0 14.6 12.4

夫妻ﾌﾙﾀｲﾑ 110 3.6 20.9 44.5 30.9 0.0

就 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻ﾊﾟｰﾄ 158 5.1 34.2 36.7 20.3 3.8

労 夫ﾌﾙﾀｲﾑ妻主婦 73 4.1 35.6 43.8 12.3 4.1

その他 214 6.1 41.6 31.8 16.4 4.2
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② 家庭生活と仕事の調和について 

■ あなたは、家庭生活と仕事について調和がとれていますか。（１つに○印） 

n=770  

「どちらかといえばとれている」が 41.1％と最も高く、次いで「調和がとれている」

が 32.8％となっている。 

年齢別にみると、30～59 歳で「調和がとれている」が他と比べて低くなっています。

就労別では、自営業で「調和がとれている」、会社員・団体職員とパート・アルバイトで

「どちらかといえばとれている」、公務員で「どちらかといえばとれていない」が高くな

っています。 

 

 

 

  

32.8 41.1 15.4 5.9 4.8

0 20 40 60 80 100 (%)

調和が

とれている

どちらかといえば

とれている

どちらかといえば

とれていない

調和が

とれていない

無回答

単位：％
n

(

人

)

調
和
が
と
れ
て
い

る ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
と
れ
て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
と
れ
て
い
な
い

調
和
が
と
れ
て
い

な
い

無
回
答

性 女性 227 35.7 36.1 18.9 6.2 3.1

別 男性 240 30.0 46.3 11.7 5.8 6.3

18～29歳 39 48.7 25.6 20.5 5.1 0.0

30～39歳 79 25.3 44.3 21.5 7.6 1.3

年 40～49歳 94 27.7 43.6 16.0 10.6 2.1

50～59歳 127 28.3 41.7 18.9 7.1 3.9

齢 60～69歳 89 38.2 47.2 7.9 1.1 5.6

70～79歳 40 47.5 32.5 5.0 0.0 15.0

80歳以上 7 28.6 14.3 0.0 0.0 57.1

会社員･団体職員 110 30.9 46.4 15.0 6.0 1.7

就 自営業 158 48.6 25.7 11.4 8.6 5.7

労 公務員 36 13.3 23.3 46.7 13.3 3.3

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 61 36.4 41.2 12.1 4.2 6.1
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③ 職場について 

■ あなたが働く職場についてどのようにお考えですか。（Ａ～Ｃそれぞれ１つずつ番号に

○印） 

就労している人 n=475 

「満足」「どちらかといえば満足」の合計をみると、「仕事の内容・やりがい」が 77.4％、

労働時間・休日等の労働条件が 69.9％、「人事評価や処遇」が 66.7％となっています。 

 

 

【仕事の内容・やりがい】 

性別・就労別でみると、女性、自営業は「満足」、公務員で「どちらかといえば不満」が他と

比べて高くなっています。 

 

  

26.7 

30.1 

19.8 

50.7

39.8

46.9

13.3

17.5

18.1

4.6

7.6

9.1

4.6

5.1

6.1

0 20 40 60 80 100

仕事の内容・

やりがい

労働時間・

休日等の労働条件

人事評価や処遇

(%)

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 無回答

単位：％
n

(

人

)

満
足

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
満
足

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
不
満

不
満

無
回
答

性 女性 227 35.2 49.8 10.1 2.6 2.2

別 男性 240 19.2 51.3 16.7 6.7 6.3

18～29歳 39 28.2 59.0 5.1 7.7 0.0

30～39歳 79 27.8 44.3 15.2 11.4 1.3

年 40～49歳 94 30.9 46.8 16.0 5.3 1.1

50～59歳 127 21.3 52.8 18.1 3.9 3.9

齢 60～69歳 89 31.5 57.3 7.9 0.0 3.4

70～79歳 40 20.0 50.0 10.0 0.0 20.0

80歳以上 7 28.6 14.3 0.0 0.0 57.1

会社員･団体職員 110 23.6 49.8 17.2 7.7 1.7

就 自営業 158 42.9 48.6 0.0 0.0 8.6

労 公務員 36 10.0 53.3 30.0 3.3 3.3

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 61 32.1 52.7 8.5 1.8 4.8
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【労働時間・休日等の労働条件】 

性別・年齢別・就労別でみると、女性、１８歳～３９歳、パート・アルバイトで「満足」が他と比

べて高くなっています。 

 

 

【人事評価や処遇】 

性別でみると、女性で「満足」が男性と比べて高くなっています。 

 

  

単位：％
n

(

人

)

満
足

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
満
足

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
不
満

不
満

無
回
答

性 女性 227 40.5 35.7 12.8 7.9 3.1

別 男性 240 20.8 43.3 22.1 7.5 6.3

18～29歳 39 35.9 28.2 23.1 12.8 0.0

30～39歳 79 36.7 32.9 20.3 8.9 1.3

年 40～49歳 94 30.9 39.4 21.3 7.4 1.1

50～59歳 127 27.6 42.5 16.5 8.7 4.7

齢 60～69歳 89 28.1 46.1 14.6 6.7 4.5

70～79歳 40 22.5 47.5 10.0 0.0 20.0

80歳以上 7 28.6 14.3 0.0 0.0 57.1

会社員･団体職員 110 24.5 39.9 23.6 10.3 1.7

就 自営業 158 31.4 48.6 5.7 5.7 8.6

労 公務員 36 10.0 36.7 33.3 16.7 3.3

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 61 42.4 38.8 9.7 3.0 6.1

単位：％
n

(

人

)

満
足

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
足

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
不
満

不
満

無
回
答

性 女性 227 26.9 47.6 15.0 7.0 3.5

別 男性 240 12.9 46.7 21.3 11.3 7.9

18～29歳 39 17.9 61.5 17.9 2.6 0.0

30～39歳 79 16.5 51.9 16.5 13.9 1.3

年 40～49歳 94 23.4 48.9 18.1 8.5 1.1

50～59歳 127 18.1 44.9 16.5 14.2 6.3

齢 60～69歳 89 24.7 41.6 23.6 4.5 5.6

70～79歳 40 15.0 40.0 17.5 2.5 25.0

80歳以上 7 14.3 28.6 0.0 0.0 57.1

会社員･団体職員 110 14.6 48.5 21.9 13.3 1.7

就 自営業 158 40.0 37.1 5.7 2.9 14.3

労 公務員 36 3.3 46.7 30.0 13.3 6.7

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 61 27.3 47.9 14.5 3.6 6.7
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４  地域活動・社会活動について 

① 地域・社会活動への参加状況 

■ あなたは現在（今までに）、どのような活動に参加していますか（した経験があります

か）。（あてはまるものすべてに○印） 

n=770  

「町内会や自治会」（38.2％）、「ＰＴＡや子ども会」（35.5％）が高くなっています。 

前回と比べると、「町内会や自治会」「教養・趣味の団体・サークル」などで割合が増

加しています。なお、「参加したことがない」も 27.8％とやや増加しています。 

性別でみると、女性は「ＰＴＡや子ども会」、男性は「町内会や自治会」が最も高くな

っています。 

年齢別にみると、39 歳以下で「参加したことがない」、40～59 歳で「ＰＴＡや子ども

会」、40 歳以上で「町内会や自治会」、80 歳以上で「老人クラブや高齢者の会」が他と比

べて高くなっています。 

 

 

  

35.5 

4.5 

38.2 

5.3 

11.8 

18.4 

22.1 

2.1 

27.8 

1.8 

33.7

4.1

35.1

6.7

10.9

15.0

21.0

2.0

26.0

3.4

0 10 20 30 40 50

ＰＴＡ（学校のボランティア

活動を含む）や子ども会

婦人会や男女共同参画に

関する団体

町内会や自治会

老人クラブや高齢者の会

ＮＰＯやボランティアなど

公益的な活動

教養・趣味の団体・サークル

スポーツの団体・グループ

その他

参加したことがない

無回答

（%）

今回

前回
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単位：％
n

(

人

)

Ｐ
Ｔ
Ａ
（

学
校
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
活
動
を
含

む
）

や
子
ど
も
会

婦
人
会
や
男
女
共
同
参

画
に
関
す
る
団
体

町
内
会
や
自
治
会

老
人
ク
ラ
ブ
や
高
齢
者

の
会

Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
公
益
的
な
活
動

教
養
・
趣
味
の
団
体
・

サ
ー

ク
ル

ス
ポ
ー

ツ
の
団
体
・
グ

ル
ー

プ

性 女性 403 51.1 7.2 35.0 5.0 12.4 23.3 22.6

別 男性 343 17.5 0.3 41.4 5.0 11.7 13.1 22.4

18～29歳 65 29.2 0.0 6.2 0.0 13.8 13.8 27.7

30～39歳 92 21.7 2.2 16.3 0.0 9.8 8.7 9.8

年 40～49歳 107 47.7 0.9 38.3 0.9 12.1 16.8 20.6

50～59歳 146 47.3 1.4 51.4 0.0 7.5 19.2 23.3

齢 60～69歳 127 39.4 2.4 49.6 2.4 15.7 25.2 26.8

70～79歳 139 30.9 11.5 40.3 7.2 12.9 18.0 25.2

80歳以上 89 22.5 11.2 44.9 29.2 12.4 23.6 19.1

単位：％
そ
の
他

参
加
し
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

性 女性 1.0 26.6 2.2

別 男性 2.9 28.9 1.2

18～29歳 0.0 44.6 0.0

30～39歳 0.0 54.3 3.3

年 40～49歳 1.9 24.3 0.0

50～59歳 3.4 19.9 0.0

齢 60～69歳 0.0 15.0 0.8

70～79歳 4.3 30.2 2.2

80歳以上 3.4 20.2 7.9
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② 女性が地域活動のリーダーになるために 

■ 区長やＰＴＡ会長、地域で活動する団体の代表などに男性が多いという現状がありま

す。そこで、女性が地域活動のリーダーになるためには、どのようなことが必要だと

思いますか。（あてはまるものすべてに○印） 

n=770  

「地域活動のリーダーに女性が一定の割合となるような取組を進めること」が 45.7％、

「女性が地域活動のリーダーになることについて、啓発や情報提供・研修を行うこと」

が 26.1％となっています。 

性別・年齢別にみると、総じて「地域活動のリーダーに女性が一定の割合となるよう

な取組を進めること」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

  

26.1 45.7 10.3 13.1 4.8

0 20 40 60 80 100 (%)

女性が地域活動のリーダーになることについて、啓発や情報提供・研修を行うこと

地域活動のリーダーに女性が一定の割合となるような取組を進めること

女性がリーダーになる必要はない

その他

無回答

単位：％
n

(

人

)

女
性
が
地
域
活
動
の
リ
ー

ダ
ー

に

な
る
こ
と
に
つ
い
て
、

啓
発
や
情

報
提
供
・
研
修
を
行
う
こ
と

地
域
活
動
の
リ
ー

ダ
ー

に
女
性
が

一
定
の
割
合
と
な
る
よ
う
な
取
組

を
進
め
る
こ
と

女
性
が
リ
ー

ダ
ー

に
な
る
必
要
は

な
い

そ
の
他

無
回
答

性 女性 403 25.1 42.7 14.1 12.2 6.0

別 男性 343 26.8 50.4 5.5 14.6 2.6

18～29歳 65 23.1 38.5 16.9 21.5 0.0

30～39歳 92 25.0 44.6 8.7 19.6 2.2

年 40～49歳 107 23.4 47.7 11.2 16.8 0.9

50～59歳 146 25.3 41.8 13.7 16.4 2.7

齢 60～69歳 127 31.5 54.3 6.3 5.5 2.4

70～79歳 139 30.2 44.6 8.6 10.8 5.8

80歳以上 89 18.0 47.2 9.0 5.6 20.2
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５  福祉について 

① 介護の経験 

■ あなたは介護の経験がありますか。（1つに○印） 

n=770  

「したことがない」が 57.4％と最も高く、次いで「過去に手伝ったことがある」が

16.8％、「過去にしていた」が 15.8％となっています。 

性別でみると、女性は「現在している」「現在手伝っている」「過去にしていた」が男

性と比べて高くなっています。年齢別では、60 歳以上女性で「過去にしていた」が他と

比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.7 

2.7

15.8 16.8 57.4 1.6

0 20 40 60 80 100 (%)

現在

している

現在

手伝っている

過去に

していた

過去に

手伝った

ことがある

したことが

ない

無回答

単位：％
n

(

人

)

現
在
し
て
い
る

現
在
手
伝
っ

て
い
る

過
去
に
し
て
い
た

過
去
に
手
伝
っ

た
こ

と
が
あ
る

し
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

性 女性 403 7.7 3.0 20.8 15.6 51.1 1.7

別 男性 343 3.2 2.6 9.6 17.8 65.9 0.9

18～39歳女性 87 4.6 3.4 3.4 9.2 79.3 0.0

年 40～59歳女性 141 7.1 4.3 12.8 18.4 56.0 1.4

60歳以上女性 175 9.7 1.7 36.0 16.6 33.1 2.9

18～39歳男性 68 1.5 2.9 5.9 20.6 67.6 1.5

齢 40～59歳男性 111 2.7 2.7 5.4 15.3 73.9 0.0

60歳以上男性 160 3.8 2.5 14.4 17.5 60.6 1.3
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② 介助、介護が女性の負担になりがちなことについて 

■ 高齢者や障がい者の介助・介護は、主として家庭内の女性の役割となりがちですが、

それについてどのように思いますか。（１つに○印） 

n=770  

「改善すべきだと思う」が 73.1％、「やむをえないと思う」が 24.9％となっています。 

性別・年齢別にみると、総じて「改善すべきだと思う」が高くなっています。 

 

 

 

 

  

73.1 24.9 1.9

0 20 40 60 80 100 (%)

改善すべきだと思う やむをえないと思う 無回答

単位：％
n

(
人

)

改
善
す
べ
き

だ
と
思
う

や
む
を
え
な

い
と
思
う

無
回
答

性 女性 403 74.2 24.1 1.7

別 男性 343 73.5 24.8 1.7

18～39歳女性 87 85.1 14.9 0.0

年 40～59歳女性 141 77.3 22.0 0.7

60歳以上女性 175 66.3 30.3 3.4

18～39歳男性 68 73.5 20.6 5.9

齢 40～59歳男性 111 74.8 24.3 0.9

60歳以上男性 160 73.1 26.3 0.6
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６  人権の尊重について 

① ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関する相談窓口 

■ あなたは、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関する相談窓口をご存じですか。（１つ

に○印） 

n=770 

「はい」が 44.7％、「いいえ」が 53.1％となっています。 

性別でみると、女性は「はい」が男性より高くなっています。年齢別にみると、60 歳

以上の女性で「はい」、18～39 歳の男性で「いいえ」が他と比べて高くなっています。 

 

 

（参考）愛知県「ＤＶについて相談できる窓口があることを知っていますか。」の質問に「知っている」

が 61.7％、「知らない」が 35.5％、「無回答」が 2.8％ 

 

 

 

  

44.7 53.1 2.2

0 20 40 60 80 100
(%)

はい いいえ 無回答

単位：％
n

(

人

)

は
い

い
い
え

無
回
答

性 女性 403 48.1 49.1 2.7

別 男性 343 41.4 58.0 0.6

18～39歳女性 87 44.8 54.0 1.1

年 40～59歳女性 141 46.1 52.5 1.4

60歳以上女性 175 51.4 44.0 4.6

18～39歳男性 68 32.4 64.7 2.9

齢 40～59歳男性 111 44.1 55.9 0.0

60歳以上男性 160 42.5 57.5 0.0
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② 身体的・精神的暴力の有無について 

■ あなたは、次の身体的もしくは精神的な暴力を受けたことがありますか。（Ａ～F それ

ぞれ１つずつ番号に○印） 

n=770 

「たびたび受けている」「受けたことがある」の合計をみると、身体的接触に伴うセク

シュアル・ハラスメントは 10.1％、言葉などによるセクシュアル・ハラスメントは 20.6％、

夫（妻）や恋人など身近な人からの精神的暴力は 11.9％となっています。 

 

（今回） 

 

（前回：参考） 

  

0.5 

1.4 

0.4 

1.6 

0.0 

0.1 

9.6

19.2

5.2

10.3

3.4

1.3

12.1

17.8

4.7

6.2

4.7

10.3

71.6

56.6

83.4

76.8

85.5

81.4

6.2

4.9

6.4

5.2

6.5

6.9

0 20 40 60 80 100

身体的接触を伴うセクシュア

ル・ハラスメント

言葉などによるセクシュア

ル・ハラスメント

夫（妻）や恋人など身近な人

からの身体的暴力

夫（妻）や恋人など身近な人

からの精神的暴力

ストーカー行為

SNS上のハラスメント（誹謗

中傷、画像の流出など）

(%)

たびたび

受けている

受けたことが

ある

目撃や相談を

受けたことはある

受けたことも

目撃等もない

無回答

1.1 

0.8 

2.5 

0.8 

8.9 

6.1 

8.9 

4.4 

77.5 

82.4 

77.9 

83.3 

2.3 

0.6 

0.6 

0.8 

10.3 

10.1 

10.1 

10.7 

0 20 40 60 80 100

セクシュアル・

ハラスメント

夫（妻）や恋人など身近な人

からの身体的暴力の有無

夫（妻）や恋人など身近な人

からの精神的暴力

ストーカー行為

(%)

たびたび

受けている

以前に受けた

ことがある

受けた

ことがない

言葉が

わからない

無回答
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【身体的接触を伴うセクシュアル・ハラスメント】 

年齢別にみると、18～59 歳の女性で「受けたことがある」が他と比べて高くなってい

ます。 

 

 

 

【言葉などによるセクシュアル・ハラスメント】 

年齢別にみると、40～59 歳の女性で「受けたことがある」が他と比べて高くなってい

ます。 

 

  

単位：％
n

(

人

)

た
び
た
び
受
け
て
い
る

受
け
た
こ
と
が
あ
る

目
撃
や
相
談
を
受
け
た

こ
と
は
あ
る

受
け
た
こ
と
も
目
撃
等

も
な
い

無
回
答

性 女性 403 0.7 13.9 9.9 69.2 6.2

別 男性 343 0.3 4.4 15.5 75.2 4.7

18～39歳女性 87 0.0 16.1 12.6 70.1 1.1

年 40～59歳女性 141 0.7 19.1 15.6 62.4 2.1

60歳以上女性 175 1.1 8.6 4.0 74.3 12.0

18～39歳男性 68 0.0 5.9 23.5 67.6 2.9

齢 40～59歳男性 111 0.0 7.2 18.9 73.0 0.9

60歳以上男性 160 0.6 1.9 10.0 80.0 7.5

単位：％
n

(

人

)

た
び
た
び
受
け
て
い
る

受
け
た
こ
と
が
あ
る

目
撃
や
相
談
を
受
け
た

こ
と
は
あ
る

受
け
た
こ
と
も
目
撃
等

も
な
い

無
回
答

性 女性 403 1.7 26.1 14.6 52.9 4.7

別 男性 343 0.9 10.8 22.7 61.8 3.8

18～39歳女性 87 1.1 19.5 17.2 62.1 0.0

年 40～59歳女性 141 1.4 38.3 17.7 41.1 1.4

60歳以上女性 175 2.3 19.4 10.9 57.7 9.7

18～39歳男性 68 0.0 13.2 27.9 57.4 1.5

齢 40～59歳男性 111 2.7 12.6 28.8 55.9 0.0

60歳以上男性 160 0.0 8.8 16.9 67.5 6.9
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【夫（妻）や恋人など身近な人からの身体的暴力】 

性別でみると、女性で「受けたことがある」が男性と比べて高くなっています。 

 

 

 

【夫（妻）や恋人など身近な人からの精神的暴力】 

性別でみると、女性で「受けたことがある」が男性と比べて高く、特に 40～59 歳の女

性で高くなっています。 

 

  

単位：％
n

(

人

)

た
び
た
び
受
け
て
い
る

受
け
た
こ
と
が
あ
る

目
撃
や
相
談
を
受
け
た

こ
と
は
あ
る

受
け
た
こ
と
も
目
撃
等

も
な
い

無
回
答

性 女性 403 0.2 7.4 4.5 81.4 6.5

別 男性 343 0.6 2.0 5.2 87.8 4.4

18～39歳女性 87 0.0 9.2 4.6 85.1 1.1

年 40～59歳女性 141 0.7 8.5 7.1 81.6 2.1

60歳以上女性 175 0.0 5.7 2.3 79.4 12.6

18～39歳男性 68 1.5 2.9 7.4 85.3 2.9

齢 40～59歳男性 111 0.0 1.8 5.4 91.9 0.9

60歳以上男性 160 0.6 1.9 4.4 86.3 6.9

単位：％
n

(

人

)

た
び
た
び
受
け
て
い
る

受
け
た
こ
と
が
あ
る

目
撃
や
相
談
を
受
け
た

こ
と
は
あ
る

受
け
た
こ
と
も
目
撃
等

も
な
い

無
回
答

性 女性 403 2.0 14.9 6.7 72.0 4.5

別 男性 343 0.9 5.0 6.1 84.0 4.1

18～39歳女性 87 0.0 9.2 10.3 80.5 0.0

年 40～59歳女性 141 2.1 21.3 9.9 65.2 1.4

60歳以上女性 175 2.9 12.6 2.3 73.1 9.1

18～39歳男性 68 1.5 5.9 11.8 79.4 1.5

齢 40～59歳男性 111 0.0 5.4 6.3 87.4 0.9

60歳以上男性 160 1.3 4.4 3.8 83.8 6.9
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【ストーカー行為】 

性別でみると、18～59 歳の女性で「受けたことがある」が高くなっています。 

 

 

 

【SNS上のハラスメント（誹謗中傷、画像の流出など）】 

年齢別にみると、18～59 歳の女性、18～39 歳の男性で「目撃や相談を受けたことがあ

る」が他と比べて高くなっています。 

 

  

単位：％
n

(

人

)

た
び
た
び
受
け
て
い
る

受
け
た
こ
と
が
あ
る

目
撃
や
相
談
を
受
け
た

こ
と
は
あ
る

受
け
た
こ
と
も
目
撃
等

も
な
い

無
回
答

性 女性 403 0.0 5.2 4.7 83.4 6.7

別 男性 343 0.0 0.9 5.0 90.1 4.1

18～39歳女性 87 0.0 8.0 9.2 82.8 0.0

年 40～59歳女性 141 0.0 9.9 5.0 83.0 2.1

60歳以上女性 175 0.0 0.0 2.3 84.0 13.7

18～39歳男性 68 0.0 1.5 10.3 86.8 1.5

齢 40～59歳男性 111 0.0 0.9 6.3 91.9 0.9

60歳以上男性 160 0.0 0.6 1.9 90.6 6.9

単位：％
n

(

人

)

た
び
た
び
受
け
て
い
る

受
け
た
こ
と
が
あ
る

目
撃
や
相
談
を
受
け
た

こ
と
は
あ
る

受
け
た
こ
と
も
目
撃
等

も
な
い

無
回
答

性 女性 403 0.0 1.5 9.9 82.1 6.5

別 男性 343 0.0 0.9 11.1 83.1 5.0

18～39歳女性 87 0.0 3.4 17.2 79.3 0.0

年 40～59歳女性 141 0.0 1.4 15.6 80.9 2.1

60歳以上女性 175 0.0 0.6 1.7 84.6 13.1

18～39歳男性 68 0.0 1.5 26.5 70.6 1.5

齢 40～59歳男性 111 0.0 0.9 9.0 88.3 1.8

60歳以上男性 160 0.0 0.6 6.3 85.0 8.1
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③ 暴力を防ぐために取り組むべきこと 

■ 性に関連する理解をうながし、暴力の防止を図るために、どのようなことに取り組む

必要があるとお考えですか。（３つまで○印） 

n=770 

「学校教育の充実」が 64.0％と最も高く、次いで「性犯罪の取り締まりの強化」が

47.4％、「家庭教育の充実」が 41.3％、「被害者相談や加害者へのカウンセリングの充実」

が 35.8％となっています。 

前回と比べると「学校教育の充実」「ＴＶやインターネットなどメディアの適切な利用

方法の学習機会を提供」の割合が増加しています。 

性別でみると、女性は「被害者相談や加害者へのカウンセリングの充実」「ＴＶやイン

ターネットなどメディアの適切な利用方法の学習機会を提供」が男性よりもやや高くな

っています。男性は「家庭教育の充実」が女性よりもやや高くなっています。 

年齢別にみると、18～59 歳の女性で「学校教育の充実」が特に高くなっています。 

 

 

 

  

64.0 

41.3 

15.7 

35.8 

47.4 

28.1 

2.1 

5.1 

2.5 

56.5

45.9

14.7

36.0

47.2

21.7

2.1

9.6

3.4

0 20 40 60 80 100

学校教育の充実

家庭教育の充実

行政による学習機会の提供

被害者相談や加害者への

カウンセリングの充実

性犯罪の取り締まりの強化

ＴＶやインターネットなどメディアの

適切な利用方法の学習機会を提供

その他

わからない

無回答

（%）

今回

前回
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単位：％
n

(

人

)

学
校
教
育
の
充
実

家
庭
教
育
の
充
実

行
政
に
よ
る
学
習
機
会
の
提
供

被
害
者
相
談
や
加
害
者
へ
の
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
充
実

性
犯
罪
の
取
り
締
ま
り
の
強
化

Ｔ
Ｖ
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
な
ど

メ
デ
ィ

ア
の
適
切
な
利
用
方
法

の
学
習
機
会
を
提
供

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

性 女性 403 65.8 38.7 13.4 38.5 47.1 31.0 1.7 4.2

別 男性 343 63.6 44.9 17.8 32.9 48.7 25.4 2.6 5.5

18～39歳女性 87 74.7 40.2 14.9 26.4 59.8 31.0 1.1 0.0

年 40～59歳女性 141 72.3 36.9 14.9 44.0 51.8 31.9 2.1 1.4

60歳以上女性 175 56.0 39.4 11.4 40.0 37.1 30.3 1.7 8.6

18～39歳男性 68 60.3 45.6 10.3 30.9 50.0 26.5 4.4 5.9

齢 40～59歳男性 111 64.0 44.1 19.8 34.2 53.2 24.3 1.8 4.5

60歳以上男性 160 64.4 45.6 19.4 32.5 45.6 26.3 2.5 6.3

単位：％
無
回
答

性 女性 3.0

別 男性 1.2

18～39歳女性 2.3

年 40～59歳女性 0.7

60歳以上女性 5.1

18～39歳男性 2.9

齢 40～59歳男性 0.9

60歳以上男性 0.6
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④ 「LGBTQ+」という言葉について 

■ あなたは性的マイノリティ（「LGBTQ+(エルジービーティーキュープラス)」など）と

いう言葉について、ご存知ですか。（１つに○印） 

n=770 

「言葉の意味を知っている」が 52.3％と最も高く、次いで「聞いたことはあるが、言

葉の意味まではよくわからない」が 27.9％、「聞いたことがない」が 15.6％となってい

ます。 

年齢別にみると、18～29 歳で「言葉の意味を知っている」、80 歳以上で「聞いたこと

がない」が他と比べて高くなっています。 

 

 

 

 
  

52.3 27.9 15.6 4.2

0 20 40 60 80 100 (%)

言葉の意味を知っている

聞いたことはあるが、言葉の意味まではよくわからない

聞いたことがない

無回答

単位：％
n

(

人

)

言
葉
の
意
味
を
知
っ

て

い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
、

言
葉
の
意
味
ま
で

は
よ
く
わ
か
ら
な
い

聞
い
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

性 女性 403 54.8 27.5 15.1 2.5

別 男性 343 51.6 28.0 15.5 5.0

18～29歳 65 70.8 20.0 7.7 1.5

30～39歳 92 64.1 17.4 17.4 1.1

年 40～49歳 107 54.2 32.7 11.2 1.9

50～59歳 146 61.6 29.5 6.2 2.7

齢 60～69歳 127 59.1 25.2 14.2 1.6

70～79歳 139 36.7 36.0 20.1 7.2

80歳以上 89 27.0 28.1 33.7 11.2
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⑤ 「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」について 

■ 本町では「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和６年４月１日から始め

ています。あなたはこの制度をご存じですか。（１つに○印） 

n=770 

「知らない」が 63.5％と最も高く、次いで「名称は知っているが、内容は知らない」

が 23.8％、「内容を知っている」が 8.6％となっています。 

性別・年齢別にみても、総じて「知らない」が高くなっています。 

 

 

 
  

8.6 23.8 63.5 4.2

0 20 40 60 80 100 (%)

内容を知っている 名称は知っているが、

内容は知らない

知らない 無回答

単位：％
n

(

人

)
内
容
を
知
っ

て
い
る

名
称
は
知
っ

て
い
る

が
、

内
容
は
知
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

性 女性 403 10.9 27.0 59.3 2.7

別 男性 343 6.1 20.1 68.5 5.2

18～29歳 65 10.8 27.7 60.0 1.5

30～39歳 92 9.8 20.7 67.4 2.2

年 40～49歳 107 16.8 22.4 58.9 1.9

50～59歳 146 10.3 25.3 61.0 3.4

齢 60～69歳 127 8.7 27.6 63.0 0.8

70～79歳 139 2.9 23.7 66.9 6.5

80歳以上 89 2.2 18.0 66.3 13.5
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⑥ 性の多様性に配慮するために町が取り組むこと 

■ 性の多様性に配慮するために、町はどのようなことに取り組む必要があると思いま

すか。（特に重要なこと３つまでに〇印） 

n=770 

「当事者が相談できる窓口をＰＲする」（49.1％）、「当事者が気持ちや情報を共有でき

る居場所をつくる」（46.6％）、「武豊町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を

PR する」（28.2％）が高くなっています。 

年齢別にみると、18～59 歳は、「当事者が気持ちや情報を共有できる居場所をつくる」、

60 歳以上は「当事者が相談できる窓口をＰＲする」が最も高くなっています。 

 

 

 

  

49.1 

46.6 

26.0 

12.9 

14.3 

28.2 

14.0 

21.2 

4.8 

6.9 

0 20 40 60 80 100

当事者が相談できる窓口を

ＰＲする

当事者が気持ちや情報を

共有できる居場所をつくる

広報誌などで住民向けに

啓発活動をする

県と連携して事業者向けに

啓発活動をする

自治体職員や教職員に対して

研修をする

武豊町パートナーシップ・

ファミリーシップ宣誓制度をＰＲする

行政書類において性別記入欄に

ついて配慮をする

「だれでもトイレ」など、性別に

関わらず利用できる設備を増やす

その他

無回答

（%）
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単位：％
n

(

人

)

当
事
者
が
相
談
で
き
る
窓
口

を
Ｐ
Ｒ
す
る

当
事
者
が
気
持
ち
や
情
報
を

共
有
で
き
る
居
場
所
を
つ
く

る 広
報
誌
な
ど
で
住
民
向
け
に

啓
発
活
動
を
す
る

県
と
連
携
し
て
事
業
者
向
け

に
啓
発
活
動
を
す
る

自
治
体
職
員
や
教
職
員
に
対

し
て
研
修
を
す
る

武
豊
町
パ
ー

ト
ナ
ー

シ
ッ

プ
・
フ
ァ

ミ
リ
ー

シ
ッ

プ
宣

誓
制
度
を
Ｐ
Ｒ
す
る

行
政
書
類
に
お
い
て
性
別
記

入
欄
に
つ
い
て
配
慮
を
す
る

性 女性 403 48.1 48.6 25.6 11.2 17.9 29.5 15.9

別 男性 343 50.7 44.3 26.2 15.7 10.5 26.5 12.0

18～29歳 65 32.3 55.4 20.0 15.4 7.7 24.6 23.1

30～39歳 92 50.0 51.1 21.7 12.0 13.0 20.7 20.7

年 40～49歳 107 46.7 52.3 22.4 15.0 24.3 25.2 14.0

50～59歳 146 47.3 50.0 24.7 17.1 14.4 39.0 12.3

齢 60～69歳 127 57.5 48.8 26.0 13.4 18.9 30.7 12.6

70～79歳 139 48.2 38.8 36.7 9.4 10.1 30.9 11.5

80歳以上 89 57.3 33.7 23.6 6.7 9.0 16.9 10.1

単位：％
「

だ
れ
で
も
ト
イ
レ
」

な

ど
、

性
別
に
関
わ
ら
ず
利
用

で
き
る
設
備
を
増
や
す

そ
の
他

無
回
答

性 女性 23.8 4.2 5.7

別 男性 19.0 5.8 6.4

18～29歳 26.2 6.2 4.6

30～39歳 26.1 6.5 1.1

年 40～49歳 17.8 6.5 2.8

50～59歳 17.8 5.5 3.4

齢 60～69歳 22.8 2.4 3.1

70～79歳 23.0 4.3 11.5

80歳以上 18.0 3.4 22.5
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７  男女共同参画の状況について 

① 分野ごと・社会全体の男女平等の状況について 

■ あなたは、現在、次にあげる各分野と社会全体で男女の地位は、平等になっていると

思いますか。（Ａ～Hそれぞれ１つずつ番号に○印） 

n=770 

家庭生活、職場、社会通念・慣習・しきたりなど「学校教育の場」以外において「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」の合計が「平

等」を上回っています。なお、学校教育の場は「平等」が 61.3％と最も高くなっていま

す。 

社会全体としては、「男性の方が優遇されている」が 18.3％、「どちらかといえば男性

の方が優遇されている」が 51.6％、「平等」が 16.8％となっています。 

 

（今回） 

 
 

  

13.8 

20.0 

3.8 

7.3 

9.2 

9.4 

23.9 

18.3 

39.7

40.1

17.4

36.1

40.8

37.5

47.8

51.6

33.2

24.5

61.3

40.9

38.1

36.2

16.2

16.8

5.8

4.8

4.8

4.8

1.0

5.1

1.8

3.5

1.4

0.9

0.5

0.5

0.3

1.8

0.4

0.9

6.0

9.6

12.2

10.4

10.6

10.0

9.9

9.0

0 20 40 60 80 100

家庭生活

職場

学校教育の場

地域活動の場

武豊町の行政・

政治の場

法律や制度

社会通念・慣習・

しきたりなど

社会全体として

(%)

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 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

無回答
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（前回：参考） 

 

 

 

  

12.6 

21.0 

2.9 

6.1 

7.8 

10.0 

21.9 

10.9 

43.6 

41.0 

9.6 

26.8 

23.4 

27.4 

39.1 

44.1 

24.5 

17.5 

58.7 

32.9 

27.0 

29.4 

12.4 

18.8 

4.3 

2.9 

1.7 

3.8 

1.2 

3.8 

1.5 

2.9 

1.7 

1.4 

0.5 

0.5 

0.3 

1.1 

0.8 

0.8 

7.5 

9.2 

19.0 

22.1 

32.8 

21.0 

17.3 

16.7 

5.8 

7.0 

7.7 

7.8 

7.5 

7.4 

7.0 

5.8 

0 20 40 60 80 100

家庭生活

職場

学校教育

地域活動

武豊町の行政・政治

の場

法律や制度

社会通念・慣習・

しきたりなど

社会全体として

(%)

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 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
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【家庭生活】 

愛知県と比べると、「男性の方が優遇されている」がやや低く、「平等」がやや高くな

っています。 

性別でみると、女性は「平等」が男性より低くなっています。年齢別にみると、18～

39 歳は「平等」が他と比べて高くなっています。 
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7.7

1.4

1.8
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1.3

0 20 40 60 80 100

今 回

愛知県

(%)

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
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
無回答

単位：％
n

(

人

)

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

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

無
回
答

性 女性 403 15.4 46.9 25.3 5.7 1.2 5.5

別 男性 343 11.1 32.4 42.9 6.1 1.7 5.8

18～29歳 65 9.2 27.7 50.8 7.7 3.1 1.5

30～39歳 92 8.7 40.2 41.3 6.5 1.1 2.2

年 40～49歳 107 17.8 40.2 29.0 6.5 3.7 2.8

50～59歳 146 13.7 42.5 32.2 4.8 2.1 4.8

齢 60～69歳 127 18.1 44.1 32.3 3.9 0.0 1.6

70～79歳 139 10.1 45.3 26.6 5.8 0.7 11.5

80歳以上 89 18.0 28.1 29.2 7.9 0.0 16.9
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【職場】 

愛知県と比べ無回答が多いことを勘案すると、「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」の割合に大きな違いがみられません。 

性別でみると、女性は「平等」が男性よりやや低くなっています。年齢別にみると、

18～29 歳は「平等」が他と比べてやや高くなっています。 
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4.8

7.3

0.9

1.3

9.6

2.1

0 20 40 60 80 100

今 回

愛知県

(%)

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
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
無回答

単位：％
n

(

人

)

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

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

無
回
答

性 女性 403 21.3 40.4 23.1 5.0 0.5 9.7

別 男性 343 18.4 40.2 26.8 4.7 1.5 8.5

18～29歳 65 20.0 30.8 32.3 13.8 0.0 3.1

30～39歳 92 21.7 38.0 30.4 5.4 2.2 2.2

年 40～49歳 107 22.4 38.3 27.1 5.6 3.7 2.8

50～59歳 146 18.5 43.8 27.4 6.2 0.0 4.1

齢 60～69歳 127 26.0 42.5 26.0 2.4 0.0 3.1

70～79歳 139 14.4 45.3 18.0 2.2 0.7 19.4

80歳以上 89 19.1 32.6 14.6 1.1 0.0 32.6
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【学校教育】 

愛知県と比べて、大きな違いはみられません。 

性別・年齢別にみると、総じて「平等」が高くなっています。なお、女性は「どちら

かといえば男性の方が優遇されている」が男性より高くなっています。 
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7.0
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今 回

愛知県

(%)

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
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
無回答

単位：％
n

(

人

)
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

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

無
回
答

性 女性 403 4.0 20.1 59.8 3.7 0.5 11.9

別 男性 343 3.8 13.7 63.8 6.1 0.6 12.0

18～29歳 65 4.6 12.3 69.2 9.2 1.5 3.1

30～39歳 92 2.2 14.1 70.7 9.8 1.1 2.2

年 40～49歳 107 6.5 19.6 66.4 3.7 0.9 2.8

50～59歳 146 2.1 22.6 61.6 5.5 0.0 8.2

齢 60～69歳 127 3.9 21.3 61.4 3.9 0.8 8.7

70～79歳 139 0.7 15.8 59.7 2.2 0.0 21.6

80歳以上 89 9.0 11.2 41.6 2.2 0.0 36.0
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【地域活動】 

愛知県と比べて、「男性の方が優遇されている」がやや低くなっています。 

性別でみると、女性は「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が男性より高

くなっています。年齢別にみると、40～69 歳で「どちらかといえば男性の方が優遇され

ている」が他と比べて高くなっています。 
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0 20 40 60 80 100

今 回

愛知県

(%)

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
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
無回答

単位：％
n

(

人

)

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

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

無
回
答

性 女性 403 8.4 40.4 35.2 4.7 0.2 10.9

別 男性 343 6.1 31.8 47.2 5.0 0.9 9.0

18～29歳 65 3.1 27.7 56.9 9.2 0.0 3.1

30～39歳 92 6.5 28.3 58.7 2.2 1.1 3.3

年 40～49歳 107 8.4 45.8 32.7 7.5 1.9 3.7

50～59歳 146 6.8 40.4 40.4 5.5 0.7 6.2

齢 60～69歳 127 8.7 44.1 37.0 3.9 0.0 6.3

70～79歳 139 5.8 32.4 41.0 2.9 0.0 18.0

80歳以上 89 11.2 28.1 24.7 4.5 0.0 31.5
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【武豊町の行政・政治の場】  

性別でみると、女性は「平等」が男性より低くなっています。年齢別にみると、40 歳

以上で「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が最も高くなっています。 

 

 

*愛知県は「政治の場」として質問しているため、比較をしていません。 
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0 20 40 60 80 100

今 回

(%)

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
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
無回答

単位：％
n

(
人

)

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

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

無
回
答

性 女性 403 12.4 42.9 33.0 0.2 0.2 11.2

別 男性 343 6.1 37.9 45.2 1.7 0.3 8.7

18～29歳 65 7.7 33.8 53.8 0.0 0.0 4.6

30～39歳 92 6.5 41.3 46.7 1.1 1.1 3.3

年 40～49歳 107 12.1 42.1 41.1 0.9 0.9 2.8

50～59歳 146 11.6 42.5 37.0 1.4 0.0 7.5

齢 60～69歳 127 14.2 49.6 29.9 0.8 0.0 5.5

70～79歳 139 4.3 38.8 38.1 0.0 0.0 18.7

80歳以上 89 6.7 31.5 27.0 3.4 0.0 31.5
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【法律や制度】 

愛知県と比べて、「男性の方が優遇されている」が低くなっています。 

性別でみると、女性は「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」が男性より高くなっています。年齢別にみると、40～79 歳で「どちらか

といえば男性の方が優遇されている」が他と比べて高くなっています。 
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愛知県

(%)

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
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
無回答

単位：％
n

(

人

)

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

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

無
回
答

性 女性 403 11.9 43.2 31.3 3.0 0.7 9.9

別 男性 343 6.4 32.1 42.0 7.6 3.2 8.7

18～29歳 65 10.8 24.6 49.2 9.2 3.1 3.1

30～39歳 92 14.1 32.6 33.7 10.9 6.5 2.2

年 40～49歳 107 8.4 39.3 38.3 7.5 3.7 2.8

50～59歳 146 8.2 47.3 32.9 4.1 1.4 6.2

齢 60～69歳 127 13.4 45.7 32.3 3.9 0.0 4.7

70～79歳 139 4.3 40.3 33.8 1.4 0.0 20.1

80歳以上 89 9.0 19.1 41.6 2.2 0.0 28.1
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【社会通念・慣習・しきたりなど】 

愛知県と比べて、「男性の方が優遇されている」が低くなっています。 

性別でみると、女性は「男性の方が優遇されている」が男性より高くなっています。

年齢別にみると、40～49 歳で「男性の方が優遇されている」が他と比べて高くなってい

ます。 
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2.9

0.4

0.7
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0 20 40 60 80 100

今 回

愛知県

(%)

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
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
無回答

単位：％
n

(

人

)

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

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

無
回
答

性 女性 403 28.3 48.1 12.2 1.5 0.2 9.7

別 男性 343 19.5 48.1 20.7 2.0 0.6 9.0

18～29歳 65 21.5 41.5 27.7 6.2 0.0 3.1

30～39歳 92 21.7 48.9 20.7 4.3 1.1 3.3

年 40～49歳 107 33.6 43.9 17.8 0.9 1.9 1.9

50～59歳 146 29.5 51.4 12.3 1.4 0.0 5.5

齢 60～69歳 127 29.1 54.3 11.8 0.0 0.0 4.7

70～79歳 139 12.9 52.5 14.4 1.4 0.0 18.7

80歳以上 89 18.0 33.7 16.9 1.1 0.0 30.3
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【社会全体として】 

愛知県と比べて、「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」がやや低くなっています。 

性別でみると、女性は「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」が男性より高くなっています。年齢別にみると、18～29 歳で「平等」が

他と比べて高くなっています。 
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0 20 40 60 80 100

今 回

愛知県

(%)

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
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
無回答

単位：％
n

(

人

)

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

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

無
回
答

性 女性 403 21.3 54.8 12.7 2.0 0.7 8.4

別 男性 343 14.6 49.0 21.6 5.2 1.2 8.5

18～29歳 65 10.8 41.5 33.8 10.8 0.0 3.1

30～39歳 92 22.8 47.8 18.5 6.5 2.2 2.2

年 40～49歳 107 26.2 47.7 18.7 2.8 1.9 2.8

50～59歳 146 21.2 56.2 13.0 3.4 1.4 4.8

齢 60～69歳 127 18.9 66.9 8.7 1.6 0.0 3.9

70～79歳 139 11.5 51.8 18.0 1.4 0.0 17.3

80歳以上 89 14.6 38.2 16.9 2.2 1.1 27.0
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② ５年間で進んだと思われる男女共同参画の分野 

■ この５年間で、どの分野の男女共同参画が進んだと思いますか。（あてはまるものす

べてに○印） 

n=770 

「仕事と家庭の両立」が 33.4％と最も高く、次いで「家庭生活」が 27.5％、「性の多

様性への配慮」が 26.8％、「職場」が 23.9％となっています。「どの分野も進んでいない」

は 6.2％です。 

性別でみると、男性は「職場」「法律や制度」「社会通念・慣習・しきたり」が女性よ

り高くなっています。年齢別にみると、18～29 歳で「性の多様性への配慮」、30～39 歳

で「職場」が他と比べて高くなっています。 
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その他

どの分野も進んでいない

わからない

無回答

（%）
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単位：％
n

(

人

)

家
庭
生
活

職
場

学
校
教
育
の
場

地
域
活
動
の
場

武
豊
町
の
行
政
・
政
治

の
場

法
律
や
制
度

社
会
通
念
・
慣
習
・
し

き
た
り
な
ど

仕
事
と
家
庭
の
両
立

性 女性 403 27.3 17.1 20.3 7.4 6.7 11.4 8.9 30.5

別 男性 343 28.9 32.9 18.7 12.2 10.5 24.2 19.8 37.3

18～29歳 65 30.8 29.2 16.9 9.2 6.2 15.4 15.4 29.2

30～39歳 92 29.3 34.8 15.2 6.5 6.5 14.1 14.1 39.1

年 40～49歳 107 23.4 26.2 21.5 3.7 3.7 14.0 9.3 32.7

50～59歳 146 23.3 26.0 15.8 4.8 3.4 21.2 13.0 39.0

齢 60～69歳 127 33.9 25.2 18.9 10.2 8.7 16.5 15.0 28.3

70～79歳 139 30.9 16.5 23.0 18.7 13.7 17.3 15.1 35.3

80歳以上 89 21.3 12.4 20.2 15.7 18.0 19.1 16.9 24.7

単位：％
性
犯
罪
や
女
性
等
へ
の

暴
力
の
防
止

性
の
多
様
性
へ
の
配
慮

そ
の
他

ど
の
分
野
も
進
ん
で
い

な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

性 女性 7.7 26.8 0.7 6.5 23.3 3.5

別 男性 14.6 27.4 0.3 5.2 16.6 5.5

18～29歳 4.6 35.4 0.0 4.6 20.0 1.5

30～39歳 10.9 32.6 0.0 9.8 15.2 1.1

年 40～49歳 7.5 31.8 0.9 6.5 22.4 1.9

50～59歳 11.0 31.5 0.7 4.1 19.2 3.4

齢 60～69歳 12.6 28.3 0.0 8.7 19.7 2.4

70～79歳 12.2 16.5 1.4 4.3 21.6 7.9

80歳以上 15.7 15.7 0.0 6.7 23.6 16.9
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８  今後の取組について 

① 男女がより平等になるために必要なこと 

■ あなたは、女性が社会のあらゆる分野でもっと平等になるためには何が重要だと思

いますか。（あてはまるものすべてに○印） 

n=770 

「子育てや介護と仕事が両立しやすい環境をつくる」が 64.4％と最も高く、次いで「男

性の仕事、女性の仕事というように仕事を性別で判断する考えを改める」が 49.1％、「学

校で、男女平等と相互の理解や協力の学習を進める」が 44.8％、「女性の参画を阻む、

社会通念、慣習などを見直す」が 41.2％となっています。 

性別でみると、女性は「家庭で、男女平等教育を進める」「子育てや介護と仕事が両立

しやすい環境をつくる」「男性が、子育てや介護と仕事の両立を図る」が男性と比べて高

くなっています。 

年齢別にみると、すべての年代で「子育てや介護と仕事が両立しやすい環境をつくる」

が最も高くなっています。また、60 歳以上で「学校で、男女平等と相互の理解や協力の

学習を進める」「行政や企業などの重要な役職に女性を積極的に登用する」「女性の参画

を阻む、社会通念、慣習などを見直す」が他と比べて高くなっています。 
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仕事の両立を図る

女性が政治、地域社会、企業の

方針決定の場へ参画する

行政や企業などの重要な役職に

女性を積極的に登用する

女性の参画を阻む、社会通念、

慣習などを見直す

その他

特にない

無回答

（%）
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単位：％
n

(

人

)

家
庭
で
、

男
女
平
等
教
育
を
進
め
る

学
校
で
、

男
女
平
等
と
相
互
の
理
解

や
協
力
の
学
習
を
進
め
る

男
性
の
仕
事
、

女
性
の
仕
事
と
い
う

よ
う
に
仕
事
を
性
別
で
判
断
す
る
考

え
を
改
め
る

子
育
て
や
介
護
と
仕
事
が
両
立
し
や

す
い
環
境
を
つ
く
る

男
性
が
、

子
育
て
や
介
護
と
仕
事
の

両
立
を
図
る

女
性
が
政
治
、

地
域
社
会
、

企
業
の

方
針
決
定
の
場
へ
参
画
す
る

行
政
や
企
業
な
ど
の
重
要
な
役
職
に

女
性
を
積
極
的
に
登
用
す
る

女
性
の
参
画
を
阻
む
、

社
会
通
念
、

慣
習
な
ど
を
見
直
す

性 女性 403 34.5 46.7 47.6 71.7 43.4 27.5 31.5 40.7

別 男性 343 23.3 44.0 51.0 57.7 29.4 32.7 32.7 42.0

18～29歳 65 24.6 38.5 44.6 64.6 40.0 24.6 20.0 27.7

30～39歳 92 26.1 42.4 48.9 70.7 44.6 20.7 26.1 37.0

年 40～49歳 107 29.0 40.2 51.4 69.2 43.9 30.8 28.0 43.9

50～59歳 146 23.3 38.4 47.3 66.4 42.5 28.8 27.4 28.1

齢 60～69歳 127 29.9 55.1 48.0 63.8 34.6 33.9 40.9 48.8

70～79歳 139 36.7 46.0 53.2 63.3 26.6 33.8 38.8 51.1

80歳以上 89 33.7 50.6 49.4 52.8 31.5 29.2 38.2 47.2

単位：％
そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

性 女性 2.0 4.5 2.5

別 男性 5.2 4.7 2.0

18～29歳 6.2 7.7 1.5

30～39歳 4.3 4.3 1.1

年 40～49歳 4.7 4.7 0.0

50～59歳 3.4 2.7 0.7

齢 60～69歳 3.9 1.6 5.5

70～79歳 2.2 4.3 3.6

80歳以上 0.0 9.0 7.9
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② 男女共同参画推進のために町が力を入れるべき施策 

■ 男女共同参画を推進していくために、今後、町はどのようなことに力を入れるべきだ

と思いますか。（３つまで○印） 

n=770 

「子育て支援」が 39.9％と最も高く、次いで「高齢者・障がい者福祉」が 29.9％、「妊

娠・出産にかかる支援」が 25.1％となっています。 

性別でみると、女性・男性ともに「子育て支援」が最も高くなっています。 

年齢別にみると、18～39 歳は「妊娠・出産にかかる支援」「子育て支援」、40～49 歳は

「学校教育」、70 歳以上は「高齢者・障がい者福祉」が高くなっています。 

 

 

  

14.5 

18.1 

10.9 

25.1 

39.9 

29.9 

18.1 

13.5 

21.4 

17.7 

6.1 

6.4 

11.4 

12.6 

1.6 

7.4 

0 10 20 30 40 50

住民向けの講座・意識啓発

住民からの相談への対応

町民活動団体の育成や

連携の支援

妊娠・出産にかかる支援

子育て支援

高齢者・障がい者福祉

学校教育

企業や事業主への啓発

女性の就業の支援

政策決定の場への女性の登用

多文化共生に関する取組

性の多様性への配慮

性犯罪や暴力の防止

防災・災害対応

その他

無回答

（%）
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単位：％
n

(

人

)

住
民
向
け
の
講
座
・

意
識
啓
発

住
民
か
ら
の
相
談
へ

の
対
応

町
民
活
動
団
体
の
育

成
や
連
携
の
支
援

妊
娠
・
出
産
に
か
か

る
支
援

子
育
て
支
援

高
齢
者
・
障
が
い
者

福
祉

学
校
教
育

企
業
や
事
業
主
へ
の

啓
発

性 女性 403 11.7 16.6 11.2 21.6 40.7 33.7 18.4 12.9

別 男性 343 18.4 19.2 10.8 30.6 41.1 25.4 19.0 14.9

18～29歳 65 7.7 12.3 7.7 63.1 67.7 16.9 23.1 6.2

30～39歳 92 8.7 12.0 8.7 44.6 62.0 17.4 21.7 15.2

年 40～49歳 107 9.3 14.0 4.7 20.6 52.3 17.8 33.6 15.9

50～59歳 146 13.0 20.5 9.6 21.2 38.4 34.2 15.8 15.1

齢 60～69歳 127 16.5 19.7 15.0 18.9 33.9 32.3 18.9 19.7

70～79歳 139 22.3 22.3 14.4 15.8 23.7 42.4 7.9 12.9

80歳以上 89 16.9 20.2 14.6 13.5 16.9 37.1 10.1 4.5

単位：％
女
性
の
就
業
の
支
援

政
策
決
定
の
場
へ
の

女
性
の
登
用

多
文
化
共
生
に
関
す

る
取
組

性
の
多
様
性
へ
の
配

慮 性
犯
罪
や
暴
力
の
防

止 防
災
・
災
害
対
応

そ
の
他

無
回
答

性 女性 24.8 16.6 6.0 6.7 12.4 13.2 1.2 7.2

別 男性 17.5 18.7 6.4 6.4 10.8 11.4 2.0 5.8

18～29歳 24.6 3.1 3.1 7.7 7.7 7.7 0.0 4.6

30～39歳 21.7 7.6 8.7 10.9 14.1 6.5 0.0 4.3

年 40～49歳 29.9 15.9 5.6 7.5 15.0 9.3 2.8 1.9

50～59歳 24.7 15.1 7.5 7.5 8.9 10.3 2.7 4.8

齢 60～69歳 18.9 27.6 5.5 5.5 7.9 11.0 2.4 7.9

70～79歳 17.3 20.9 6.5 4.3 12.2 19.4 0.7 9.4

80歳以上 14.6 24.7 4.5 2.2 15.7 21.3 1.1 19.1
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