
①今回調査

②前回調査（N=943　男性=416　女性=527）

 問３ あなたは、次の分野において、女性の意見や考え方が反映されていると思いますか。 
    次の①～④の項目ごとに１～５の中から１つずつ選んで○をつけてください。 
    （N=644 男性=286 女性=355  その他=2 性別無回答=1）  

 ２ 女性の社会参画について 
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地域社会で 

職場で 

地方自治体の施策で 

国の施策で 

十分反映されている ある程度反映されている あまり反映されていない 

ほとんど反映されていない わからない 無回答 

5.8 

10.1 
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46.1 

34.5 

27.0 
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17.8 
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0% 50% 100%

地域社会で 

職場で 

地方自治体の施策で 

国の施策で 

女性の社会参画について、女性の意見や考え方が『反映されている』と回答したものは、｢地域社
会では｣は54.7％、｢職場で｣は55.9％、｢地方自治体の施策で｣は38.2％、｢国の施策で｣は28.9％で
ある。 
『反映されていない』と回答したものは、｢地域社会で｣30.0％、｢職場で｣28.6％、｢地方自治体の
施策で｣34.9％、｢国の施策で｣46.1％である。 
｢地域社会で｣と｢職場で｣は『反映されている』と回答したものは過半数を超えた。「地方自治体の
施策で」と｢国の施策で｣は４割を下回った。 
この傾向は前回調査と同様である。 
また、全ての項目において、｢反映されている｣と回答したものは、前回調査より減少している。 

※「十分反映されている」または「ある程度反映されている」と回答したものを『反映されている』、「あまり反映されていない」または「ほと
んど反映されていない」と回答したものを『反映されていない』とする。 
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（１）地域社会で

①今回調査　性別構成

②今回調査　男性の年代別構成 ③今回調査　女性の年代別構成
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ほとんど反映されていない わからない 無回答 
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わからない 

無回答 
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地域社会において、『反映されている』と回答した男性は61.5％、女性は49.3％であり、『反映
されていない』と回答した男性は26.2％、女性は33.2％である。 
前回調査と比較すると、『反映されている』と回答したものは、男性(61.5％)では前回調査
(65.4％)より3.9ポイント減少し、女性(49.3％)では前回調査(55.1％)より5.8ポイント減少して
いる。 

年代別・男女別にみると、『反映されている』と回答したものの割合が最も高いのは、男性では
「５０歳代」(69.4％)であり、最も低いのは｢２０歳代｣(54.1％)であり、その差は15.3ポイントで
ある。 
女性では｢４０歳代｣(57.1％)が最も高く、最も低いのは｢２０歳代｣(41.9％)であり、その差は15.2
ポイントである。 
男女の差が最も大きいのは、｢５０歳代｣であり、男性(69.4％)と女性(49.2％)では、男性の方が
20.2ポイント高い。 
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（２）職場で

①今回調査　性別構成

②今回調査　男性の年代別構成 ③今回調査　女性の年代別構成
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5.9  
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4.0  

3.5  

4.2  

5.0  

0% 50% 100%
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男性 

女性 

前回調査 

十分反映されている ある程度反映されている あまり反映されていない 

ほとんど反映されていない わからない 無回答 
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9.7  

8.3  

16.3  

18.2  

7.4  
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51.6  

60.4  
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れている 

あまり反映され

ていない 

ほとんど反映さ

れていない 

わからない 

無回答 
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0.0  

1.5  

0.0  
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職場で『反映されている』と回答したものは、男性58.4％、女性は54.4％である。『反映されてい
ない』と回答した男性は29.3％、女性は28.2％である。 
前回調査と比較すると、男性は『反映されていない』(29.3％)が前回調査(24.7.％)より4.6ポイン
ト増加し、女性は『反映されていない』(28.2％)が前回調査(21.0％)より7.2ポイント増加してい
る。 

年代別・男女別でみると、『反映されている』と回答したものの割合が最も高いのは、男性では
｢５０歳代｣(69.4％)、女性では｢４０歳代｣(71.4％)である。 
男女の差が最も大きいのは｢５０歳代｣であり、男性(69.4％)と女性(52.3％)では、男性の方が17.1
ポイント高い。 

40



（３）地方自治体（県や市町村）の施策で

①今回調査　性別構成

②今回調査　男性の年代別構成 ③今回調査　女性の年代別構成
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47.9  

38.8  

34.8  

47.1  

16.7  

16.1  

18.8  

22.4  

39.4  

26.5  

0.0  

3.2  

8.3  

10.2  

4.5  

8.8  

33.3  

32.3  

22.9  

14.3  

15.2  

2.9  

0.0  

6.5  

0.0  

4.1  

0.0  

11.8  

0% 20% 40% 60% 80%

２０歳代 

３０歳代 

４０歳代 

５０歳代 

６０歳代 

７０歳以上 

十分反映されて

いる 

ある程度反映さ

れている 

あまり反映されて

いない 

ほとんど反映され
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地方自治体(県や市町村)の施策で、『反映されている』と回答した男性は46.8％、女性は31.3％で
ある。『反映されていない』と回答した男性は32.1％、女性は37.5％である。 
前回調査と比較すると、『反映されている』と回答したものは、男性(46.8％)では前回調査
(41.1％)より5.7ポイント増加し、女性(31.3％)では前回調査(36.3％)より5.0ポイント減少してい
る。 

年代別・男女別にみると、男性で『反映されている』と回答したものは｢２０歳代｣、｢４０歳代｣、
｢７０歳以上｣が50.0％、女性では「３０歳代」が35.0％、次いで｢４０歳代｣が33.9％である。 
男女の差が最も大きいのは｢５０歳代｣であり、男性(49.0％)と女性(27.7％)では、男性の方が21.3
ポイント高い。 
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（４）国の施策で

①今回調査　性別構成

②今回調査　男性の年代別構成 ③今回調査　女性の年代別構成
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ほとんど反映さ
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わからない 

無回答 
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0.0  
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0.0  
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27.9  

41.3  
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33.8  

35.4  
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11.6  

14.3  
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15.4  
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32.6  
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0.0  

0.0  
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0% 20% 40% 60% 80%

国の施策で『反映されている』と回答した男性は38.8％、女性は20.8％である。 
『反映されていない』と回答した男性は43.0％、女性は48.8％である。 
前回調査と比較すると、『反映されていない』と回答したものは、男性(43.0％)は前回調査
(36.7％)より6.3ポイント増加、女性(48.8％)は前回調査(42.4％)より6.4ポイント増加し、男女共
に４割を超えた。 

年代別・男女別にみると、『反映されている』と回答したものの割合が最も高い年代は、男女共に
｢２０歳代｣であり、男性は58.4％、女性は28.0％である。 
男女の差が最も大きいのも｢２０歳代｣であり、『反映されている』と回答した男性(58.4％)と女性
(28.0％)では、男性の方が30.4ポイント高い。 
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①今回調査　性別構成

 問４ （問３で「３あまり反映されていない」または「４ほとんど反映されていない」と答えた項目があった方に 
     お伺いします） 
    反映されていない理由は何だと思いますか。次の中から３つまで選んで○をつけてください。 
        （N=384 男性=161 女性=222  その他=1）  
    

29.5  

24.9  

6.7  

21.8  

25.5  

16.1  

47.3  

47.3  

34.5  

1.7  

5.5  

35.6  

29.7  

7.5  

22.7  

27.0  

17.1  

39.0  

46.3  

35.3  

0.5  

5.6  

27.8  

23.8  

6.8  

23.4  

27.0  

17.1  

58.9  

53.0  

37.6  

2.5  

5.9  

30.1  

29.5  

14.9  

31.4  

26.5  

24.8  

37.3  

36.0  

24.2  

2.0  

5.5  

0% 20% 40% 60%

１女性議員が少ない 

２行政機関の管理職に女性が少ない 

３審議会や委員会に女性委員が少ない 

４組合団体や地域組織のリーダーに女性が少ない 

５女性自身の意欲や責任感が乏しい 

６女性自身が消極的 

７男性の意識、理解が足りない 

８社会のしくみが女性に不利 

９女性の能力に対する偏見がある 

１０その他 

無回答 

合計 

男性 

女性 

前回調査 

女性の意見や考え方が｢あまり反映されていない｣または｢ほとんど反映されていない｣と回答したも
のに、その理由について尋ねた。 
回答割合で最も高かったのは｢男性の意識、理解が足りない｣(47.3％)｢社会のしくみが女性に不利｣
（47.3％）であり、次いで｢女性の能力に対する偏見がある｣(34.5％)、｢女性議員が少ない｣
(29.5％)と続く。 
男女別にみると、男性では｢社会のしくみが女性に不利｣(46.3％)が最も高く、次いで｢男性の意
識、理解が足りない｣(39.0％)が高く、女性では｢男性の意識、理解が足りない｣(58.9％)、次いで
｢社会のしくみが女性に不利｣(53.0％)が高い。 
最も男女の差が大きいのは｢男性の意識、理解が足りない｣であり、男性(39.0％)と女性(58.9％)で
は、女性の方が19.9ポイント高い。 
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②今回調査　男性の年代別構成 ③女性の年代別構成
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43.6  

16.4  

20.0  

61.8  

16.4  

29.1  

0.0  

1.8  

25.0  

17.0  

10.2  

22.7  

19.3  

14.8  

39.8  

44.3  

28.4  

1.1  

8.0  

27.4  

18.5  

3.2  

21.0  

31.5  

8.1  

61.3  

40.3  

34.7  

0.0  

6.5  

18.1  

14.3  

1.9  

10.5  

29.5  

21.0  

53.3  

64.8  

42.9  

6.7  

3.8  

27.4  

18.5  

3.2  

21.0  

31.5  

8.1  

61.3  

40.3  

34.7  

0.0  

6.5  

44.8  

41.8  

13.4  

26.9  

23.9  

26.9  

19.4  

40.3  

23.9  

0.0  

10.4  

0% 20% 40% 60% 80%

31.8  

22.7  

0.0  

18.2  

4.5  

4.5  

68.2  

59.1  

22.7  

0.0  

9.1  

26.3  

0.0  

0.0  

47.4  

0.0  

0.0  

73.7  

63.2  

42.1  

0.0  

0.0  

13.2  

17.0  

0.0  

11.3  

26.4  

17.0  

54.7  

54.7  

41.5  

1.9  

13.2  

26.3  

47.4  

8.8  

21.1  

15.8  

8.8  

42.1  

57.9  

28.1  

1.8  

3.5  

39.0  

30.5  

12.7  

25.4  

37.3  

22.9  

32.2  

36.4  

31.4  

0.0  

4.2  

50.5  

32.4  

7.6  

22.9  

31.4  

21.0  

24.8  

41.0  

41.9  

0.0  

4.8  

0% 20% 40% 60% 80%

１女性議員が少ない 

２行政機関の管理職に女性が少ない 

３審議会や委員会に女性委員が 

少ない 

４組合団体や地域組織のリーダーに女

性が少ない 

５女性自身の意欲や責任感が乏しい 

６女性自身が消極的 

７男性の意識、理解が足りない 

８社会のしくみが女性に不利 

９女性の能力に対する偏見がある 

１０その他 

無回答 

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 
５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上 

年代別・男女別にみると、｢社会のしくみが女性に不利｣と回答したものは、男性では｢２０歳代｣
(59.1％)、｢３０歳代｣(63.2％)、｢４０歳代｣(54.7％)、｢５０歳代｣(57.9％)の4つの年代で5割を超
えた。一方、｢男性の意識、理解が足りない｣と回答したものは、女性では｢２０歳代｣(61.8％)、
｢４０歳代｣(61.3％)、｢５０歳代｣(53.3％)、｢６０歳代｣(61.3％)の4つの世代で5割を超えた。 
最も差が大きいのは｢社会のしくみが女性に不利｣であり、｢２０歳代｣｢男性｣(59.1％)と｢２０歳代｣
｢女性｣(16.4％)では、男性の方が42.7ポイント高い。女性では｢５０歳代｣以外は５割を下回った。 

44



①今回調査　性別構成

 問５ あなたは、今後、特にどのような分野で女性の参画が進むべきだと思いますか。次の中からあてはまるものを 
    すべて選んで○をつけててください。 
   （N=644 男性=286 女性=355  その他=2 性別無回答=1）  

62.9  

56.7  

36.5  

21.6  

46.4  

23.8  

21.0  

18.0  

18.5  

16.5  

4.0  

4.3  

63.6  

56.3  

31.8  

28.3  

47.2  

23.8  

25.9  

18.9  

20.6  

19.6  

3.8  

5.2  

62.0  

56.6  

40.0  

16.1  

45.6  

23.4  

16.9  

16.9  

16.6  

13.8  

3.9  

3.7  

59.7  

49.6  

28.0  

27.7  

42.2  

21.8  

21.7  

21.7  

16.0  

22.7  

4.0  

6.2  

0% 50% 100%

１議会の議員 

２公務職場 

３弁護士、医師などの専門職 

４自治会、PTAなどの役員 

５企業の管理職、労働組合の幹部 

６国連などの国際機関 

７建設業など女性の少ない職場 

８理工系など女性の少ない分野の学生 

９大学、研究所などの研究者 

１０農林業団体などの役職 

１１その他 

無回答 

合計 

男性 

女性 

前回調査 

今後どのような分野で女性の参画が進むべきだと思うかについては、｢議会の議員｣(62.9％)の割
合が最も高く、次いで｢公務職場｣(56.7％)、｢企業の管理職、労働組合の幹部｣(46.4％)と続く。 
この傾向は前回調査と同様である。 
男女別にみると、最も男女差が大きかったのは｢自治会、ＰＴＡなどの役員｣であり、男性
(28.3％)と女性(16.1％)では、男性の方が12.2ポイント高く、次いで｢建設業など女性の少ない
職場｣の、男性(25.9％)と女性(16.9％)では、男性の方が9.0ポイント高い。 
年代別・男女別にみると、女性は｢議会の議員｣で全ての年代で５割を超えた。 
最も男女差が大きいのは｢議会の議員｣であり、｢３０歳代｣｢男性｣(38.7％)と｢３０歳代｣｢女性｣
(66.7％)では、「３０歳代」「女性」の方が28.0ポイント高い。 
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②今回調査　男性の年代別構成 ③今回調査　女性の年代別構成

58.1  

48.8  

48.8  

9.3  

51.2  

34.9  

18.6  

16.3  

23.3  

11.6  

11.6  

0.0  

66.7  

58.7  

39.7  

11.1  

39.7  

15.9  

19.0  

15.9  

17.5  

6.3  

0.0  

0.0  

58.9  

53.6  

41.1  

16.1  

53.6  

26.8  

25.0  

21.4  

25.0  

14.3  

10.7  

0.0  

56.9  

56.9  

40.0  

9.2  

38.5  

24.6  

13.8  

13.8  

12.3  

9.2  

1.5  

4.6  

70.8  

66.2  

33.8  

21.5  

56.9  

20.0  

7.7  

10.8  

12.3  

20.0  

1.5  

1.5  

58.7  

52.4  

39.7  

27.0  

36.5  

22.2  

19.0  

23.8  

12.7  

20.6  

1.6  

14.3  

0% 20% 40% 60% 80%

54.2  

54.2  

45.8  

12.5  

37.5  

29.2  

20.8  

16.7  

20.8  

25.0  

8.3  

12.5  

38.7  

35.5  

35.5  

16.1  

45.2  

16.1  

25.8  

9.7  

6.5  

0.0  

6.5  

9.7  

58.3  

56.3  

31.3  

27.1  

39.6  

25.0  

25.0  

16.7  

25.0  

20.8  

6.3  

6.3  

63.3  

55.1  

34.7  

36.7  

53.1  

26.5  

30.6  

24.5  

20.4  

20.4  

2.0  

2.0  

68.2  

57.6  

31.8  

31.8  

53.0  

27.3  

28.8  

18.2  

19.7  

19.7  

3.0  

3.0  

77.9  

66.2  

23.5  

30.9  

47.1  

19.1  

22.1  

22.1  

25.0  

25.0  

1.5  

4.4  

0% 20% 40% 60% 80%

１議会の議員 

２公務職場 

３弁護士、医師などの専門職 

４自治会、PTAなどの役員 

５企業の管理職、労働組合の幹部 

６国連などの国際機関 

７建設業など女性の少ない職場 

８理工系など女性の少ない分野の学生 

９大学、研究所などの研究者 

１０農林業団体などの役職 

１１その他 

無回答 

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 
５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上 
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