
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✤ 第３章 調査結果 ✤ 
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第第 ３３章章   調調 査査 結結 果果   

Ⅰ 男女平等に関する意識について 

問１ 「男は仕事、女は家庭」という男女の役割分担意識 

あなたは、「男は仕事、女は家庭」という男女の役割分担の考え方を、どのように思います

か。（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    9999    「「「「男男男男はははは仕事仕事仕事仕事、、、、女女女女はははは家庭家庭家庭家庭」」」」というというというという男女男女男女男女のののの役割分担意識役割分担意識役割分担意識役割分担意識    

 

○全体の傾向 

「男は仕事、女は家庭」という男女の役割分担の考え方に“反対（「反対」と「どちらかと

いえば反対」の合計）”が 49.4％、“賛成（「賛成」と「どちらかといえば賛成」の合計）”が

38.2％となっており、“反対”が“賛成”を 10ポイント以上上回っています。 

 

○男女別の傾向 

男性では“反対”（45.6％）と“賛成”（41.7％）がほぼ同じ割合であるのに対し、女性では

“反対”が過半数を占めており（“反対”：54.2％、“賛成”：34.4％）、男女の意識に違いが見

られます。 

 

5.7

8.0

3.4

32.5

33.7

31.0

27.6

23.7

31.8

21.8

21.9

22.4

9.1

10.0

8.0

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

3.3

2.7

3.5

全体(2,162)

男性(  811)

女性(1,064)

単位:％

賛成 反対 
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図表図表図表図表    10101010    「「「「男男男男はははは仕事仕事仕事仕事、、、、女女女女はははは家庭家庭家庭家庭」」」」というというというという男女男女男女男女のののの役役役役割分担意識割分担意識割分担意識割分担意識（（（（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

男性の 60代のみ“賛成”（50.0％）が“反対”（43.2％）を上回っています。一方、女性は

すべての年代で“反対”が過半数を占めており、特に 50 代では 66.0％と多くなっています。 

 

 

5.7

8.0

4.7

7.1

5.2

7.3

10.2

13.5

3.4

7.7

3.8

1.3

2.6

3.6

4.1

32.5

33.7

34.9

29.3

31.0

32.7

39.8

33.7

30.9

26.9

31.5

32.2

22.5

36.2

35.7

27.6

23.7

19.8

24.3

21.3

24.7

22.7

29.8

31.8

31.7

31.0

29.1

35.1

31.3

34.7

21.8

21.9

22.1

22.1

21.3

26.0

20.5

19.2

22.5

19.2

21.1

22.6

30.9

21.0

15.3

9.1

10.0

16.3

14.3

16.8

8.0

10.6

10.3

10.9

5.1 5.1

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

8.0

4.9

5.8

1.9

4.0

無回答

1.9

3.3

2.7

2.3

2.9

4.5

1.3

2.8

3.4

3.8

2.3

3.9

3.1

3.1

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
賛成 反対
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図表図表図表図表    11111111    「「「「男男男男はははは仕事仕事仕事仕事、、、、女女女女はははは家庭家庭家庭家庭」」」」というというというという男女男女男女男女のののの役割分担意識役割分担意識役割分担意識役割分担意識（（（（男女男女男女男女・・・・就業状況就業状況就業状況就業状況別別別別））））    

 

○男女・就業状況別の傾向 

男性の≪会社員・団体職員≫≪無職≫では、“賛成”と“反対”がそれぞれ４割強でほぼ同

じ割合となっています。一方、男性の≪自由業・自営業≫≪パート・アルバイト≫≪公務員・

教員≫では過半数が、女性の≪会社員・団体職員≫≪自由業・自営業≫≪公務員・教員≫で

は６割以上が“反対”と回答しており、“賛成”を大きく上回っています。 

 

全
体

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

2,162 123 702 597 472 196 72
100.0 5.7 32.5 27.6 21.8 9.1 3.3

419 28 152 94 84 50 11
100.0 6.7 36.3 22.4 20.0 11.9 2.6

79 5 24 16 24 8 2
100.0 6.3 30.4 20.3 30.4 10.1 2.5

42 4 11 12 11 4 -
100.0 9.5 26.2 28.6 26.2 9.5 -

58 4 16 18 14 4 2
100.0 6.9 27.6 31.0 24.1 6.9 3.4

2 1 - - - 1 -
100.0 50.0 - - - 50.0 -

22 1 7 7 3 3 1
100.0 4.5 31.8 31.8 13.6 13.6 4.5

162 19 57 39 34 7 6
100.0 11.7 35.2 24.1 21.0 4.3 3.7

24 3 5 6 6 4 -
100.0 12.5 20.8 25.0 25.0 16.7 -

186 6 43 67 49 17 4
100.0 3.2 23.1 36.0 26.3 9.1 2.2

61 3 17 19 19 2 1
100.0 4.9 27.9 31.1 31.1 3.3 1.6

261 1 85 84 60 19 12
100.0 0.4 32.6 32.2 23.0 7.3 4.6

49 4 5 13 22 4 1
100.0 8.2 10.2 26.5 44.9 8.2 2.0

367 17 129 120 57 33 11
100.0 4.6 35.1 32.7 15.5 9.0 3.0

19 - 4 4 6 3 2
100.0 - 21.1 21.1 31.6 15.8 10.5

91 5 31 26 18 6 5
100.0 5.5 34.1 28.6 19.8 6.6 5.5

23 - 13 4 5 1 -
100.0 - 56.5 17.4 21.7 4.3 -

297 22 103 68 60 30 14
100.0 7.4 34.7 22.9 20.2 10.1 4.7

全体

男性／会社員・団体職員

自由業・自営業

パート・アルバイト

自由業・自営業

パート・アルバイト

公務員・教員

家事専業

学生

無職

その他

無回答

男
女
・
就
労
状
況
別

公務員・教員

家事専業

学生

無職

その他

女性／会社員・団体職員

賛成 反対 
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≪≪≪≪前回調査前回調査前回調査前回調査、、、、全国調査全国調査全国調査全国調査とのとのとのとの比較比較比較比較≫≫≫≫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    12121212    「「「「男男男男はははは仕事仕事仕事仕事、、、、女女女女はははは家庭家庭家庭家庭」」」」というというというという男女男女男女男女のののの役割分担意識役割分担意識役割分担意識役割分担意識≪≪≪≪前回調査前回調査前回調査前回調査、、、、全国調査全国調査全国調査全国調査とのとのとのとの比較比較比較比較≫≫≫≫    

 

●前回調査、全国調査との比較 

 前回調査と比較すると、全体及び男性の“賛成”は減少傾向にあるものの、全体、男女と

もに“反対”はほぼ変化がありません。 

 全国調査と比較すると、全体、男女ともに全国調査は“反対”が過半数を占めており、本

市調査をそれぞれ５ポイント程度上回っています。 

 

 

 

5.7

6.9

10.6

8.0

7.9

11.9

3.4

5.8

9.5

32.5

35.2

30.7

33.7

41.6

34.0

31.0

30.7

27.8

27.6

30.6

31.3

23.7

26.8

30.4

31.8

33.7

32.0

21.8

18.3

23.8

21.9

16.0

20.7

22.4

20.3

26.6

9.1

6.9

10.0

5.9

8.0

7.5

賛成
どちらかと
いえば賛成

どちらかと
いえば反対

反対

3.1

3.6

4.0

わからない

0.0

2.0

3.5

0.0

1.7

2.7

0.0

2.2

3.3

無回答

全体／さいたま市【H23年度】(2,162)

さいたま市【H18年度】(1,931)

全国【H21年度】(3,240)

男性／さいたま市【H23年度】(  811)

さいたま市【H18年度】(  743)

全国【H21年度】(1,510)

女性／さいたま市【H23年度】(1,064)

さいたま市【H18年度】(1,083)

全国【H21年度】(1,730)

単位:％
賛成 反対
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問２ 各分野における男女の地位の平等感 

あなたは、次にあげる分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。（（（（アアアア～～～～ククククのそれのそれのそれのそれ

ぞれについてぞれについてぞれについてぞれについて、、、、あてはまるあてはまるあてはまるあてはまる「「「「１１１１～～～～６６６６」」」」にににに○○○○をををを１１１１つつつつ）））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    13131313    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感    

 

○全体の傾向 

男女の地位が最も「平等」と考えられているのは、『学校教育の場』（65.0％）となってい

ます。 

一方、多くの項目で“男性の方が優遇されている（「男性の方が非常に優遇されている」と

「どちらかといえば、男性の方が優遇されている」の合計）”という認識が高く、『政治の場』

（77.8％）、『職場』（72.4％）、『社会通念や慣習』（71.3％）では特に高い割合となっていま

す。また、『社会全体』においても、“男性の方が優遇されている”（69.2％）の割合が高くな

っています。 

 

8.3

2.0

19.9

36.0

7.4

16.1

9.9

10.8

43.4

14.2

52.5

41.8

30.3

55.2

34.1

58.4

27.1

65.0

13.8

39.9

14.7

37.1

16.7

12.5

0.7

10.5

11.4

9.6

1.8

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

平等

11.8

8.1

どちらかといえば
、女性の方が優遇

5.9

5.5

1.3

3.5

6.3

4.9

女性の方が
非常に優遇

1.9

1.2

0.2

0.4

0.6

0.6

1.2

わから
ない

5.0

5.3

7.3

8.0

7.2

1.4

1.9

2.3

1.7

無回答

1.6

2.0

1.8
家庭生活の場

学校教育の場

職場

政治の場

地域活動の場

社会通念や慣習など

法律や制度上

社会全体

総数=2,162
単位:％

女性の方が優遇されている 男性の方が優遇されている 
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図表図表図表図表    14141414    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感（（（（男女別男女別男女別男女別））））    

 

○男女別の傾向 

『家庭生活の場』について“男性の方が優遇されている”という回答は、女性（61.8％）

が男性（38.9％）を 23ポイント上回っています。 

『法律や制度上』について“男性の方が優遇されている”という回答は、女性（53.1％）

3.6

12.0

1.0

2.5

14.2

25.1

25.2

44.8

3.9

10.2

9.9

21.5

3.9

14.3

4.3

15.9

35.3

49.8

12.1

16.7

53.5

52.4

45.1

40.3

27.1

33.3

56.6

55.7

29.3

38.7

56.2

61.9

37.4

19.7

68.3

63.4

17.0

11.2

20.0

46.0

35.7

19.9

10.4

47.5

30.3

22.7

12.1

15.3

10.8

10.1

9.9

8.8

11.7

11.5

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば
、男性の方が優遇

5.5

平等

1.8

2.2

3.4

5.4

6.9

0.5

2.2

4.2

7.8

4.4

7.6

どちらかといえば
、女性の方が優遇

1.0

0.1

2.3

0.2

0.2

0.9

0.6

0.1

0.4

0.6

1.7

1.1

2.7

女性の方が
非常に優遇

1.0

0.3

0.6

6.8

6.8

6.5

6.8

7.3

6.9

5.4

4.7

9.0

4.9

4.9

わから
ない

11.4

10.6

8.7

0.9

0.4

0.5

0.9

1.4

0.2

1.1

1.1

1.6

0.9

無回答

1.0

1.2

1.2

1.8

1.6

1.8

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

単位:％

女性の方が優遇されている 男性の方が優遇されている 

家庭生活の場 

学校教育の場 

職場 

政治の場 

地域活動の場 

社会通念や慣習など 

法律や制度上 

社会全体 



 

 25

が男性（33.2％）を 20ポイント上回っています。 

『社会全体』について“男性の方が優遇されている”という回答は、女性（77.7％）が男

性（60.5％）を 17 ポイント上回っています。 

 

    家家家家庭生活庭生活庭生活庭生活のののの場場場場        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    15151515    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感『『『『家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活のののの場場場場』』』』（（（（男女男女男女男女・・・・年代年代年代年代別別別別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『家庭生活の場』について、女性の 60代（70.9％）で“男性の方が優遇されている”が７

割となっています。また、「平等」という回答は、男性のいずれの年代でも３割以上であるの

に対し、女性の 20～30 代では３割弱、その他の年代では１割台となっています。 

8.3

3.6

4.7

1.4

0.6

7.3

3.4

4.8

12.0

5.8

11.3

13.0

14.7

12.9

10.2

43.4

35.3

24.4

24.3

39.4

30.0

44.9

44.2

49.8

32.7

42.7

50.0

52.4

58.0

59.2

27.1

37.4

43.0

38.6

37.4

40.0

33.0

34.6

19.7

28.8

28.2

14.8

17.8

14.7

18.4

15.3

18.6

21.4

14.2

15.3

13.6

21.2

10.3

13.5

2.9

1.9

9.3

9.6

2.1

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

平等

12.5

どちらかといえば、
女性の方が優遇

8.7

10.8

7.9

7.6

8.2

4.5

1.2

2.7

1.9

女性の方が
非常に優遇

2.7

2.3

1.9

1.1

0.9

1.7

1.0

0.9

7.0

4.9

5.0

わからない

2.3

3.8

4.9

5.6

4.8

5.2

2.7

3.1

3.9

4.7

0.9

1.8

0.0

0.0

0.0

無回答

0.6

1.9

1.6

0.9

2.2

1.0

3.1

1.0

1.2

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている
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    学校教育学校教育学校教育学校教育のののの場場場場        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    16161616    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感『『『『学校教育学校教育学校教育学校教育のののの場場場場』』』』（（（（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『学校教育の場』について、“男性の方が優遇されている”という回答は女性の 40～60 代

で２割以上となっています。「平等」という回答は、30 代以上では男性が女性を上回ってい

るのに対し、20代では女性（76.0％）が男性（59.3％）を 16 ポイント上回っています。 

 

2.0

1.0

0.0

0.7

1.3

0.7

1.7

1.0

2.5

1.0

2.8

1.3

4.2

2.7

3.1

14.2

12.1

16.3

8.6

14.8

9.3

14.2

9.6

16.7

8.7

9.9

20.4

17.3

22.8

16.3

65.0

68.3

59.3

75.7

65.8

74.7

63.1

69.2

63.4

76.0

68.1

60.4

64.9

58.0

56.1

7.6

11.6

8.6

9.6

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

平等

6.5

8.0

6.3

3.8

4.2

5.7

5.9

どちらかといえば、
女性の方が優遇

6.7

4.4

3.1

3.6

7.1

1.4

1.3

3.5

1.0

0.6

0.0

女性の方が
非常に優遇

0.0

0.6

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

0.0

1.0

4.3

9.3

9.0

10.5

わからない

11.9

11.5

11.4

14.6

10.4

9.4

10.3

15.3

10.3

6.7

0.7

1.0

1.8

0.0

0.7

0.0

無回答

2.3

1.9

1.2

0.0

1.7

0.5

2.7

2.0

0.0

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている
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    職職職職場場場場        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    17171717    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感『『『『職場職場職場職場』』』』（（（（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『職場』について、女性の 50～60 代では“男性の方が優遇されている”が８割以上を占め

ています。 

 

19.9

14.2

15.1

12.9

11.0

18.7

15.9

10.6

25.2

18.3

27.2

27.0

28.8

23.7

20.4

52.5

53.5

47.7

54.3

51.6

50.0

58.0

57.7

52.4

50.0

48.8

50.4

52.4

58.5

53.1

13.8

17.0

10.5

16.4

21.9

18.7

15.3

16.3

11.1

15.4

16.4

10.0

11.0

4.9

12.2

12.8

8.6

8.4

9.3

9.6

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

平等

4.0

4.2

4.3

7.8

5.5

どちらかといえば、
女性の方が優遇

5.8

4.2

3.1

3.6

2.0

1.9

2.1

2.6

3.5

1.7

1.2

1.0

女性の方が
非常に優遇

1.3

1.1

0.0

0.6

0.0

0.9

0.0

0.4

4.8

5.0

10.5

4.7

5.3

わからない

5.1

3.8

5.4

3.3

5.2

4.7

6.3

10.2

4.5

1.3

0.7

1.1

1.7

0.0

0.7

0.0

無回答

0.6

5.8

1.1

0.0

2.2

0.0

2.7

1.0

0.0

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている
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    政治政治政治政治のののの場場場場        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    18181818    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感『『『『政治政治政治政治のののの場場場場』』』』（（（（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『政治の場』について、女性の 20代では“男性の方が優遇されている”が９割を占めてい

ます。「平等」という回答は、いずれの年代とも男性が女性を上回り、70 代以上では男性

（29.8％）が女性（8.2％）を 21ポイント上回っています。 

 

 

36.0

25.2

34.9

29.3

20.0

26.7

25.0

17.3

44.9

56.7

48.4

50.9

43.5

39.3

26.5

41.8

45.1

38.4

42.9

47.7

48.0

49.4

38.5

40.4

33.7

41.3

35.7

45.0

40.6

46.9

11.8

20.0

8.1

20.0

20.0

19.3

20.5

29.8

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

5.5

5.2

3.9

3.7

8.5

8.2

3.8

平等

0.9

0.0

1.0

4.5

1.4

3.5

2.2

0.6

1.3

1.3

どちらかといえば、
女性の方が優遇

2.9

0.5

0.0

0.4

1.0

0.0

0.7

0.6

1.2

0.4

0.2

0.0

女性の方が
非常に優遇

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.4

4.8

5.7

14.0

6.9

7.3

わからない

4.0

10.6

7.3

5.2

7.4

6.8

7.6

14.3

7.1

4.7

0.0

0.2

1.6

0.0

0.0

0.0

無回答

0.6

1.0

1.4

0.0

1.3

1.0

3.1

3.1

0.0

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている
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    地域活動地域活動地域活動地域活動のののの場場場場        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    19191919    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感『『『『地域活動地域活動地域活動地域活動のののの場場場場』』』』（（（（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『地域活動の場』について、女性では 20～60 代では年代が上がるとともに“男性の方が優

遇されている”が増加する傾向にあり、60 代では半数に達しています。 

7.4

3.9

5.8

2.9

3.9

4.7

4.5

1.9

10.2

4.8

11.3

9.6

10.5

12.1

10.2

30.3

27.1

18.6

25.7

24.5

31.3

30.7

27.9

33.4

26.0

27.7

34.8

37.7

38.4

30.6

39.9

46.0

39.5

51.4

49.7

48.0

42.6

41.3

35.6

39.4

40.4

34.8

34.6

32.1

32.7

10.1

10.5

8.4

7.3

15.3

0.7

1.0

14.3

24.0

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

平等

7.4

7.5

4.8

5.0

8.2

5.8

7.3

6.9

14.4

どちらかといえば、
女性の方が優遇

8.1

0.9

0.5

0.4

0.0

0.6

0.0

1.1

1.3

女性の方が
非常に優遇

1.0

0.7

1.0

2.3

0.6

6.7

12.3

14.3

6.7

7.3

11.7

13.1

11.6

9.6

5.1

わからない

11.4

10.6

20.9

0.0

2.3

3.1

4.0

2.1

1.3

0.0

1.8

4.8

0.6

無回答

0.6

0.7

0.0

2.3

1.2

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている
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    社会通念社会通念社会通念社会通念やややや慣習慣習慣習慣習などなどなどなどのののの場場場場        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    20202020    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感『『『『社会通念社会通念社会通念社会通念やややや慣習慣習慣習慣習などなどなどなど』』』』（（（（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『社会通念や慣習など』について、男性の 50～60 代と女性のすべての年代で“男性の方が

優遇されている”が７割以上となっているのに対し、男性の 20 代では５割弱、30～40 代で

６割台となっています。 

 

16.1

9.9

7.0

12.1

7.7

7.3

13.1

10.6

21.6

20.2

22.5

20.9

24.1

21.4

18.4

55.2

56.6

41.9

52.9

54.8

67.3

58.0

58.7

55.6

57.7

53.5

56.5

56.5

55.4

54.1

14.7

19.9

24.4

25.0

21.9

14.7

17.0

18.3

10.5

10.6

9.9

12.0

12.1

6.1

9.3

0.7

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

10.0

平等

1.7

1.9

2.9

4.0

6.0

7.1

3.6

5.4

3.1

0.9

1.6

1.8

3.8

どちらかといえば、
女性の方が優遇

3.5

0.0

0.4

0.5

0.0

0.0

0.2

1.0

0.0

0.0

女性の方が
非常に優遇

0.4

0.6

2.3

0.6

8.7

5.7

4.0

7.7

15.3

7.6

3.7

8.3

12.2

8.8

5.8

6.3

わからない

8.0

6.8

14.0

0.0

1.2

3.1

2.2

1.6

2.6

0.0

1.6

1.9

1.7

無回答

0.0

0.7

0.0

2.0

0.9

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている
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    法律法律法律法律やややや制度上制度上制度上制度上        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    21212121    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感『『『『法律法律法律法律やややや制度上制度上制度上制度上』』』』（（（（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『法律や制度上』について、男性の 50 代と 70 代以上では「平等」が６割弱を占めている

のに対し、女性では 20～60 代で３割前後、70代以上で４割強となっています。 

 

9.9

3.9

3.5

2.9

4.5

2.0

6.3

3.8

14.3

16.3

11.3

12.2

16.8

18.3

10.2

34.1

29.3

24.4

30.0

32.3

28.7

30.1

27.9

38.8

36.5

43.7

41.3

41.9

33.9

29.6

37.1

47.5

37.2

41.4

45.2

56.0

47.2

55.8

30.3

31.7

28.2

30.0

27.7

28.6

42.9

9.9

12.8

13.6

8.4

10.2

5.0

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

平等

4.3

2.3

4.8

8.7

3.1

2.2

4.2

3.4

5.8

どちらかといえば、
女性の方が優遇

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.1

1.0

0.0

0.0

女性の方が
非常に優遇

0.0

1.2

2.3

8.1

2.6

6.4

10.6

4.7

7.1

13.3

13.8

6.8

10.0

13.6

11.3

4.8

5.7

わからない

9.6

6.5

12.8

0.7

1.2

1.0

3.1

2.6

2.2

0.5

1.8

1.0

0.6

無回答

0.0

0.0

0.0

1.9

0.5

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている
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    社会全体社会全体社会全体社会全体        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    22222222    各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感『『『『社会全体社会全体社会全体社会全体』』』』（（（（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『社会全体』について、男性は 20～60 代で、女性は 20～50 代で年代が上がるとともに“男

性の方が優遇されている”が増加する傾向にあり、男性の 50～60 代では６割以上、女性の

40～50 代では８割以上と、他の年代に比べて多くなっています。 

 

10.8

4.3

4.7

4.3

3.2

3.3

6.3

3.8

15.9

12.5

15.0

19.1

17.3

16.1

11.2

58.4

56.2

46.5

50.7

55.5

60.7

63.6

53.8

61.8

54.8

61.5

62.2

67.0

61.6

59.2

16.7

22.7

17.4

26.4

24.5

21.3

21.0

24.0

12.2

17.3

14.6

10.0

8.4

12.5

13.3

16.3

10.0

8.4

11.5

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

平等

8.8

1.3

4.9

どちらかといえば、
女性の方が優遇

6.7

2.2

2.1

2.2

4.1

7.3

6.8

3.8

1.4

0.7

0.6

3.5

0.9

0.6

女性の方が
非常に優遇

0.7

0.0

1.0

0.2

0.5

0.4

0.0

0.0

0.0

7.1

11.6

6.8

7.2

わからない

1.7

10.6

6.8

7.0

5.7

4.2

5.8

11.2

7.7

6.0

0.7

0.4

1.4

0.0

0.7

0.0

無回答

0.6

0.0

0.9

0.0

1.3

1.0

1.8

1.0

0.0

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている
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≪≪≪≪前回調査前回調査前回調査前回調査、、、、全国調査全国調査全国調査全国調査とのとのとのとの比較比較比較比較≫≫≫≫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    23232323    各分各分各分各分野野野野におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感≪≪≪≪前回調査前回調査前回調査前回調査、、、、全国調査全国調査全国調査全国調査とのとのとのとの比較比較比較比較≫≫≫≫    

※前回調査（さいたま市【H18 年度】）では「社会全体」の設問項目なし 

8.3

12.7

7.8

2.0

2.0

1.9

19.9

22.9

15.6

36.0

34.5

23.7

7.4

7.9

6.5

16.1

20.8

18.7

9.9

10.3

7.8

10.8

9.7

43.4

46.5

38.7

14.2

16.0

12.0

52.5

51.9

46.5

41.8

41.4

48.1

30.3

31.8

28.2

55.2

52.8

53.2

34.1

36.6

33.5

58.4

61.9

27.1

22.9

43.1

65.0

61.1

68.1

24.4

11.8

39.9

36.4

51.0

13.2

20.6

37.1

34.9

44.4

16.7

23.2

6.31.2

0.9

7.0

9.6

10.8

0.0

1.9

2.4

0.0

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば、
男性の方が優遇

14.7

21.0

13.4

11.6

13.8

平等

2.5

3.4

4.1

6.5

3.4

4.9

3.5

6.4

8.8

8.1

1.9

1.5

1.3

4.4

4.7

5.5

3.9

5.3

5.9

6.7

9.3

12.5

どちらかといえば、
女性の方が優遇

0.5

0.3

0.4

0.6

1.2

0.7

0.3

0.2

0.2

0.9

1.0

1.2

0.9

0.9

0.6

1.7

1.9

1.9

女性の方が
非常に優遇

0.8

0.9

0.6

1.6

3.6

8.0

7.3

10.2

11.4

5.1

6.0

7.3

8.1

5.3

5.3

13.1

11.4

10.5

1.9

4.6

わから
ない

5.0

7.2

6.9

0.0

2.9

0.0

2.3

3.0

0.0

1.7

3.3

0.0

1.8

2.0

3.8

0.0

1.6

2.6

0.0

1.8

2.1

無回答

1.4

さいたま市【H23年度】
　　　　　　(2,162)

さいたま市【H18年度】
　　　　　　(1,931)

全国【H21年度】
　　　(3,240)

さいたま市【H23年度】
　　　　　　(2,162)

さいたま市【H18年度】
　　　　　　(1,931)

全国【H21年度】
　　　(3,240)

さいたま市【H23年度】
　　　　　　(2,162)

さいたま市【H18年度】
　　　　　　(1,931)

全国【H21年度】
　　　(3,240)

さいたま市【H23年度】
　　　　　　(2,162)

さいたま市【H18年度】
　　　　　　(1,931)

全国【H21年度】
　　　(3,240)

さいたま市【H23年度】
　　　　　(2,162)

さいたま市【H18年度】
　　　　　　(1,931)

全国【H21年度】
　　　(3,240)

さいたま市【H23年度】
　　　　　　(2,162)

さいたま市【H18年度】
　　　　　　(1,931)

全国【H21年度】
　　　(3,240)

さいたま市【H23年度】
　　　　　　(2,162)

さいたま市【H18年度】
　　　　　　(1,931)

全国【H21年度】
　　　(3,240)

さいたま市【H23年度】
　　　　　　(2,162)

全国【H21年度】
　　　(3,240)

単位:％
男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている

家庭生活の場 

学校教育の場 

職場 

政治の場 

地域活動の場 

社会通念や 

慣習など   

法律や制度上 

社会全体 
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●前回調査、全国調査との比較 

前回調査と比較すると、“男性の方が優遇されている”という認識は、『家庭生活の場』で

は今回調査が前回調査を７ポイント下回っていますが、その他の項目では大きな差はありま

せん。 

全国調査と比較すると、“男性の方が優遇されている”という認識は、『家庭生活の場』『職

場』『政治の場』では本市調査が全国調査を５ポイント以上上回っていますが、その他の項目

では大きな差はありません。「平等」という認識は、すべての項目で全国調査が本市調査を上

回っており、特に『家庭生活の場』『職場』『地域活動の場』ではその差が 10 ポイント以上に

なっています。 
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問３ 男女共同参画に関する言葉の認知度 

あなたは、次にあげる言葉について、見たり聞いたりしたことがありますか。（（（（アアアア～～～～ククククのそのそのそのそ

れぞれについてれぞれについてれぞれについてれぞれについて、、、、あてはまるあてはまるあてはまるあてはまる「「「「１１１１～～～～３３３３」」」」にににに○○○○をををを１１１１つつつつ））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    24242424    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度    

 

○全体の傾向 

男女共同参画に関する用語について、「内容を知っている」（内容の認知度）が最も多いの

は、『ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）』で 83.8％となっています。また、『男女雇用

機会均等法』（67.5％）、『育児・介護休業法』（64.4％）の内容の認知度は６割を上回ってい

ます。 

その一方で、『ポジティブ・アクション』の内容の認知度は 7.6％にとどまっており、「知

らない」という回答が 60.9％となっています。 

また、“聞いたことがある（「内容を知っている」と「聞いたことはあるが、内容は知らな

い」の合計）”は、『ポジティブ・アクション』を除くすべての項目で半数を超えています。 

24.5

67.5

64.4

24.5

22.9

7.6

83.8

32.8

47.1

26.6

29.1

37.7

32.0

29.3

10.2

19.4

26.8

36.0

43.3

60.9

46.4

内容を知っている
聞いたことはある

が、内容は知らない

4.8

4.9

4.7

知らない

1.4

2.2

1.7

1.8

1.7

1.2

1.5

1.2

無回答

男女共同参画社会

男女雇用機会均等法

育児・介護休業法

ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）

ジェンダー（社会的性別）

ポジティブ・アクション
（積極的改善措置）

ドメスティック・バイオ
レンス（ＤＶ）

デートＤＶ

総数=2,162 単位:％

聞いたことがある 
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図表図表図表図表    25252525    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度（（（（男女別男女別男女別男女別））））    

 

○男女別の傾向 

『男女共同参画社会』『男女雇用機会均等法』『ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）』の内容の認知度については男性の方が高く、配偶者などからの暴力に関する用語（『ド

メスティック・バイオレンス（ＤＶ）』『デートＤＶ』）の内容の認知度については女性の方が

高くなっています。 

29.7

20.4

72.6

65.7

64.1

65.4

27.9

21.7

24.4

22.5

8.9

6.2

81.5

87.7

27.5

36.7

44.8

48.8

23.3

28.8

30.3

28.1

36.3

37.8

33.5

31.1

29.6

27.8

12.0

8.3

20.6

18.6

24.5

29.3

35.1

39.2

41.4

45.2

60.4

64.2

51.2

44.0

内容を知っている
聞いたことはある

が、内容は知らない

3.5

6.0

5.2

5.2

5.0

3.7

知らない

0.7

0.7

1.8

1.1

0.6

1.2

1.3

0.7

1.5

1.0

0.6

0.5

1.3

0.4

0.6

0.4

無回答

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

男性(  811)

女性(1,064)

単位:％

聞いたことがある 

男女共同参画社会 

男女雇用機会均等法 

育児・介護休業法 

ワーク・ライフ 

・バランス     

ジェンダー 

ポジティブ・ 

アクション   

ドメスティック 

・バイオレンス 

デートＤＶ 
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    男男男男女共同参画社会女共同参画社会女共同参画社会女共同参画社会        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    26262626    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度『『『『男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会』（』（』（』（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『男女共同参画社会』について「内容を知っている」という回答は、男女の 20 代（男性：

37.2％、女性：26.9％）と男性の 60 代（36.9％）で他の年代に比べて多くなっています。 

一方、「知らない」は男性の 20～30 代、女性の 30～40 代で３割以上と他の年代に比べて多

くなっています。 

 

24.5

29.7

37.2

19.3

29.7

26.0

36.9

30.8

20.2

26.9

18.8

16.1

22.0

20.5

21.4

47.1

44.8

27.9

45.0

46.5

52.7

40.9

51.0

49.0

51.0

45.1

43.0

47.6

57.6

52.0

26.8

24.5

33.7

35.7

23.2

20.7

20.5

16.3

29.3

22.1

36.2

40.4

28.3

18.3

23.5

2.1

内容を知っている
聞いたことはあるが、

内容は知らない
知らない

3.1

3.6

0.0

0.0

0.0

無回答

1.7

1.0

1.2

0.6

0.7

1.7

1.9

1.5

0.4

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
聞いたことがある



 

 38

    男男男男女雇用機会均等法女雇用機会均等法女雇用機会均等法女雇用機会均等法        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    27272727    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度『『『『男女男女男女男女雇用機会均等法雇用機会均等法雇用機会均等法雇用機会均等法』（』（』（』（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『男女雇用機会均等法』について「内容を知っている」という回答は、男性の 30～60 代で

７割台となっています。女性は 20～40 代で７割台となっていますが、年代が上がるとともに

減少する傾向にあります。 

 

67.5

72.6

69.8

74.3

76.8

70.7

75.0

65.4

65.7

72.1

73.7

70.4

66.5

55.8

51.0

26.6

23.3

24.4

22.9

19.4

24.7

22.2

28.8

28.8

22.1

22.1

24.8

29.3

38.8

35.7 9.2

内容を知っている
聞いたことはあるが、

内容は知らない

4.5

4.2

4.8

4.2

5.8

5.0

4.8

知らない

4.7

3.7

5.8

2.9

3.9

4.0

2.3

4.1

0.0

0.4

1.2

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.6

1.0

0.6

0.0

0.0

0.9

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
聞いたことがある
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    育育育育児児児児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    28282828    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度『『『『育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法』（』（』（』（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『育児・介護休業法』について「内容を知っている」という回答は、男性の 20～60 代で６

割台となっています。女性は 20～30 代で８割弱となっていますが、おおむね年代が上がると

ともに減少する傾向にあります。 

 

 

 

64.4

64.1

65.1

63.6

67.1

61.3

69.9

53.8

65.4

78.8

76.1

64.8

67.0

55.8

48.0

29.1

30.3

24.4

32.1

29.0

32.7

24.4

41.3

28.1

16.3

19.2

28.7

28.8

37.5

35.7

10.5

9.2 7.1

内容を知っている
聞いたことはあるが、

内容は知らない
知らない

4.9

5.2

3.6

3.9

6.0

4.5

4.8

5.2

4.8

4.7

6.1

3.7

4.5

0.0

0.4

1.5

無回答

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.3

0.4

0.5

2.2

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％聞いたことがある
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    ワワワワークークークーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス（（（（仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和））））        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    29292929    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度『『『『ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス（（（（仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和）』（）』（）』（）』（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）』について「内容を知っている」という

回答は、男性では 20 代（37.2％）、女性では 30代（30.0％）をピークに年代とともに減少す

る傾向にあります。男女ともに 70代以上では１割台となっています。 

 

24.5

27.9

37.2

35.0

35.5

28.0

21.0

10.6

21.6

26.9

30.0

21.7

21.5

16.1

10.2

37.7

36.3

27.9

30.7

31.0

31.3

43.2

53.8

37.9

31.7

39.0

32.6

37.2

45.1

39.8

34.9

36.2

42.9 7.1

内容を知っている
聞いたことはあるが、

内容は知らない

41.4

45.7

31.0

40.4

39.2

33.7

34.1

40.7

33.5

33.6

35.1

36.0

知らない

2.7

0.0

0.0

1.3

1.9

1.7

0.0

0.0

0.0

1.0

0.7

無回答

1.8

0.7

0.0

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
聞いたことがある
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    ジジジジェンダーェンダーェンダーェンダー（（（（社会的性別社会的性別社会的性別社会的性別））））        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    30303030    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度『『『『ジェンダージェンダージェンダージェンダー（（（（社会的性別社会的性別社会的性別社会的性別）』（）』（）』（）』（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『ジェンダー（社会的性別）』について「内容を知っている」という回答は、男女ともに

20 代（男性：45.3％、女性：46.2％）で４割強を占めており、他の年代に比べて多くなって

います。 

 

 

22.9

24.4

45.3

27.1

27.1

18.0

22.7

11.5

22.4

46.2

25.4

19.6

22.0

17.0

10.2

32.0

33.5

25.6

32.1

25.8

34.7

38.1

44.2

31.2

30.8

30.5

27.8

29.3

34.8

36.7

43.3

41.4

27.9

40.7

46.5

47.3

38.6

42.3

45.2

23.1

43.7

51.7

48.2

46.0

49.0

0.6

0.0

0.6

1.9

1.2

0.9

0.5

2.2

4.1

内容を知っている
聞いたことはあるが、

内容は知らない
知らない

0.5

0.0

0.0

無回答

1.7

0.6

1.2

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
聞いたことがある
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    ポポポポジティブジティブジティブジティブ・・・・アクションアクションアクションアクション        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    31313131    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度『『『『ポジティブポジティブポジティブポジティブ・・・・アクションアクションアクションアクション』（』（』（』（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『ポジティブ・アクション』について「内容を知っている」という回答は、男性の 30～40

代と 70 代以上、女性のすべての年代で１割未満にとどまっています。 

 

 

7.6

8.9

10.5

5.0

9.7

11.3

10.8

4.8

6.0

6.7

5.2

4.3

8.4

7.1

4.1

29.3

29.6

26.7

27.1

26.5

29.3

35.2

30.8

27.9

15.4

25.8

28.7

31.9

30.4

30.6

60.9

60.4

61.6

66.4

63.9

58.7

52.3

62.5

64.2

77.9

67.6

67.0

58.1

58.5

61.2

内容を知っている
聞いたことはあるが、

内容は知らない
知らない

4.1

4.0

1.6

0.0

1.8

1.9

1.7

0.7

0.0

1.2

1.1

2.2

無回答

1.4

0.0

1.4

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
聞いたことがある
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    ドドドドメスティックメスティックメスティックメスティック・・・・バイオレンスバイオレンスバイオレンスバイオレンス（ＤＶ）（ＤＶ）（ＤＶ）（ＤＶ）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    32323232    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度『『『『ドメスティックドメスティックドメスティックドメスティック・・・・バイオレンスバイオレンスバイオレンスバイオレンス（ＤＶ）』（（ＤＶ）』（（ＤＶ）』（（ＤＶ）』（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）』について「内容を知っている」という回答は、

男性の 20～30 代と女性の 20～40 代で９割以上を占めており、年代が上がるとともに減少す

る傾向にあります。 

 

83.8

81.5

96.5

92.1

89.0

79.3

75.6

56.7

87.7

95.2

97.7

95.7

88.5

77.2

62.2

10.2

12.0

18.0

11.9

23.1

16.1

20.4

11.9

17.3

14.3

内容を知っている

8.4

3.5

2.9

8.2

8.4

6.4

3.5

1.9

聞いたことはあるが、
内容は知らない

5.8

3.1

0.9

1.9

3.5

2.7

2.6

1.4

0.0

6.0

4.8

0.0

知らない

2.9

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

3.1

0.5

0.0

0.0

無回答

1.2

0.5

0.0

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
聞いたことがある
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    デデデデートートートートＤＶＤＶＤＶＤＶ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    33333333    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度『『『『デーデーデーデートトトトＤＶ』（ＤＶ』（ＤＶ』（ＤＶ』（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

『デートＤＶ』について「内容を知っている」という回答は、男性では 20 代（36.0％）、

女性では 30 代（45.1％）をピークにおおむね年代が上がるとともに減少する傾向にあり、70

代以上では１割台になっています。 

 

32.8

27.5

36.0

31.4

29.7

30.0

24.4

13.5

36.8

44.2

45.1

42.2

39.3

26.8

16.3

19.4

20.6

17.4

14.3

18.7

27.3

20.5

25.0

18.7

13.5

14.6

19.1

15.7

24.1

25.5

46.4

51.2

46.5

53.6

51.6

42.7

54.0

58.7

43.9

42.3

40.4

38.7

45.0

47.8

54.1

内容を知っている
聞いたことはあるが、

内容は知らない
知らない

4.1

1.3

0.0

0.0

0.7

2.9

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

0.7

無回答

1.4

0.7

0.0

全体(2,162)

男性／計(  811)

20代(   86)

30代(  140)

40代(  155)

50代(  150)

60代(  176)

70代以上(  104)

女性／計(1,060)

20代(  104)

30代(  213)

40代(  230)

50代(  191)

60代(  224)

70代以上(   98)

単位:％
聞いたことがある
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≪≪≪≪前回調査前回調査前回調査前回調査、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県調査調査調査調査とのとのとのとの比較比較比較比較≫≫≫≫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    34343434    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉のののの認知度認知度認知度認知度≪≪≪≪前回調査前回調査前回調査前回調査、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉県調査県調査県調査県調査とのとのとのとの比較比較比較比較≫≫≫≫    

※前回調査（さいたま市【H18 年度】）では「ワーク・ライフ・バランス」「デートＤＶ」の設問項目なし 

 県調査（埼玉県【H21 年度】）では「男女共同参画社会」の設問項目なし 

24.5

21.9

67.5

63.7

48.3

64.4

59.2

38.4

24.5

15.0

22.9

24.4

12.8

83.8

70.5

71.7

32.8

18.4

47.1

45.6

26.6

28.7

25.6

29.1

34.1

42.5

27.4

32.0

22.8

19.6

10.2

15.3

11.8

19.4

17.5

26.8

30.7

4.7

5.5

9.2

4.9

4.6

11.8

46.6

43.3

50.2

58.3

4.8

12.0

8.8

46.4

54.5

7.3

11.0

9.3

7.6

9.7

内容を知っている

37.7

聞いたことはあるが、
内容は知らない

36.0

知らない

1.4

2.2

1.2

2.5

1.5

2.0

1.8

1.7

1.8

2.2

6.9

1.2

1.7

無回答

さいたま市【H23年度】(2,162)

さいたま市【H18年度】(1,931)

さいたま市【H23年度】(2,162)

さいたま市【H18年度】(1,931)

埼玉県【H21年度】(1,458)

さいたま市【H23年度】(2,162)

さいたま市【H18年度】(1,931)

埼玉県【H21年度】(1,458)

さいたま市【H23年度】(2,162)

埼玉県【H21年度】(1,458)

さいたま市【H23年度】(2,162)

さいたま市【H18年度】(1,931)

埼玉県【H21年度】(1,458)

さいたま市【H23年度】(2,162)

さいたま市【H18年度】(1,931)

埼玉県【H21年度】(1,458)

さいたま市【H23年度】(2,162)

埼玉県【H21年度】(1,458)

単位:％
聞いたことがある

男女共同参画 

社会         

男女雇用機会 

均等法       

育児・介護 

休業法     

ワーク・ライフ 

・バランス     

ジェンダー 

ドメスティック 

・バイオレンス 

デートＤＶ 
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●前回調査、埼玉県調査との比較 

 前回調査と比較すると、今回調査の内容の認知度は『育児・介護休業法』で５ポイント、

『ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）』で 13 ポイント、『デートＤＶ』で 19 ポイント上

回っています。 

 埼玉県調査と比較すると、内容の認知度はすべての項目で本市調査が埼玉県調査をおおむ

ね 10 ポイント以上上回っており、特に『男女雇用機会均等法』『育児・介護休業法』ではそ

の差が大きくなっています。 
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問４ メディアにおける性・暴力表現についての考え方 

テレビ、映画、新聞、雑誌、インターネットなどメディアでの性別による固定的な役割分

担の表現や、女性に対する暴力、性の表現について、あなたはどのように考えますか。（（（（○○○○はははは

いくつでもいくつでもいくつでもいくつでも）））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    35353535    メディアメディアメディアメディアにおけるにおけるにおけるにおける性性性性・・・・暴力表現暴力表現暴力表現暴力表現についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方    

 

○全体の傾向 

メディアにおける性・暴力表現に対する考え方としては「そのような表現を望まない人や

子どもの目に触れないような配慮が足りない」（56.8％）が最も多く、「社会全体の性に関す

る道徳観・倫理観が損なわれている」（46.2％）が続いています。 

 

○男女別の傾向 

「そのような表現を望まない人や子どもの目に触れないような配慮が足りない」（男性：

48.5％、女性：63.0％）は、女性が男性を 15ポイント程度上回っています。その一方で「特

に問題はない」（男性：18.0％、女性：7.6％）は、男性が女性を 10ポイント上回っています。 

男性(811)  女性(1,064)

43.0

33.3

29.6

12.8

2.5

18.0

2.5

48.2

33.0

33.1

13.5

2.2

7.6

3.9

48.5

63.0

0% 20% 40% 60% 80%

そのような表現を望まない人や子どもの目に触
れないような配慮が足りない

社会全体の性に関する道徳観・倫理観が損な
われている

女性の性的側面を過度に強調するなど、行過ぎ
た表現が目立つ

女性に対する犯罪を助長するおそれがある

性別による固定的な役割分担を助長する表現
が目立つ

その他

特に問題はない

無回答 男性

女性

全体(2,162)

56.8

46.2

32.9

31.7

13.5

2.5

11.5

4.0

0% 20% 40% 60% 80%

そのような表現を望まない人や子
どもの目に触れないような配慮が

足りない

社会全体の性に関する道徳観・
倫理観が損なわれている

女性の性的側面を過度に強調す
るなど、行過ぎた表現が目立つ

女性に対する犯罪を助長するお
それがある

性別による固定的な役割分担を
助長する表現が目立つ

その他

特に問題はない

無回答 男性

女性

男性 

女性 
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図表図表図表図表    36363636    メディアメディアメディアメディアにおけるにおけるにおけるにおける性性性性・・・・暴力表現暴力表現暴力表現暴力表現についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方（（（（男女男女男女男女・・・・年代別年代別年代別年代別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

「社会全体の性に関する道徳観・倫理観が損なわれている」については、男女ともおおむ

ね年代が上がるとともに増加する傾向にあり、男性では 60 代以上で、女性では 50 代以上で

過半数を占めています。 

 

全
体

男
女
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分

担
を
助
長
す
る
表
現
が
目
立
つ

女
性
の
性
的
側
面
を
過
度
に
強
調

す
る
な
ど
、
行
過
ぎ
た
表
現
が
目

立
つ

社
会
全
体
の
性
に
関
す
る
道
徳

観
・
倫
理
観
が
損
な
わ
れ
て
い
る

女
性
に
対
す
る
犯
罪
を
助
長
す
る

お
そ
れ
が
あ
る

そ
の
よ
う
な
表
現
を
望
ま
な
い
人

や
子
ど
も
の
目
に
触
れ
な
い
よ
う

な
配
慮
が
足
り
な
い

そ
の
他

特
に
問
題
は
な
い

無
回
答

2,162 292 712 999 686 1,227 54 248 87
100.0 13.5 32.9 46.2 31.7 56.8 2.5 11.5 4.0

86 11 31 26 29 33 - 20 1
100.0 12.8 36.0 30.2 33.7 38.4 - 23.3 1.2

140 17 39 46 36 52 5 40 2
100.0 12.1 27.9 32.9 25.7 37.1 3.6 28.6 1.4

155 18 45 55 50 84 - 31 4
100.0 11.6 29.0 35.5 32.3 54.2 - 20.0 2.6

150 19 52 68 49 69 6 21 2
100.0 12.7 34.7 45.3 32.7 46.0 4.0 14.0 1.3

176 23 62 96 50 96 4 20 9
100.0 13.1 35.2 54.5 28.4 54.5 2.3 11.4 5.1

104 16 41 58 26 59 5 14 2
100.0 15.4 39.4 55.8 25.0 56.7 4.8 13.5 1.9

104 6 22 21 26 52 2 27 2
100.0 5.8 21.2 20.2 25.0 50.0 1.9 26.0 1.9

213 26 68 72 72 126 4 18 3
100.0 12.2 31.9 33.8 33.8 59.2 1.9 8.5 1.4

230 34 83 103 88 149 4 13 7
100.0 14.8 36.1 44.8 38.3 64.8 1.7 5.7 3.0

191 36 66 102 64 116 4 11 13
100.0 18.8 34.6 53.4 33.5 60.7 2.1 5.8 6.8

224 27 84 150 75 162 5 9 8
100.0 12.1 37.5 67.0 33.5 72.3 2.2 4.0 3.6

98 13 28 63 26 63 4 3 9
100.0 13.3 28.6 64.3 26.5 64.3 4.1 3.1 9.2

291 46 91 139 95 166 11 21 25
100.0 15.8 31.3 47.8 32.6 57.0 3.8 7.2 8.6

全体

男性／20代

男
女
・
年
代
別

30代

40代

50代

60代

70代以上

女性／20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

無回答
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≪≪≪≪埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県調査調査調査調査とのとのとのとの比較比較比較比較≫≫≫≫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    37373737    メディアメディアメディアメディアにおけるにおけるにおけるにおける性性性性・・・・暴力表現暴力表現暴力表現暴力表現についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方≪≪≪≪埼玉埼玉埼玉埼玉県調査県調査県調査県調査とのとのとのとの比較比較比較比較≫≫≫≫    

 

●埼玉県調査との比較 

 「そのような表現を望まない人や子どもの目に触れないような配慮が足りない」「女性に対

する犯罪を助長するおそれがある」については、本市調査が埼玉県調査を５ポイント以上上

回っていますが、全体の回答の傾向に大きな違いはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市(2,162)　　埼玉県(1,458)

46.2

32.9

31.7

11.5

4.0

2.5

50.7

49.5

32.4

26.1

10.6

9.0

3.0

2.2

56.8

13.5

0% 20% 40% 60%

そのような表現を望まない人や子ども
の目に触れないような配慮が足りない

社会全体の性に関する道徳観・倫理
観が損なわれている

女性の性的側面を過度に強調するな
ど、行過ぎた表現が目立つ

女性に対する犯罪を助長するおそれ
がある

性別による固定的な役割分担を助長
する表現が目立つ

特に問題はない

無回答

その他
さいたま市【H23年度】

埼玉県【H21年度】
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問５ 女性の生涯を通じた健康を考える上で重要なこと 

女性は、妊娠や出産をする可能性や女性特有の病気など、男性と異なる健康上の問題に直

面することを、男女とも留意する必要があります。あなたは、女性の生涯を通じた健康を考

える上で、どのようなことが重要だと思いますか。（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも）））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    38383838    女性女性女性女性のののの生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康をををを考考考考えるえるえるえる上上上上でででで重要重要重要重要なこなこなこなことととと    

 

○全体の傾向 

女性の生涯を通じた健康を考える上で重要なこととして、「健康診断やがん検診等、特に女

性に多い疾病に関する予防体制の確立」（58.6％）、「学校教育における発達段階に応じた性や

人権に関する学習」（55.0％）、「人工妊娠中絶が及ぼす影響や安全な避妊についての知識の普

及」（52.2％）、「女性専門外来など性差に応じた医療体制の整備」（52.1％）、「出産前後（周

産期）における母体、胎児や新生児に関する知識の普及」（50.0％）がいずれも５割以上とな

っています。 

 

男性(811)  女性(1,064)

52.9

49.9

44.3

49.4

46.4

33.9

2.0

1.5

3.3

1.5

57.0

55.5

58.9

51.5

42.0

34.0

2.2

1.3

1.2

1.7

58.1
60.1

0% 20% 40% 60% 80%

健康診断やがん検診等、特に女
性に多い疾病に関する予防体制

の確立

学校教育における発達段階に応
じた性や人権に関する学習

人工妊娠中絶が及ぼす影響や安
全な避妊についての知識の普及

女性専門外来など性差に応じた
医療体制の整備

出産前後（周産期）における母
体、胎児や新生児に関する知識

の普及

薬物や喫煙などの健康被害に関
する正確な情報の提供

人生の各段階に応じた健康教
育、相談体制の確立

その他

特にない

わからない

無回答 男性

女性

全体(2,162)

58.6

55.0

52.2

52.1

50.0

43.9

33.7

2.1

1.3

2.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

健康診断やがん検診等、特に女
性に多い疾病に関する予防体制

の確立

学校教育における発達段階に応
じた性や人権に関する学習

人工妊娠中絶が及ぼす影響や安
全な避妊についての知識の普及

女性専門外来など性差に応じた
医療体制の整備

出産前後（周産期）における母
体、胎児や新生児に関する知識

の普及

薬物や喫煙などの健康被害に関
する正確な情報の提供

人生の各段階に応じた健康教
育、相談体制の確立

その他

特にない

わからない

無回答
男性

女性

男性 

女性 
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○男女別の傾向 

「薬物や喫煙などの健康被害に関する正確な情報の提供」を除くすべての項目で女性が男

性を上回っており、特に「女性専門外来など性差に応じた医療体制の整備」（男性：44.3％、

女性：58.9％）は、女性が男性を 15 ポイント程度上回っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表    39393939    女性女性女性女性のののの生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康をををを考考考考えるえるえるえる上上上上でででで重要重要重要重要なことなことなことなこと（（（（男女男女男女男女・・・・年齢別年齢別年齢別年齢別））））    

 

○男女・年代別の傾向 

女性の 20代は「人工妊娠中絶が及ぼす影響や安全な避妊についての知識の普及」（69.2％）、

「出産前後（周産期）における母体、胎児や新生児に関する知識の普及」（68.3％）、「女性専

門外来など性差に応じた医療体制の整備」（67.3％）、「健康診断やがん検診等、特に女性に多

い疾病に関する予防体制の確立」（66.3％）がいずれも７割弱であり、意識が高いことがわか

ります。 

「学校教育における発達段階に応じた性や人権に関する学習」については、男性ではおお

むね年代が上がるとともに増加する傾向にあり、70 代以上では 67.3％となっています。 
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2,162 1,129 1,080 1,189 729 1,266 1,127 950 45 29 45 47
100.0 52.2 50.0 55.0 33.7 58.6 52.1 43.9 2.1 1.3 2.1 2.2

86 42 52 35 25 47 36 44 2 - 6 1
100.0 48.8 60.5 40.7 29.1 54.7 41.9 51.2 2.3 - 7.0 1.2

140 73 76 69 46 84 64 61 6 - 5 1
100.0 52.1 54.3 49.3 32.9 60.0 45.7 43.6 4.3 - 3.6 0.7

155 76 76 76 50 98 70 72 2 4 3 1
100.0 49.0 49.0 49.0 32.3 63.2 45.2 46.5 1.3 2.6 1.9 0.6

150 70 76 74 58 78 63 60 1 2 6 1
100.0 46.7 50.7 49.3 38.7 52.0 42.0 40.0 0.7 1.3 4.0 0.7

176 88 83 105 63 92 84 86 4 5 2 5
100.0 50.0 47.2 59.7 35.8 52.3 47.7 48.9 2.3 2.8 1.1 2.8

104 56 38 70 33 72 42 53 1 1 5 3
100.0 53.8 36.5 67.3 31.7 69.2 40.4 51.0 1.0 1.0 4.8 2.9

104 72 71 49 33 69 70 47 2 1 - -
100.0 69.2 68.3 47.1 31.7 66.3 67.3 45.2 1.9 1.0 - -

213 105 134 114 71 138 129 77 8 4 - -
100.0 49.3 62.9 53.5 33.3 64.8 60.6 36.2 3.8 1.9 - -

230 128 111 128 82 146 151 94 5 2 4 4
100.0 55.7 48.3 55.7 35.7 63.5 65.7 40.9 2.2 0.9 1.7 1.7

191 106 79 112 67 112 108 86 4 3 2 5
100.0 55.5 41.4 58.6 35.1 58.6 56.5 45.0 2.1 1.6 1.0 2.6

224 126 108 143 65 120 129 97 4 4 3 4
100.0 56.3 48.2 63.8 29.0 53.6 57.6 43.3 1.8 1.8 1.3 1.8

98 50 43 56 42 51 38 43 - - 4 5
100.0 51.0 43.9 57.1 42.9 52.0 38.8 43.9 - - 4.1 5.1

291 137 133 158 94 159 143 130 6 3 5 17
100.0 47.1 45.7 54.3 32.3 54.6 49.1 44.7 2.1 1.0 1.7 5.8

全体

女性／20代

男性／20代

30代

40代

70代以上

70代以上

無回答

男
女
・
年
代
別

30代

40代

50代

60代

50代

60代


