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1,504 49.9 21.2 11.8 5.7 15.8 16.5 6.2 4.9 2.7 3.6 5.7 15.0 4.0 5.7 2.5 0.7 1.0

男性 753 74.9 8.5 13.0 3.7 13.0 10.0 5.0 4.1 1.1 4.6 4.5 19.7 1.6 4.0 2.4 0.7 1.1

女性 739 24.5 34.0 10.4 7.8 18.8 23.1 7.4 5.7 4.3 2.6 6.8 10.3 6.5 7.4 2.6 0.7 0.9

男性／ 20歳代 79 49.4 6.3 10.1 2.5 25.3 30.4 3.8 5.1 2.5 8.9 8.9 21.5 1.3 - 2.5 1.3 -

30歳代 133 80.5 6.0 14.3 3.0 16.5 11.3 4.5 3.0 1.5 5.3 0.8 18.8 0.8 1.5 2.3 0.8 -

40歳代 174 87.4 2.9 23.0 8.0 10.3 6.3 2.9 4.0 0.6 4.0 3.4 21.3 - 1.1 1.1 0.6 1.7

50歳代 175 92.6 4.0 9.7 3.4 13.7 3.4 3.4 3.4 - 2.3 2.3 25.1 1.1 1.1 1.7 0.6 1.1

60歳代 147 57.8 21.8 8.8 1.4 9.5 9.5 8.8 4.8 2.0 4.1 7.5 11.6 4.1 10.2 3.4 0.7 0.7

70歳以上 33 33.3 21.2 - - - 12.1 15.2 6.1 - 6.1 15.2 15.2 3.0 27.3 9.1 - 6.1

女性／ 20歳代 117 29.1 12.8 4.3 1.7 42.7 42.7 3.4 6.0 3.4 4.3 4.3 10.3 6.0 - 6.8 0.9 -

30歳代 119 23.5 39.5 18.5 9.2 18.5 24.4 5.0 5.9 3.4 2.5 5.0 12.6 4.2 5.0 - 0.8 2.5

40歳代 182 22.5 41.2 11.0 18.7 12.6 14.3 7.1 7.7 5.5 1.6 5.5 7.1 3.8 8.2 3.8 - 0.5

50歳代 190 23.7 43.2 12.1 5.3 13.7 23.2 10.5 4.2 2.6 1.6 6.8 10.5 7.9 6.8 1.6 0.5 -

60歳代 99 27.3 28.3 7.1 1.0 13.1 17.2 7.1 3.0 6.1 4.0 9.1 12.1 12.1 12.1 - 1.0 2.0

70歳以上 21 19.0 14.3 - - 9.5 4.8 23.8 9.5 4.8 - 28.6 4.8 4.8 38.1 4.8 4.8 4.8

男性／
配偶者が
就労している 428 81.3 6.5 15.7 4.2 11.4 4.7 5.4 3.5 0.5 4.7 4.9 18.5 1.4 6.1 1.9 0.2 1.4

配偶者が
就労していない 160 77.5 13.8 11.3 3.8 11.9 6.9 6.3 6.3 0.6 1.9 0.6 16.9 2.5 1.9 2.5 - 1.3

女性／ 配偶者が
就労している 469 14.5 48.0 13.4 10.7 13.2 18.8 8.5 5.3 4.1 2.3 7.5 7.0 7.5 9.4 2.1 0.6 0.2

配偶者が
就労していない 44 18.2 34.1 2.3 - 13.6 25.0 11.4 4.5 9.1 2.3 13.6 9.1 18.2 2.3 4.5 2.3 -
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問 16－1 現在働いている理由 【性別・年代別・配偶者の就労状況別】 

 
単位：Ｎ数（人）、選択肢の数値(％) 
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670 17.6 11.0 6.7 5.4 5.2 2.1 18.4 4.5 2.8 7.0 35.4 2.7 7.2 3.1

男性 235 2.1 0.4 0.9 1.3 3.0 0.4 14.9 2.1 1.7 6.4 65.5 3.0 6.0 4.3

女性 432 26.2 16.9 10.0 7.6 6.5 3.0 20.4 5.8 3.5 7.2 18.5 2.3 7.9 2.5

男性／ 20歳代 6 - - - - - - - - - 33.3 - 16.7 66.7 -

30歳代 6 16.7 16.7 - - 16.7 - 50.0 - - 33.3 - 16.7 16.7 -

40歳代 8 - - - - 12.5 - 37.5 - 12.5 37.5 - - - 12.5

50歳代 11 - - - 9.1 27.3 - 45.5 18.2 18.2 9.1 - - - 9.1

60歳代 87 2.3 - - 1.1 2.3 - 13.8 1.1 - 5.7 71.3 4.6 3.4 2.3

70歳以上 116 1.7 - 1.7 0.9 - 0.9 10.3 1.7 0.9 1.7 78.4 0.9 5.2 5.2

女性／ 20歳代 21 33.3 38.1 - - 9.5 - 23.8 9.5 - 4.8 - - 4.8 -

30歳代 47 34.0 51.1 29.8 - 12.8 10.6 25.5 4.3 2.1 4.3 - 4.3 8.5 -

40歳代 34 50.0 14.7 5.9 5.9 8.8 2.9 14.7 11.8 5.9 8.8 - 2.9 5.9 -

50歳代 63 31.7 20.6 11.1 17.5 9.5 1.6 27.0 6.3 3.2 11.1 - 1.6 4.8 1.6

60歳代 143 21.7 9.8 6.3 8.4 6.3 2.1 21.0 5.6 4.2 10.5 25.9 2.1 7.0 4.2

70歳以上 109 16.5 8.3 8.3 5.5 0.9 2.8 14.7 4.6 3.7 2.8 36.7 2.8 12.8 2.8
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問 18－1 離職した理由 【性別・年代別】 

 
単位：Ｎ数（人）、選択肢の数値(％) 
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結婚して子どもが生まれた後も、
職業を持ち続ける

結婚するまでは職業を持つが、
その後は持たない

結婚して子どもができるまでは職業を
持つが、その後は持たない

結婚や子育てなどで一時的にやめるが、
子育ての時期が過ぎたら再び職業を持つ

職業は一生持たない

その他

わからない

不明・無回答

同感する
（N=1,122）

同感しない
（N=1,253）

％

 
問 20 女性の職業へのかかわり方について 

【「男は仕事、女は家庭」という考え方の結果との比較】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
● 「男は仕事、女は家庭」という考え方の結果との比較をすると、「結婚して子どもができる

までは職業を持つが、その後は持たない」では｢同感する｣が 83.5％と高く、「同感しない」

（16.5％）より 67.0ポイント高くなっています。 

 「結婚するまでは職業を持つが、その後は持たない」では「同感する」が 65.7％と高く、

「同感しない」（25.0％）より 40.7 ポイント高くなっています。 

 「結婚して子どもが生まれた後も、職業を持ち続ける」では「同感しない」が 69.9％と高

く、「同感する」（26.9％）より 43.0 ポイント高くなっています。 

 
 
































