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12.2 24.9 56.8 6.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=2571)

今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない

子どもは欲しくない

12.6 

11.3 

13.1 

24.3 

25.5 

25.7 

56.2 

57.7 

56.8 

6.9 

5.5 

4.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

備前県民局(n=1401)

備中県民局(n=964)

美作県民局(n=206)

今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない

子どもは欲しくない

12.2 

19.5 

24.9

33.8

56.8 

44.3 

6.1 

2.0 

0.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

岡山県(n=2571)

結婚・家族形成に関する意識

調査（平成26年度）既婚

(n=1428)

今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない

子どもは欲しくない

無回答

 

 

 

「現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない」が 56.8％と最も高く、次いで「現在子どもが

おり、将来もっと子どもが欲しいと思う」（24.9％）、「今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思

う」（12.2％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全国調査との比較】  

 

全国と比べて、「現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない」と回答した割合が高く、「今は

子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う」「現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う」

と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

居住地別では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q22.あなたの子どもについてのお考えは、以下のどれにあてはまりますか。（〇は１つ） 

(%) 

(%) 

(%) 
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11.6

12.7

23.1 

26.3 

60.5

53.8

4.8

7.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性(n=1165)

女性(n=1406)

今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない

子どもは欲しくない

33.6

0.0

0.0

50.8

19.7

28.6

24.8

9.5

29.2 

71.4 

75.2 

22.2 

17.6

0.0

0.0

17.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

一世代世帯（夫婦のみ）(n=837)

二世代世帯（親と子）(n=1425)

三世代世帯（祖父母と親と子）(n=246)

その他(n=63)

今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う
現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う
現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない
子どもは欲しくない

 

【性別】  

 

男性では、女性と比べて、「現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいとは思わない」と回答した割合

が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯構成別】  

 

世帯構成別では、二世代世帯（親と子）、三世代世帯（祖父母と親と子）で「現在子どもがおり、これ以

上子どもは欲しいと思わない」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 
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12.2

12.6

24.9 

25.2 

56.8

55.0

6.1

7.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=2571)

予定が理想を下回る(n=1204)

今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない

子どもは欲しくない

8.6

22.2

15.7

14.0

12.2

9.6

6.5

8.0

7.4

29.3

25.9

30.4

29.4

21.3

22.4

19.5

22.0

14.8

58.6

40.7

45.2

51.0

59.4

63.6

68.3

64.0

70.4

3.4 

11.1 

8.7 

5.6 

7.1 

4.4 

5.7 

6.0 

7.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100万円未満(n=58)

100～150万円未満(n=27)

150～300万円未満(n=230)

300～500万円未満(n=792)

500～700万円未満(n=778)

700～1,000万円未満(n=459)

1,000～1,300万円未満(n=123)

1,300万円以上(n=50)

なし(n=54)

今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う

現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない

子どもは欲しくない

 

【世帯年収別】  

 

世帯年収別では、世帯年収 100～150 万円未満では、「今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと

思う」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 
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10.2

11.4

10.6

14.6

13.2

11.1

23.6 

24.0 

25.8 

23.1 

27.3 

19.4 

64.0

58.0

57.8

55.8

52.5

62.0

2.2 

6.6 

5.8 

6.6 

7.0 

7.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

親と同居(n=275)

親と別居（片道15分未満）(n=588)

親と別居（片道15分～30分未満）(n=434)

親と別居（片道30分～１時間未満）(n=425)

親と別居（片道１時間以上）(n=741)

親は両親とも他界(n=108)

今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う
現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う
現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない
子どもは欲しくない

7.4

13.4

11.3

14.0

11.4

13.8

24.6 

24.9 

24.3 

22.9 

27.3 

15.0 

61.5

56.7

58.8

58.8

54.0

56.3

6.6 

5.0 

5.6 

4.3 

7.3 

15.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

親と同居(n=122)

親と別居（片道15分未満）(n=515)

親と別居（片道15分～30分未満）(n=503)

親と別居（片道30分～１時間未満）(n=493)

親と別居（片道１時間以上）(n=858)

親は両親とも他界(n=80)

今は子どもがいないが、将来は子どもが欲しいと思う
現在子どもがおり、将来もっと子どもが欲しいと思う
現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない
子どもは欲しくない

 

【親との居住距離別】 

 

夫方の親との居住距離別では、親との距離が長くなるにつれて、｢現在子どもがおり、これ以上子どもは

欲しいと思わない｣と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親との居住距離別では、親と同居で「現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない」と

回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 
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43.5 

37.7 

26.1 

24.5 

23.1 

10.6 

9.3 

9.3 

8.5 

7.5 

6.2 

6.1 

2.9 

10.3 

9.3 

0 10 20 30 40 50

現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる

経済的に難しい

将来の教育費が心配

育児にかかる費用が心配

子育てをする体力がない

ひとりひとりに十分手をかけて育てたい

仕事にさしさわりが出そう・仕事を続けるのが難しくなりそう

配偶者の家事・子育てへの協力が期待できない

住居が狭い

自分や夫婦だけの時間がとれない

親の協力が期待できない

子どもと一緒に過ごす時間を十分にとれない

保育サービスを利用できない

その他

特にない

全体(n=1619)

43.5 

37.7 

26.1 

24.5 

23.1 

10.6 

9.3 

9.3 

8.5 

7.5 

6.2 

6.1 

2.9 

10.3 

9.3 

53.0 

46.6 

59.2 

54.8 

22.5 

23.1 

13.9 

9.5 

19.1 

11.2 

7.7 

9.1 

2.6 

7.6 

1.1 

3.2 

0 10 20 30 40 50 60 70

現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる

経済的に難しい

将来の教育費が心配

育児にかかる費用が心配

子育てをする体力がない

ひとりひとりに十分手をかけて育てたい

仕事にさしさわりが出そう・仕事を続けるのが難しくなりそう

配偶者の家事・子育てへの協力が期待できない

住居が狭い

自分や夫婦だけの時間がとれない

親の協力が期待できない

子どもと一緒に過ごす時間を十分にとれない

保育サービスを利用できない

その他

特にない

無回答

岡山県(n=1619) 結婚・家族形成に関する意識調査（平成26年度）既婚(n=661)

 

 

 

「現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる」が 43.5％と最も高く、次いで「経済的に

難しい」（37.7％）、「将来の教育費が心配」（26.1％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全国調査との比較】  

 

全国調査と比べて、「現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる」「経済的に難しい」「将

来の教育費が心配」「育児にかかる費用が心配」「ひとりひとりに十分手をかけて育てたい」「住居が狭い」

と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 

（Q22で「現在子どもがおり、これ以上子どもは欲しいと思わない」又は「子どもは欲しくない」と回答した方） 

Q23.（これ以上）子どもが欲しくないと思うのはなぜでしょうか。（〇はいくつでも） 
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43.7 

37.0 

25.3 

22.1 

21.6 

12.1 

8.3 

8.3 

8.9 

7.2 

5.3 

5.9 

3.4 

11.9 

9.8 

45.0 

38.1 

25.9 

26.9 

25.1 

8.7 

10.8 

10.5 

7.2 

7.6 

6.6 

5.9 

2.3 

8.0 

8.4 

35.7 

41.3 

31.7 

30.2 

23.8 

8.7 

8.7 

11.1 

11.1 

8.7 

10.3 

8.7 

2.4 

10.3 

10.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる

経済的に難しい

将来の教育費が心配

育児にかかる費用が心配

子育てをする体力がない

ひとりひとりに十分手をかけて育てたい

仕事にさしさわりが出そう・仕事を続けるのが難しくなりそう

配偶者の家事・子育てへの協力が期待できない

住居が狭い

自分や夫婦だけの時間がとれない

親の協力が期待できない

子どもと一緒に過ごす時間を十分にとれない

保育サービスを利用できない

その他

特にない

備前県民局(n=884) 備中県民局(n=609) 美作県民局(n=126)

 

【居住地別】  

 

居住地別では、美作県民局で、「経済的に難しい」「将来の教育費が心配」と回答した割合が高く、「現時

点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 
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44.2 

34.0 

20.0 

18.4 

12.7 

7.0 

6.4 

3.2 

7.1 

4.7 

2.2 

4.9 

2.6 

8.5 

12.6 

43.0 

41.0 

31.5 

30.0 

32.3 

13.8 

11.8 

14.8 

9.7 

9.9 

9.7 

7.2 

3.1 

11.9 

6.4 

0 10 20 30 40 50

現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる

経済的に難しい

将来の教育費が心配

育児にかかる費用が心配

子育てをする体力がない

ひとりひとりに十分手をかけて育てたい

仕事にさしさわりが出そう・仕事を続けるのが難しくなりそう

配偶者の家事・子育てへの協力が期待できない

住居が狭い

自分や夫婦だけの時間がとれない

親の協力が期待できない

子どもと一緒に過ごす時間を十分にとれない

保育サービスを利用できない

その他

特にない

男性(n=761) 女性(n=858)

 

【性別】  

 

女性では、男性と比べて、「経済的に難しい」「将来の教育費が心配」「育児にかかる費用が心配」「子育て

をする体力がない」「ひとりひとりに十分手をかけて育てたい」「仕事にさしさわりが出そう・仕事を続ける

のが難しくなりそう」「配偶者の家事・子育てへの協力が期待できない」「自分や夫婦だけの時間がとれない」

「親の協力が期待できない」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 
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48.2 

39.0 

27.0 

25.2 

22.7 

11.6 

9.4 

9.3 

9.1 

5.9 

6.3 

6.2 

2.8 

8.9 

7.4 

0.6

25.9

17.7

18.4

27.2

1.3

8.2

9.5

2.5

22.2

5.1

5.7

3.8

23.4

27.2

70.0 

36.4 

25.3 

23.7 

19.3 

7.2 

6.3 

3.6 

12.1 

4.7 

3.9 

6.1 

2.2 

5.8 

5.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる

経済的に難しい

将来の教育費が心配

育児にかかる費用が心配

子育てをする体力がない

ひとりひとりに十分手をかけて育てたい

仕事にさしさわりが出そう・仕事を続けるのが難しくなりそう

配偶者の家事・子育てへの協力が期待できない

住居が狭い

自分や夫婦だけの時間がとれない

親の協力が期待できない

子どもと一緒に過ごす時間を十分にとれない

保育サービスを利用できない

その他

特にない

いる(n=1461) いない(n=158) ３人以上(n=363)

 

【子ども有無別】  

 

子どもがいないでは、子どもがいる又は 3 人以上と比べて、「子育てをする体力がない」「自分や夫婦だけ

の時間がとれない」「その他」「特にない」と回答した割合が高く、「経済的に難しい」「将来の教育費が心配」

「育児にかかる費用が心配」「住居が狭い」と回答した割合が低い。また、子どもが 3 人以上では、「配偶者

の家事・子育てへの協力が期待できない」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 



82 

 

28.4 

31.7 

24.3 

23.0 

24.0 

10.0 

7.2 

10.5 

6.4 

13.6 

6.4 

7.2 

4.6 

13.8 

17.1 

47.9 

40.9 

27.7 

25.7 

23.8 

11.1 

10.0 

9.7 

9.4 

5.9 

6.7 

6.0 

2.5 

8.3 

6.7 

53.0

34.6

21.6

21.1

19.5

9.2

9.7

5.9

8.1

3.2

3.8

4.3

2.2

11.4

7.0

32.0 

28.0 

20.0 

24.0 

8.0 

8.0 

8.0 

0.0 

4.0 

8.0 

0.0 

8.0 

0.0 

28.0 

12.0 

0 10 20 30 40 50 60

現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる

経済的に難しい

将来の教育費が心配

育児にかかる費用が心配

子育てをする体力がない

ひとりひとりに十分手をかけて育てたい

仕事にさしさわりが出そう・仕事を続けるのが難しくなりそう

配偶者の家事・子育てへの協力が期待できない

住居が狭い

自分や夫婦だけの時間がとれない

親の協力が期待できない

子どもと一緒に過ごす時間を十分にとれない

保育サービスを利用できない

その他

特にない

一世代世帯（夫婦のみ）(n=391) 二世代世帯（親と子）(n=1018)

三世代世帯（祖父母と親と子）(n=185) その他(n=25)

 

【世帯構成別】  

 

世帯構成別では、一世代世帯（夫婦のみ）では、「自分や夫婦だけの時間がとれない」、二世代世帯（親と

子）、三世代世帯（祖父母と親と子）で「現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる」と

回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 
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43.5 

37.7 

26.1 

24.5 

23.1 

10.6 

9.3 

9.3 

8.5 

7.5 

6.2 

6.1 

2.9 

10.3 

9.3 

22.2 

40.0 

27.4 

24.6 

26.1 

10.3 

10.2 

11.6 

6.8 

5.5 

7.2 

5.3 

2.5 

15.0 

10.7 

0 10 20 30 40 50

現時点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる

経済的に難しい

将来の教育費が心配

育児にかかる費用が心配

子育てをする体力がない

ひとりひとりに十分手をかけて育てたい

仕事にさしさわりが出そう・仕事を続けるのが難しくなりそう

配偶者の家事・子育てへの協力が期待できない

住居が狭い

自分や夫婦だけの時間がとれない

親の協力が期待できない

子どもと一緒に過ごす時間を十分にとれない

保育サービスを利用できない

その他

特にない

全体(n=1619) 予定が理想を下回る(n=748)
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100万円未満 (n=36) 38.9% 36.1% 36.1% 36.1% 22.2% 5.6% 13.9% 13.9% 16.7% 5.6% 16.7% 5.6% 0.0% 0.0% 16.7%

100～150万円未満 (n=14) 14.3% 71.4% 21.4% 50.0% 21.4% 0.0% 7.1% 35.7% 7.1% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0%

150～300万円未満 (n=124) 35.5% 43.5% 25.8% 22.6% 21.0% 11.3% 8.1% 9.7% 9.7% 9.7% 7.3% 8.9% 2.4% 11.3% 12.1%

300～500万円未満 (n=448) 43.8% 51.1% 30.6% 33.3% 26.3% 11.6% 10.5% 11.2% 12.5% 7.8% 7.4% 7.4% 4.9% 8.9% 7.1%

500～700万円未満 (n=517) 46.4% 36.9% 28.6% 24.8% 24.2% 12.2% 7.5% 8.1% 7.5% 8.1% 5.4% 5.0% 1.9% 8.7% 7.9%

700～1,000万円未満 (n=312) 44.6% 29.2% 21.5% 17.6% 21.2% 9.0% 9.6% 8.0% 5.1% 5.4% 4.5% 5.1% 2.2% 11.9% 11.2%

1,000～1,300万円未満 (n=91) 42.9% 12.1% 9.9% 7.7% 17.6% 7.7% 9.9% 9.9% 1.1% 5.5% 3.3% 7.7% 1.1% 22.0% 8.8%

1,300万円以上 (n=35) 54.3% 14.3% 20.0% 14.3% 8.6% 2.9% 20.0% 5.7% 8.6% 14.3% 11.4% 11.4% 8.6% 11.4% 14.3%

なし (n=42) 28.6% 16.7% 14.3% 11.9% 21.4% 9.5% 4.8% 2.4% 7.1% 7.1% 4.8% 0.0% 2.4% 14.3% 21.4%

 

【世帯年収別】  

 

世帯年収が 100 万円未満では「将来の教育費が心配」「住居が狭い」「親の協力が期待できない」、100～

150 万円未満では「経済的に難しい」「育児にかかる費用が心配」「配偶者の家事・子育てへの協力が期待で

きない」、150～700 万円未満では「ひとりひとりに十分手をかけて育てたい」、1,300 万円以上では「現時

点で、もともと欲しいと思っていた人数の子どもがいる」「仕事にさしさわりが出そう・仕事を続けるのが

難しくなりそう」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、全体と比べて、「経済的に難しい」「将来の教育費が心配」

「子育てをする体力がない」と回答した割合が高い。 
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正社員 (n=804) 43.7% 35.1% 21.9% 19.4% 15.5% 8.1% 10.2% 5.3% 7.1% 5.7% 2.6% 6.6% 2.7% 9.3% 11.3%

派遣・契約社員 (n=61) 32.8% 39.3% 21.3% 23.0% 23.0% 4.9% 14.8% 9.8% 8.2% 9.8% 11.5% 3.3% 0.0% 11.5% 9.8%

パート・アルバイト (n=248) 44.0% 46.4% 29.8% 29.8% 27.8% 12.1% 14.9% 13.7% 8.9% 9.3% 10.1% 6.9% 2.0% 9.7% 6.0%

自営業・家族従業 (n=97) 48.5% 28.9% 21.6% 20.6% 19.6% 7.2% 14.4% 9.3% 6.2% 11.3% 6.2% 7.2% 2.1% 10.3% 6.2%

内職・在宅ワーク (n=27) 48.1% 48.1% 55.6% 48.1% 44.4% 22.2% 0.0% 25.9% 18.5% 7.4% 3.7% 14.8% 7.4% 14.8% 0.0%

その他 (n=5) 40.0% 60.0% 60.0% 60.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0%

失業（求職）中 (n=10) 30.0% 60.0% 40.0% 30.0% 40.0% 10.0% 0.0% 10.0% 30.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 30.0% 10.0%

無職（専業主婦（夫）を含む） (n=367) 43.6% 38.1% 31.6% 31.1% 35.4% 15.8% 1.9% 13.6% 10.6% 9.0% 10.4% 4.1% 4.1% 11.7% 8.7%

 

【本人の就労状況別】  

 

本人の就労状況別では、正社員で「育児にかかる費用が心配」と回答した割合が低い。また、自営業・家

族従業で「自分や夫婦だけの時間がとれない」、内職・在宅ワークで「子育てをする体力がない」「配偶者の

家事・子育てへの協力が期待できない」と回答した割合が高い。 
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備前県民局(n=1401) 備中県民局(n=964) 美作県民局(n=206)

 

 

 

 

本人の就労状況は、「正社員」が 49.7％と最も高く、次いで「無職（専業主婦（夫）を含む）」（23.5％）、

「パート・アルバイト」（14.1％）となっている。 

配偶者の就労状況は、「正社員」が 56.9％と最も高く、次いで「パート・アルバイト」（15.1％）、「無職（専

業主婦（夫）を含む）」（14.6％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

本人の就労状況は、居住地別では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q24.現在の就労状況を教えてください。 

Q25.配偶者の現在の就労状況を教えてください。 
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配偶者の就労状況は、備中県民局では、「正社員」と回答した割合が高く、「自営業・家族従業」と回答し

た割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】  

 

本人の就労状況は、男性では女性と比べて、「正社員」「自営業・家族従業」と回答した割合が高く、「パ

ート・アルバイト」「無職（専業主婦（夫）を含む）」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 



87 

 

26.4 

4.8 

30.6 

5.2 

1.0 

0.3 

1.8 

29.8 

82.1 

2.5 

2.2 

10.2 

0.1 

0.3 

0.6 

2.1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

正社員

派遣・契約社員

パート・アルバイト

自営業・家族従業

内職・在宅ワーク

その他

失業（求職）中

無職（専業主婦（夫）を含む）

男性(n=1165) 女性(n=1406)

50.1 

3.3 

13.9 

5.8 

1.8 

0.4 

0.7 

24.0 

47.8 

7.4 

14.9 

5.9 

1.3 

0.2 

1.5 

21.0 

51.7

3.9

14.3

7.5

2.2

0.0

0.7

19.8

0 10 20 30 40 50 60

正社員

派遣・契約社員

パート・アルバイト

自営業・家族従業

内職・在宅ワーク

その他

失業（求職）中

無職（専業主婦（夫）を含む）

いる(n=2100) いない(n=471) ３人以上(n=414)

 

配偶者の就労状況は、男性では女性と比べて、「パート・アルバイト」「無職（専業主婦（夫）を含む）」

と回答した割合が高く、「正社員」「自営業・家族従業」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども有無別】  

 

本人の就労状況は、子どもがいる、子どもがいない又は 3 人以上では、あまり違いはみられない。 
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配偶者の就労状況は、子どもがいないでは、子どもがいる又は 3 人以上と比べて、「正社員」と回答した

割合が高く、「パート・アルバイト」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

本人の就労状況は、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 
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配偶者の就労状況は、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 
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「生計を維持するため」が 76.8％と最も高く、次いで「将来に備えて貯蓄するため」（45.2％）、「家計を

補助するため」（36.2％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

居住地別では、備前県民局・備中県民局で「将来に備えて貯蓄するため」「働くのは当然だから」と回答

した割合が高い。 
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（Q24で「無職（専業主婦（夫）を含む）」と回答した以外の方） 

Q26.あなたが就労している（したい）理由を教えてください。（〇はいくつでも） 
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【性別】  

 

男性では、女性と比べて、「生計を維持するため」と回答した割合が高く、「将来に備えて貯蓄するため」

「家計を補助するため」「自分の自由になるお金を得るため」「いろいろな人や社会とのつながりを持ちたい

から」「仕事を通じて達成感を得たいから」「家庭だけにはいたくないから」「時間を有効に使いたいから」

と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども有無別】  

 

子どもがいないでは、子どもがいる又は 3 人以上と比べて、「将来に備えて貯蓄するため」「自分の自由に

なるお金を得るため」と回答した割合が高い。 
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18.1 

14.6 

12.8 

12.6 

9.9 

2.4 

0.7 

76.8 

45.5 

36.4 

35.7 

28.5 

23.4 

18.3 

15.9 

13.1 

13.7 

10.1 

2.7 

0.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生計を維持するため

将来に備えて貯蓄するため

家計を補助するため

働くのは当然だから

自分の自由になるお金を得るため

いろいろな人や社会とのつながりを持ちたいから

仕事を通じて達成感を得たいから

社会のために貢献したいから

家庭だけにはいたくないから

自分の能力や可能性を試したいから

時間を有効に使いたいから

家業だから

その他

全体(n=1967) 予定が理想を下回る(n=931)

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 
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19.7 37.6 30.0 8.0 

4.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=1946)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

19.0 

20.3 

22.0 

36.8 

38.6 

37.7 

31.1

28.6

29.6

8.5 

8.1 

4.4 

4.7 

4.3 

6.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

備前県民局(n=1049)

備中県民局(n=738)

美作県民局(n=159)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

15.1

26.3

36.0 

39.7 

33.2 

25.4 

9.8 

5.5 

5.8

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性(n=1143)

女性(n=803)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

 

 

 

 

 

 

【会社・職場の育児制度の活用や子育てについての理解の度合い】 

会社・職場の育児制度の活用や子育てについての理解の度合いについて「まあ理解があると思う」が 37.6％

と最も高く、次いで「どちらともいえない」（30.0％）、「とても理解があると思う」（19.7％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

居住地域別では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】  

 

男性では、女性と比べて、「どちらともいえない」と回答した割合が高く、「とても理解があると思う」と

回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Q24で「失業（求職）中」又は「無職（専業主婦（夫）を含む）」と回答した以外の方） 

Q27.あなたの会社・職場の育児制度の活用や子育てについての理解の度合いにつ

いて、あてはまるものを１つ選んでください。また、あなたの会社・職場の上司は、子育

てに理解がある方だと思いますか。あてはまるものを１つ選んでください。 

(%) 

(%) 

(%) 
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20.9

14.5

24.3

38.0 

35.9 

39.2 

28.9 

34.8 

26.4 

7.8 

8.8 

6.1 

4.4 

6.0 

4.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

いる(n=1581)

いない(n=365)

３人以上(n=329)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

19.7

17.8

37.6 

38.2 

30.0 

30.0 

8.0 

9.0 

4.7 

5.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=1946)

予定が理想を下回る(n=921)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

30.2

30.8 

29.3

34.7

37.7

45.6 

47.7 

51.6 

49.2 

43.5 

18.7 

18.8 

15.1 

14.5 

13.0 

3.0 

2.3 

3.5 

0.8 

4.3 

2.4 

0.3 

0.4 

0.8 

1.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

とても理解があると思う(n=331)

まあ理解があると思う(n=600)

どちらともいえない(n=457)

あまり理解はないと思う(n=124)

全く理解はないと思う(n=69)

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

 

【子ども有無別】  

 

子どもがいる又は 3 人以上では、子どもがいないと比べて、「とても理解があると思う」と回答した割合

が高く、「どちらともいえない」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理解度別の平均子ども数】  

 

全く理解はないと思うでは、「１人」と回答した割合が高い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 

(%) 
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19.9 37.6 30.2 7.8 

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=1946)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

19.3 

20.6 

21.4 

36.5 

38.9 

39.0 

31.8

28.7

25.8

8.3 

7.3 

6.9 

4.1 

4.5 

6.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

備前県民局(n=1049)

備中県民局(n=738)

美作県民局(n=159)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

18.5 

21.1 

24.8 

28.2 

28.6 

13.8 

17.1 

17.6 

15.4 

20.9 

42.4 

40.2 

42.1 

41.0 

35.2 

19.8 

19.4 

13.4 

14.7 

11.0 

3.9 

1.8 

1.9 

0.6 

2.2 

1.6 

0.4 

0.2 

0.0 

2.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

とても理解があると思う(n=384)

まあ理解があると思う(n=731)

どちらともいえない(n=584)

あまり理解はないと思う(n=156)

全く理解はないと思う(n=91)

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

 

【理解度別の予定子ども数】  

 

とても理解があると思うでは「３人」、全く理解はないと思うでは「０人」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会社・職場の上司の、子育てについての理解】 

会社・職場の上司は子育てに理解がある方かについて、「まあ理解があると思う」が 37.6％と最も高く、

次いで「どちらともいえない」（30.2％）、「とても理解があると思う」（19.9％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

居住地別では、備前県民局で「どちらともいえない」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 

(%) 
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15.6

26.2

36.3 

39.5 

32.9 

26.3 

9.4 

5.5 

5.8

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性(n=1143)

女性(n=803)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

21.1

14.8

25.5

38.5 

34.0 

42.2 

28.7 

36.4 

23.1 

7.2 

10.4 

5.5 

4.5 

4.4 

3.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

いる(n=1581)

いない(n=365)

３人以上(n=329)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

19.9

18.5

37.6 

36.6 

30.2 

30.9 

7.8 

9.0 

4.5 

5.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=1946)

予定が理想を下回る(n=921)

とても理解があると思う まあ理解があると思う どちらともいえない

あまり理解はないと思う 全く理解はないと思う

 

【性別】  

 

男性では、女性と比べて、「どちらともいえない」と回答した割合が高く、「とても理解があると思う」と

回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども有無別】  

 

子どもがいる又は 3 人以上では、子どもがいないと比べて、「とても理解があると思う」と回答した割合

が高く、「どちらともいえない」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 

(%) 
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29.9 

29.1 

31.3 

36.8 

38.0 

44.9 

48.0 

52.0 

47.4 

45.1 

19.8 

19.2 

13.7 

14.9 

12.7 

3.3 

3.1 

2.4 

0.9 

2.8 

2.1 

0.5 

0.7 

0.0 

1.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

とても理解があると思う(n=334)

まあ理解があると思う(n=608)

どちらともいえない(n=454)

あまり理解はないと思う(n=114)

全く理解はないと思う(n=71)

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

18.0 

20.6 

24.7 

31.6 

29.9 

13.9 

16.4 

18.6 

15.8 

19.5 

42.3 

40.3 

41.7 

41.4 

36.8 

19.8 

20.2 

13.3 

11.2 

10.3 

4.6 

1.9 

1.5 

0.0 

1.1 

1.3 

0.5 

0.2 

0.0 

2.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

とても理解があると思う(n=388)

まあ理解があると思う(n=732)

どちらともいえない(n=587)

あまり理解はないと思う(n=152)

全く理解はないと思う(n=87)

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

 

【理解度別の平均子ども数】  

 

あまり理解はないと思う、全く理解はないと思うでは、「１人」と回答した割合が高い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理解度別の予定子ども数】  

 

とても理解があると思う、まあ理解があると思うでは「３人」、あまり理解はないと思う、全く理解はな

いと思うでは「０人」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 
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40.3 

25.4 

24.5 

23.2 

21.0 

10.6 

10.4 

9.4 

14.6 

0 10 20 30 40 50

子育てに専念したいから

条件に合う雇用先がない

家事・育児が負担

子どもの預け先がない

しばらく仕事から離れ、自信がない

雇用先が少ない

家族が働くことを望まない

経済的に働く必要がない

その他

全体(n=625)

40.3 

23.6 

20.7 

22.4 

21.3 

9.1 

10.5 

10.2 

15.3 

39.4 

27.0 

28.8 

27.4 

19.0 

11.5 

11.9 

8.8 

12.8 

44.7 

31.9 

31.9 

8.5 

27.7 

17.0 

2.1 

6.4 

17.0 

0 10 20 30 40 50 60

子育てに専念したいから

条件に合う雇用先がない

家事・育児が負担

子どもの預け先がない

しばらく仕事から離れ、自信がない

雇用先が少ない

家族が働くことを望まない

経済的に働く必要がない

その他

備前県民局(n=352) 備中県民局(n=226) 美作県民局(n=47)

 

 

 

 

「子育てに専念したいから」が 40.3％と最も高く、次いで「条件に合う雇用先がない」（25.4％）、「家事・

育児が負担」（24.5％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

居住地別では、美作県民局で、「子育てに専念したいから」「条件に合う雇用先がない」「家事・育児が負

担」「しばらく仕事から離れ、自信がない」「雇用先が少ない」と回答した割合が高く、「子どもの預け先が

ない」「家族が働くことを望まない」「経済的に働く必要がない」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 

（Q24で「失業（求職）中」又は「無職（専業主婦（夫）を含む）」と回答した方） 

Q28.あなたが就労していない理由を教えてください。（〇はいくつでも）。 
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0.0 

22.7 

18.2 

4.5 

9.1 

27.3 

13.6 

9.1 

22.7 

41.8 

25.5 

24.7 

23.9 

21.4 

10.0 

10.3 

9.5 

14.3 

0 10 20 30 40 50

子育てに専念したいから

条件に合う雇用先がない

家事・育児が負担

子どもの預け先がない

しばらく仕事から離れ、自信がない

雇用先が少ない

家族が働くことを望まない

経済的に働く必要がない

その他

男性(n=22) 女性(n=603)

46.8 

25.6 

27.9 

27.7 

20.4 

10.4 

9.2 

7.9 

11.6 

8.5 

24.5 

7.5 

0.9 

23.6 

11.3 

16.0 

17.0 

29.2 

51.8

25.9

27.1

30.6

14.1

8.2

12.9

3.5

10.6

0 10 20 30 40 50 60

子育てに専念したいから

条件に合う雇用先がない

家事・育児が負担

子どもの預け先がない

しばらく仕事から離れ、自信がない

雇用先が少ない

家族が働くことを望まない

経済的に働く必要がない

その他

いる(n=519) いない(n=106) ３人以上(n=85)

 

【性別】  

 

男性では、女性と比べて、「雇用先が少ない」と回答した割合が高く、「子育てに専念したいから」「家事・

育児が負担」「子どもの預け先がない」「しばらく仕事から離れ自信がない」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども有無別】  

 

子どもがいる又は 3 人以上では、子どもがいないと比べて、「子育てに専念したいから」「家事・育児が負

担」「子どもの預け先がない」と回答した割合が高く、「経済的に働く必要がない」「その他」と回答した割

合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 
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40.3 

25.4 

24.5 

23.2 

21.0 

10.6 

10.4 

9.4 

14.6 

36.7 

29.3 

21.6 

24.0 

21.9 

11.0 

10.6 

9.2 

15.5 

0 10 20 30 40 50

子育てに専念したいから

条件に合う雇用先がない

家事・育児が負担

子どもの預け先がない

しばらく仕事から離れ、自信がない

雇用先が少ない

家族が働くことを望まない

経済的に働く必要がない

その他

全体(n=625) 予定が理想を下回る(n=283)

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 
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26.7

36.9

54.3 

47.7 

13.3

9.8

0.8

1.2

0.6

0.6

4.1

3.4

0.2

0.5

0 20 40 60 80 100

家庭での子育て、子どもの世話の分担(n=2100)

家庭での家事の分担(n=2100)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

27.0 

27.1 

22.4 

54.9 

53.9 

52.9 

12.8 

13.3 

16.5 

0.7 

0.7 

1.8 

0.4 

0.6 

1.8 

3.9

4.2

4.7

0.4

0.1

0.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

備前県民局

(n=1128)

備中県民局

(n=802)

美作県民局

(n=170)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

 

 

 

 

 

子どもの世話の分担について、「基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度」が 54.3％と最も高く、

次いで「もっぱら妻が行っている」（26.7％）、「妻も夫も同様に行っている」（13.3％）となっている。    

家庭での家事の分担について、「基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度」が 47.7％と最も高く、

次いで「もっぱら妻が行っている」（36.9％）、「妻も夫も同様に行っている」（9.8％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

子どもの世話の分担について、居住地別では、美作県民局で「もっぱら妻が行っている」と回答した割合

が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q29.あなたの家庭での子育て、子どもの世話の分担について、あてはまるものを１つ

選んでください。 

Q30.あなたの家庭での家事の分担について、あてはまるものを１つ選んでください。 

 

(%) 

(%) 
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24.3

47.7

53.3 

42.8 

14.2 

6.0 

1.6 

0.9 

1.0 

0.3 

5.2

1.8

0.3

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性(n=974)

女性(n=1126)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

17.7 

34.5 

57.4 

51.7 

17.2 

9.9 

1.0 

0.6 

0.8 

0.4 

5.6

2.8

0.2

0.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性(n=974)

女性(n=1126)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

37.1 

37.2 

34.1 

47.5 

48.0 

47.1 

9.2 

9.9 

12.9 

1.2 

1.4 

0.6 

0.7 

0.4 

1.2 

3.7

2.9

3.5

0.5

0.4

0.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

備前県民局

(n=1128)

備中県民局

(n=802)

美作県民局

(n=170)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

 

家庭での家事の分担について、居住地別では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】  

 

子どもの世話の分担について、男性では、女性と比べて、「妻も夫も同様に行っている」と回答した割合

が高く、「もっぱら妻が行っている」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭での家事の分担について、男性では女性と比べて、「基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程

度」「妻も夫も同様に行っている」と回答した割合が高く、「もっぱら妻が行っている」と回答した割合が低

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 

(%) 
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26.7 

28.1 

54.3 

53.5 

13.3 

12.4 

0.8 

0.7 

0.6 

0.8 

4.1

4.2

0.2

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=2100)

予定が理想を下回る(n=966)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

26.7

26.8

54.3 

54.6 

13.3 

13.8 

0.8 

0.7 

0.6 

0.2 

4.1

3.6

0.2

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

いる(n=2100)

３人以上(n=414)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

36.9

38.2

47.7 

46.6 

9.8 

9.7 

1.2 

0.5 

0.6 

0.5 

3.4

3.1

0.5

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

いる(n=2100)

３人以上(n=414)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

 

【子ども数別】  

 

子どもの世話の分担について、子どもがいる又は 3 人以上では、あまり違いはみられない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭での家事の分担について、子どもがいる又は 3 人以上では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

子どもの世話の分担について、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 

(%) 
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36.9 

37.0 

47.7 

47.3 

9.8 

10.2 

1.2 

0.8 

0.6 

0.7 

3.4

3.5

0.5

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=2100)

予定が理想を下回る(n=966)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

22.4 

15.1 

30.1 

33.5 

23.5 

39.8 

54.8 

57.3 

52.1 

54.1 

58.7 

51.1 

17.1 

20.9 

13.1 

7.7 

10.0 

6.2 

1.1 

1.2 

1.0 

0.3 

0.3 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.8 

1.6 

0.2 

4.1 

5.0 

3.1 

3.5 

5.5 

2.3 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

共働き(n=1273)

男性 共働き(n=655)

女性 共働き(n=618)

片働き(n=797)

男性 片働き(n=310)

女性 片働き(n=487)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

 

家庭での家事の分担について、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別・夫婦就労状況別】  

 

子どもの世話の分担について、共働き世帯では片働き世帯と比べて、「妻も夫も同様に行っている」と回

答した割合が高く、「もっぱら妻が行っている」と回答した割合が低い。また、共働き・片働き世帯とも、

女性は男性と比べて、「もっぱら妻が行っている」と回答した割合が高く、「妻も夫も同様に行っている」と

回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 
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31.3 

21.8 

41.3 

46.0 

30.3 

56.1 

50.0 

53.4 

46.4 

44.8 

54.2 

38.8 

12.4 

16.5 

8.1 

5.1 

9.0 

2.7 

1.5 

1.7 

1.3 

0.8 

1.6 

0.2 

0.7 

1.1 

0.3 

0.4 

0.6 

0.2 

3.5 

5.0 

1.9 

2.5 

4.2 

1.4 

0.5 

0.5 

0.6 

0.4 

0.0 

0.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

共働き(n=1273)

男性 共働き(n=655)

女性 共働き(n=618)

片働き(n=797)

男性 片働き(n=310)

女性 片働き(n=487)

もっぱら妻が行っている

基本的に妻が行っており、夫はそれを手伝う程度

妻も夫も同様に行っている

基本的に夫が行っており、妻はそれを手伝う程度

もっぱら夫が行っている

どちらか、できる方が行っている

その他

 

家庭での家事の分担について、共働き世帯では片働き世帯と比べて、「妻も夫も同様に行っている」と回

答した割合が高く、「もっぱら妻が行っている」と回答した割合が低い。また、共働き・片働き世帯とも、

女性は男性と比べて、「もっぱら妻が行っている」と回答した割合が高く、「妻も夫も同様に行っている」と

回答した割合が低い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 
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47.0 

33.6 

27.5 

26.0 

18.8 

18.3 

17.3 

15.9 

11.2 

11.1 

6.5 

3.8 

3.6 

3.3 

3.1 

3.0 

2.9 

2.2 

2.1 

1.1 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

13.8 

0 10 20 30 40 50

ももっこカード

幼稚園

認可保育所

児童館

産前・産後休業制度

地域子育て支援センター

保育所・幼稚園等の一時預かり

育児休業制度

保健所・保健センター

放課後児童クラブ

延長保育事業

育児時間制度・短時間勤務制度

認定こども園

ももっこカード（多子世帯用）

児童相談所

病児保育事業

ファミリーサポートセンター

公的機関が行う電話相談等の相談

その他の保育施設

小規模保育事業

事業所内保育事業

ベビーシッター

家事・介護を代行する公的サービス

その他

利用している（したことがある）ものはない

全体(n=2100)

 

 

 

 

「ももっこカード」が 47.0％と最も高く、次いで「幼稚園」（33.6％）、「認可保育所」（27.5％）となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q31.あなたが利用している（したことがある）子育て支援制度や施設等について、あ

てはまるものを全て選んでください。 

(%) 
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50.4 

34.0 

26.2 

26.2 

17.0 

17.2 

15.2 

14.3 

10.6 

9.8 

5.5 

3.3 

3.1 

3.6 

2.6 

2.6 

2.5 

2.3 

2.5 

1.2 

0.8 

0.6 

0.4 

0.4 

12.9 

44.5 

34.2 

28.4 

27.2 

22.4 

20.2 

19.2 

18.8 

12.1 

12.1 

6.7 

4.7 

3.6 

3.0 

3.4 

3.5 

3.2 

2.1 

1.9 

1.0 

1.2 

0.2 

0.5 

0.4 

13.8 

35.9 

28.2 

31.8 

19.4 

12.9 

16.5 

21.8 

12.9 

11.2 

15.3 

11.8 

2.9 

7.1 

2.9 

5.9 

3.5 

3.5 

2.4 

1.2 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

20.0 

0 10 20 30 40 50 60

ももっこカード

幼稚園

認可保育所

児童館

産前・産後休業制度

地域子育て支援センター

保育所・幼稚園等の一時預かり

育児休業制度

保健所・保健センター

放課後児童クラブ

延長保育事業

育児時間制度・短時間勤務制度

認定こども園

ももっこカード（多子世帯用）

児童相談所

病児保育事業

ファミリーサポートセンター

公的機関が行う電話相談等の相談

その他の保育施設

小規模保育事業

事業所内保育事業

ベビーシッター

家事・介護を代行する公的サービス

その他

利用している（したことがある）ものはない

備前県民局(n=1128) 備中県民局(n=802) 美作県民局(n=170)

 

【居住地別】  

 

居住地別では、備前県民局では「ももっこカード」、備中県民局では「産前・産後休業制度」、美作県民局

では「認可保育所」「保育所・幼稚園等の一時預かり」「放課後児童クラブ」「延長保育事業」「認定こども園」

と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 
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38.5 

32.3 

22.4 

17.9 

9.3 

9.2 

14.5 

6.9 

6.5 

11.5 

5.2 

1.1 

3.7 

3.3 

2.5 

1.6 

1.6 

1.5 

2.1 

1.2 

0.9 

0.5 

0.5 

0.0 

19.9 

54.3 

34.7 

32.0 

33.1 

26.9 

26.1 

19.7 

23.7 

15.4 

10.8 

7.5 

6.1 

3.6 

3.4 

3.7 

4.2 

3.9 

2.8 

2.2 

1.0 

0.9 

0.4 

0.3 

0.7 

8.5 

0 10 20 30 40 50 60

ももっこカード

幼稚園

認可保育所

児童館

産前・産後休業制度

地域子育て支援センター

保育所・幼稚園等の一時預かり

育児休業制度

保健所・保健センター

放課後児童クラブ

延長保育事業

育児時間制度・短時間勤務制度

認定こども園

ももっこカード（多子世帯用）

児童相談所

病児保育事業

ファミリーサポートセンター

公的機関が行う電話相談等の相談

その他の保育施設

小規模保育事業

事業所内保育事業

ベビーシッター

家事・介護を代行する公的サービス

その他

利用している（したことがある）ものはない

男性(n=974) 女性(n=1126)

 

【性別】  

 

男性では、女性と比べて、「利用している（したことがある）ものはない」と回答した割合が高く、「もも

っこカード」「認可保育所」「児童館」「産前・産後休業制度」「地域子育て支援センター」「保育所・幼稚園

等の一時預かり」「育児休業制度」「保健所・保健センター」「育児時間制度・短時間勤務制度」と回答した

割合が低い。 
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47.0 

33.6 

27.5 

26.0 

18.8 

18.3 

17.3 

15.9 

11.2 

11.1 

6.5 

3.8 

3.6 

3.3 

3.1 

3.0 

2.9 

2.2 

2.1 

1.1 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

13.8 

49.0 

41.8 

32.9 

26.3 

18.1 

14.7 

21.0 

16.2 

10.4 

15.7 

9.2 

4.8 

4.1 

9.9 

4.6 

4.1 

4.1 

2.2 

3.1 

1.4 

1.9 

0.7 

0.7 

0.5 

10.9 

0 10 20 30 40 50 60

ももっこカード

幼稚園

認可保育所

児童館

産前・産後休業制度

地域子育て支援センター

保育所・幼稚園等の一時預かり

育児休業制度

保健所・保健センター

放課後児童クラブ

延長保育事業

育児時間制度・短時間勤務制度

認定こども園

ももっこカード（多子世帯用）

児童相談所

病児保育事業

ファミリーサポートセンター

公的機関が行う電話相談等の相談

その他の保育施設

小規模保育事業

事業所内保育事業

ベビーシッター

家事・介護を代行する公的サービス

その他

利用している（したことがある）ものはない

いる(n=2100) ３人以上(n=414)

 

【子ども数別】  

 

子どもが 3 人以上では、子どもがいると比べて、「幼稚園」「認可保育所」と回答した割合が高い。 
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50.2 

33.4 

33.3 

25.4 

20.9 

19.3 

17.6 

18.3 

13.2 

10.2 

5.9 

4.3 

2.9 

4.3 

3.3 

2.0 

2.0 

2.6 

1.4 

0.2 

0.6 

0.0 

0.6 

0.2 

11.0 

47.2 

34.9 

27.6 

29.9 

22.1 

22.4 

17.8 

19.1 

11.6 

13.3 

7.8 

4.3 

4.3 

4.3 

3.5 

3.8 

2.5 

2.8 

2.5 

1.3 

1.3 

0.5 

0.0 

0.5 

9.5 

49.5 

35.8 

24.9 

27.6 

17.7 

19.5 

17.4 

14.2 

10.6 

11.8 

7.3 

3.9 

3.6 

2.9 

2.5 

3.8 

2.9 

1.8 

2.2 

1.3 

1.1 

0.9 

0.5 

0.7 

11.6 

39.8 

30.5 

22.5 

22.1 

14.2 

12.2 

16.1 

12.4 

9.1 

9.7 

5.2 

2.7 

3.9 

1.9 

3.3 

2.9 

4.3 

1.9 

2.9 

2.1 

0.8 

0.4 

0.2 

0.0 

23.5 

38.5 

23.1 

38.5 

23.1 

23.1 

15.4 

23.1 

7.7 

15.4 

15.4 

7.7 

0.0 

7.7 

0.0 

7.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.7 

15.4 

0 10 20 30 40 50 60

ももっこカード

幼稚園

認可保育所

児童館

産前・産後休業制度

地域子育て支援センター

保育所・幼稚園等の一時預かり

育児休業制度

保健所・保健センター

放課後児童クラブ

延長保育事業

育児時間制度・短時間勤務制度

認定こども園

ももっこカード（多子世帯用）

児童相談所

病児保育事業

ファミリーサポートセンター

公的機関が行う電話相談等の相談

その他の保育施設

小規模保育事業

事業所内保育事業

ベビーシッター

家事・介護を代行する公的サービス

その他

利用している（したことがある）ものはない

近くに気軽に頼める人がいる(n=646)

近くに気軽ではないが、いざという時には頼める人がいる(n=398)

近くではないが、頼める人がいる(n=558)

特に頼める人はいない(n=485)

その他(n=13)

 

【世話を頼める知人等の有無別】  

 

特に頼める人はいないでは、「利用している（利用していたことがある）ものはない」と回答した割合が

高く、「ももっこカード」「認可保育所」「地域子育て支援センター」と回答した割合が低い。 
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57.1 6.0 26.8

2.7

4.5

2.7

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=2571)

持ち家（一軒家）

持ち家（マンションなどの集合住宅）

民間の賃貸住宅

公営の賃貸住宅

社宅・公務員住宅

親の家の間借り

その他

53.4 

61.0 

64.6 

8.3 

3.4 

2.4 

28.4

25.6

20.9

2.1 

3.0 

5.3 

5.0 

4.1 

2.4 

2.6

2.6

3.9

0.2

0.2

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

備前県民局

(n=1401)

備中県民局

(n=964)

美作県民局

(n=206)

持ち家（一軒家）

持ち家（マンションなどの集合住宅）

民間の賃貸住宅

公営の賃貸住宅

社宅・公務員住宅

親の家の間借り

その他

 

 

 

「持ち家（一軒家）」が 57.1％と最も高く、次いで「民間の賃貸住宅」（26.8％）、「持ち家（マンションな

どの集合住宅）」（6.0％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

居住地別では、美作県民局で、「持ち家（一軒家）」と回答した割合が高く、「民間の賃貸住宅」と回答し

た割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q32.あなたの現在のお住まいは次のどれにあてはまりますか。（〇は１つ） 

 

(%) 

(%) 
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62.3

52.8

6.4 

5.6 

20.9

31.7

2.1

3.1

5.6

3.6

2.5

2.9

0.2

0.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性(n=1165)

女性(n=1406)

持ち家（一軒家）

持ち家（マンションなどの集合住宅）

民間の賃貸住宅

公営の賃貸住宅

社宅・公務員住宅

親の家の間借り

その他

61.6

37.4

73.2

5.6 

7.9 

3.4 

22.2

46.9

14.3

3.0 

1.1 

3.6 

4.4

4.9

3.9

2.9

1.9

1.7

0.3

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

いる(n=2100)

いない(n=471)

３人以上(n=414)

持ち家（一軒家）

持ち家（マンションなどの集合住宅）

民間の賃貸住宅

公営の賃貸住宅

社宅・公務員住宅

親の家の間借り

その他

 

【性別】  

 

男性では、女性と比べて、「持ち家（一軒家）」と回答した割合が高く、「民間の賃貸住宅」と回答した割

合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども有無別】   

 

子どもがいる又は 3 人以上では、子どもがいないと比べて、「持ち家（一軒家）」と回答した割合が高く、

「民間の賃貸住宅」と回答した割合が低い。 
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42.8

60.1

84.6

74.6

7.5

6.3

0.4

0.0

39.7

24.1

2.4

9.5

2.7

3.1

0.8

0.0

5.5

4.7

0.4

1.6

1.7

1.4

11.4

12.7

0.1

0.3

1.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

一世代世帯（夫婦のみ）(n=837)

二世代世帯（親と子）(n=1425)

三世代世帯（祖父母と親と子）(n=246)

その他(n=63)

持ち家（一軒家） 持ち家（マンションなどの集合住宅）

民間の賃貸住宅 公営の賃貸住宅

社宅・公務員住宅 親の家の間借り

その他

0.0

 

【世帯構成別】  

 

世帯構成別では、一世代世帯（夫婦のみ）では「民間の賃貸住宅」、三世代世帯（祖父母と親と子）では

「持ち家（一軒家）」と回答した割合が高い。 
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22.9 

20.0 

16.9

19.6

16.5

19.2

28.8

33.4

4.2

3.1
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夫方の親の住まいとの距離(n=2571)

妻方の親の住まいとの距離(n=2571)

親と同居

親と別居（片道15分未満）

親と別居（片道15分～30分未満）

親と別居（片道30分～１時間未満）

親と別居（片道１時間以上）

親は両親とも他界

8.9

12.3

15.5

20.0 

26.2 

26.7 

16.6 

16.4 

21.4 

17.7

16.1

10.7

32.9

24.7

20.4

4.0

4.3

5.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

備前県民局(n=1401)

備中県民局(n=964)

美作県民局(n=206)

親と同居

親と別居（片道15分未満）

親と別居（片道15分～30分未満）

親と別居（片道30分～１時間未満）

親と別居（片道１時間以上）

親は両親とも他界

 

 

 

 

 

夫方の親の住まいとの距離について、「親と別居（片道 1 時間以上）」が 28.8％と最も高く、次いで「親と

別居（片道 15 分未満）」（22.9％）、「親と別居（片道 15 分～30 分未満）」（16.9％）となっている。 

妻方の親の住まいとの距離について、「親と別居（片道 1 時間以上）」が 33.4％と最も高く、次いで「親と

別居（片道 15 分未満）」（20.0％）、「親と別居（片道 15 分～30 分未満）」（19.6％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

夫方の親の住まいとの距離について、居住地別では、美作県民局で「親と同居」と回答した割合が高く、

「親と別居（片道 1 時間以上）」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q33.夫方・妻方の親の住まいとの距離について、最もよく使う交通手段でかかる時

間は次のどれにあてはまりますか。なお、親が離別している場合は、あなたのお住まい

に近い方についてお答えください。（〇は１つ） 

(%) 

(%) 
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16.7 

17.0 
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親と別居（片道１時間以上）

親は両親とも他界

5.0 

4.6 

18.3 

21.5 

20.7 

18.6 

19.7

18.8

33.3

33.4

3.1

3.1
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男性(n=1165)

女性(n=1406)

親と同居

親と別居（片道15分未満）
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親と別居（片道30分～１時間未満）

親と別居（片道１時間以上）

親は両親とも他界

4.9

4.4

5.8

17.9 

22.5 

22.8 

19.9 

19.6 

17.0 

18.6

21.3

13.1

35.7

29.3

36.9

3.0 

3.0 

4.4 
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備前県民局(n=1401)

備中県民局(n=964)
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親と別居（片道30分～１時間未満）

親と別居（片道１時間以上）

親は両親とも他界

 

妻方の親の住まいとの距離について、居住地別では、備中県民局で「親と別居（片道 1 時間以上）」と回

答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】  

 

夫方の親の住まいとの距離について、男性では、女性と比べて、「親と同居」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親の住まいとの距離について、性別では、あまり違いはみられない。 
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8.4

12.3

14.5

7.2

23.0 

20.0 

23.9 

25.6 

22.5 

17.3 

18.6 

15.7 

18.8 

15.1 

16.0 

16.8 

16.4 

13.3 

19.1 

28.1

31.8

27.7

23.2

31.8

4.2

4.4

3.9

4.6
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いる(n=2100)

１人（n=689)

２人（n=997)

３人以上(n=414)

いない(n=471)
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親と別居（片道15分未満）

親と別居（片道15分～30分未満）

親と別居（片道30分～１時間未満）

親と別居（片道１時間以上）

親は両親とも他界

5.0

5.4

4.6

5.3

3.6

20.0 

17.0 

20.5 

23.9 

20.2 

19.9 

19.7 

20.9 

17.9 

18.0 

19.2 

18.4 

19.8 

19.1 

19.1 

33.2

36.7

31.7

30.9

34.2

2.7

2.8

2.6

2.9

4.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

いる(n=2100)

１人（n=689)

２人（n=997)

３人以上(n=414)

いない(n=471)

親と同居

親と別居（片道15分未満）

親と別居（片道15分～30分未満）

親と別居（片道30分～１時間未満）

親と別居（片道１時間以上）

親は両親とも他界

 

【子ども有無別】  

 

夫方の親の住まいとの距離について、子どもが 3 人以上では、「親と同居」「親と別居（片道 15 分未満）」

と回答した割合が高い。また、子ども数が増えるにつれて、「親と同居」「親と別居（片道 15 分未満）」と回

答した割合が高く、「親と別居（片道 30 分～１時間未満）」「親と別居（片道１時間以上）」と回答した割合

が低くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親の住まいとの距離について、子どもが 3 人以上では、「親と別居（片道 15 分未満）」と回答した

割合が高い。 
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24.1 

28.6 

35.3 

34.6 

37.1 

34.1 

51.0 

49.4 

43.3 

49.0 

46.7 

44.3 

19.5 

17.8 

16.8 

13.4 

14.0 

15.9 

5.0 

3.3 

3.3 

2.7 

1.2 

5.7 

0.4 

0.8 

1.4 

0.3 

1.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

親と同居(n=241)

親と別居（片道15分未満）(n=482)

親と別居（片道15分～30分未満）(n=363)

親と別居（片道30分～１時間未満）(n=335)

親と別居（片道１時間以上）(n=591)

親は両親とも他界(n=88)

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

35.2 

27.9 

32.5 

31.5 

36.3 

33.3 

43.8 

48.6 

49.8 

48.9 

45.3 

45.6 

17.1 

19.0 

14.8 

15.1 

14.9 

19.3 

2.9 
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1.0 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

親と同居(n=105)

親と別居（片道15分未満）(n=420)

親と別居（片道15分～30分未満）(n=418)

親と別居（片道30分～１時間未満）(n=403)

親と別居（片道１時間以上）(n=697)

親は両親とも他界(n=57)

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

 

【距離別に見た平均子ども数】   

 

夫方の親の住まいとの距離について、親と同居では、「3 人」と回答した割合が高く、「１人」と回答した

割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親の住まいとの距離について、あまり違いはみられない。 
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22.9 

20.0 

22.9 

24.3 

29.3 

35.7 

16.0 

19.6 

16.8 

16.2 

12.1 

14.3 

18.0 

16.8 

17.0 

13.7 

17.2 
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27.6 

30.3 

29.6 
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19.0 

28.6 

6.2 

4.7 

3.3 

3.0 
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14.3 
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35.0 
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親と別居（片道１時間以上）

親は両親とも他界

 

【予定子ども数別】  

 

夫方の親の住まいとの距離について、３人・４人では「親と同居」、５人以上では「親と別居（片道 15 分

未満）」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親の住まいとの距離について、4 人では、「親と別居（片道 15 分未満）」と回答した割合が高い。 
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【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

夫方の親の住まいとの距離について、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いは

みられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親の住まいとの距離について、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いは

みられない。 
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0.0

 

【世話を頼める知人等の有無別】  

 

夫方の親の住まいとの距離について、近くに気軽に頼める人がいるでは「親と同居」「親と別居（片道 15

分未満）」、特に頼める人はいないでは「親と別居（片道 1 時間以上）」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親の住まいとの距離について、近くに気軽に頼める人がいるでは「親と同居」「親と別居（片道 15

分未満）」、特に頼める人はいないでは「親と別居（片道 1 時間以上）」と回答した割合が高い。 
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夫方の親からの子育て支援について、「よく支援をしてもらっている」が 33.6％と最も高く、次いで「ど

ちらともいえない」（19.4％）、「とてもよく支援をしてもらっている」（16.2％）となっている。 

妻方の親からの子育て支援について、「よく支援をしてもらっている」が 36.5％と最も高く、次いで「と

てもよく支援をしてもらっている」（30.0％）、「どちらといえない」（17.6％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

夫方の親からの子育て支援について、居住地別では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

Q34.夫方の親から、どのような子育て支援はどれにあてはまりますか。（〇は１つ） 

Q35.妻方の親から、どのような子育て支援はどれにあてはまりますか。（〇は１つ） 
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とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

夫方の親は両親とも他界

25.1 

34.3 

39.4 

34.0 

19.9

15.6

8.2

9.2

5.3 

5.0 

2.1 

1.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性(n=974)

女性(n=1126)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

妻方の親は両親とも他界

31.2 

29.6 

24.1 

36.7 

35.7 

39.4 

16.6

19.2

17.1

8.4

9.4

8.2

5.2 

4.4 

8.2 

1.9 

1.9 

2.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

備前県民局(n=1128)

備中県民局(n=802)

美作県民局(n=170)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

妻方の親は両親とも他界

 

妻方の親からの子育て支援について、居住地別では、備前県民局で「とてもよく支援をしてもらっている」

と回答した割合が高く、美作県民局では低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】  

 

夫方の親からの子育て支援について、男性では、女性と比べて、「よく支援をしてもらっている」と回答

した割合が高く、「あまり支援をしてもらっていない」「全く支援をしてもらっていない」と回答した割合が

低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親からの子育て支援について、男女ともに、「とてもよく支援をしてもらっている」「よく支援をし

てもらっている」が 6 割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 

(%) 
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30.0 

29.2 

36.5 

36.5 

17.6

17.9

8.8

10.6

5.1 

3.6 

2.0 

2.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

いる(n=2100)

３人以上(n=414)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

妻方の親は両親とも他界

16.2 

14.2 

33.6 

34.2 

19.4

19.2

14.2

14.1

13.5 

14.7 

3.0 

3.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=2100)

予定が理想を下回る(n=966)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

夫方の親は両親とも他界

16.2 

17.4 

33.6 

35.5 

19.4

18.4

14.2

13.0

13.5 

12.1 

3.0 

3.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

いる(n=2100)

３人以上(n=414)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

夫方の親は両親とも他界

 

【子ども数別】  

 

夫方の親からの子育て支援について、子どもがいると 3 人以上では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親からの子育て支援について、子どもがいると 3 人以上では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

夫方の親からの子育て支援について、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いは

みられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 

(%) 



124 

 

30.0 

29.3 

36.5 

36.2 

17.6

17.1

8.8

9.4

5.1 

5.4 

2.0 

2.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体(n=2100)

予定が理想を下回る(n=966)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

妻方の親は両親とも他界

28.9

12.8

11.5

7.4

15.4

36.7 

40.7 

36.9 

19.8 

38.5 

14.9 

21.4 

20.8 

22.3 

23.1 

8.0 

14.6 

17.2 

19.0 

0.0 

9.3 

9.3 

10.2 

26.2 

23.1 

2.2

1.3

3.4

5.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

近くに気軽に頼める人がいる(n=646)

近くに気軽ではないが、いざという時には

頼める人がいる(n=398)

近くではないが、頼める人がいる(n=558)

特に頼める人はいない(n=485)

その他(n=13)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

夫方の親は両親とも他界

0.0

 

妻方の親からの子育て支援について、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いは

みられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世話を頼める知人等の有無別】  

 

夫方の親からの子育て支援について、近くに気軽に頼める人がいるでは「とてもよく支援をしてもらって

いる」、特に頼める人はいないでは「あまり支援をしてもらっていない」「全く支援をしてもらっていない」

と回答した割合が高い。 
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42.6

29.1

28.5

16.1

15.4

36.2 

39.9 

41.6 

28.2 

38.5 

13.8 

18.3 

16.8 

22.7 

30.8 

4.8 

7.3 

8.1 

16.3 

0.0 

2.0 

3.5 

2.7 

13.2 

15.4 

0.6

1.8

2.3

3.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

近くに気軽に頼める人がいる(n=646)

近くに気軽ではないが、いざという時には

頼める人がいる(n=398)

近くではないが、頼める人がいる(n=558)

特に頼める人はいない(n=485)

その他(n=13)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

妻方の親は両親とも他界

0.0

29.0 

28.0 

12.4 

10.7 

8.5 

4.5 

44.8 

38.6 

36.1 

37.3 

25.4 

6.8 

14.9 

15.8 

20.9 

23.3 

22.8 

8.0 

7.5 

8.7 

14.0 

16.4 

22.0 

2.3 

3.7 

8.9 

16.5 

12.2 

21.3 

5.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

72.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

親と同居(n=241)

親と別居（片道15分未満）(n=482)

親と別居（片道15分～30分未満）(n=363)

親と別居（片道30分～１時間未満)(n=335)

親と別居（片道１時間以上）(n=591)

親は両親とも他界(n=88)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

夫方の親は両親とも他界

 

妻方の親からの子育て支援について、近くに気軽に頼める人がいるでは「とてもよく支援をしてもらって

いる」、特に頼める人はいないでは「あまり支援をしてもらっていない」「全く支援をしてもらっていない」

と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親との居住距離別】  

 

夫方の親からの子育て支援について、夫方の親の住まいとの距離では、親と同居、親と別居（片道 15 分

未満）では、「とてもよく支援をしてもらっている」と回答した割合が高い。 
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(%) 
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14.3 

16.4 

16.3 

16.6 

16.1 

15.8 

28.6 

32.9 

34.9 

37.2 

32.7 

24.6 

15.2 

17.1 

20.1 

20.1 

20.9 

15.8 

17.1 

13.8 

12.4 

13.2 

15.6 

14.0 

21.0 

15.5 

13.2 

11.4 

12.8 

12.3 

3.8 

4.3 

3.1 

1.5 

1.9 

17.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

親と同居(n=105)

親と別居（片道15分未満）(n=420)

親と別居（片道15分～30分未満）(n=418)

親と別居（片道30分～１時間未満)(n=403)

親と別居（片道１時間以上）(n=697)

親は両親とも他界(n=57)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

夫方の親は両親とも他界

17.4 

33.2 

34.4 

30.4 

29.4 

30.7 

39.8 

35.1 

38.3 

37.6 

36.4 

25.0 

24.9 

17.8 

14.3 

18.2 

16.1 

18.2 

10.8 

8.3 

7.4 

9.3 

8.1 

13.6 

5.0 
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3.4 

2.1 
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9.1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

親と同居(n=241)

親と別居（片道15分未満）(n=482)

親と別居（片道15分～30分未満）(n=363)

親と別居（片道30分～１時間未満)(n=335)

親と別居（片道１時間以上）(n=591)

親は両親とも他界(n=88)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

妻方の親は両親とも他界

 

夫方の親からの子育て支援について、妻方の親の住まいとの距離では、親と同居では、「全く支援をして

もらっていない」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親からの子育て支援について、夫方の親の住まいとの距離では、親と同居では、「とてもよく支援

をしてもらっている」と回答した割合が低く、「どちらともいえない」と回答した割合が高い。 
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48.6 

51.7 

28.0 

29.8 

17.6 

3.5 

30.5 

33.3 

45.5 

39.0 

35.2 

5.3 

13.3 

8.1 

15.6 

18.4 

25.7 

7.0 

1.9 

5.2 

7.7 

7.7 

13.3 

7.0 

5.7 

1.7 

3.3 

5.2 

8.2 

5.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

71.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

親と同居(n=105)

親と別居（片道15分未満）(n=420)

親と別居（片道15分～30分未満）(n=418)

親と別居（片道30分～１時間未満)(n=403)

親と別居（片道１時間以上）(n=697)

親は両親とも他界(n=57)

とてもよく支援をしてもらっている

よく支援をしてもらっている

どちらともいえない

あまり支援をしてもらっていない

全く支援をしてもらっていない

妻方の親は両親とも他界

 

妻方の親からの子育て支援について、妻方の親の住まいとの距離では、親と同居、親と別居（片道 15 分

未満）では、「とてもよく支援をしてもらっている」と回答した割合が高い。 
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22.5 

9.3 

12.0 

7.0 

3.9 

46.6 

20.2 

12.4 

18.4 

15.6 

49.9 

31.7 

3.3 

28.5 

12.2 

18.5 

11.3 

8.4 

54.4 

25.6 

14.7 

22.5 

14.3 

52.3 

32.1 

3.8 

0 10 20 30 40 50 60

食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

夫方の親からの子育て支援(n=1046) 妻方の親からの子育て支援(n=1397)

 

 

 

 

 

 

夫方の親からしてもらっている子育て支援について、「教育費以外の経済的支援をする」が 49.9％と最も

高く、次いで「子どもの話しや遊び相手をする」（46.6％）、「子どもに自分の経験や知恵を伝える」（31.7％）

となっている。 

妻方の親からしてもらっている子育て支援について、「子どもの話しや遊び相手をする」が 54.4％と最も

高く、次いで「教育費以外の経済的支援をする」（52.3％）、「子どもに自分の経験や知恵を伝える」（32.1％）

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Q34で「とてもよく支援をしてもらっている」又は「よく支援をしてもらっている」と回答した方） 

Q36.夫方の親から、どのような子育て支援をしてもらっていますか。（〇はいくつでも） 

（Q35で「とてもよく支援をしてもらっている」又は「よく支援をしてもらっている」と回答した方） 

Q37.妻方の親から、どのような子育て支援をしてもらっていますか。（〇はいくつでも） 
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21.5 

8.4 

11.9 

6.8 

3.8 

44.4 

19.8 

10.1 

15.7 

15.6 

51.6 

30.9 

3.3 

24.2 

9.9 

11.2 

6.9 

3.6 

48.9 

19.8 

14.5 

19.6 

16.0 

47.6 

30.8 

3.6 

21.0 

12.3 

16.0 

8.6 

6.2 

50.6 

24.7 

18.5 

30.9 

13.6 

49.4 

42.0 

1.2 
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食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

備前県民局(n=572) 備中県民局(n=393) 美作県民局(n=81)

28.7 

12.0 

17.4 

9.8 

8.1 

53.5 

24.8 

12.0 

18.7 

14.2 

53.9 

31.3 

3.8 

28.9 

12.6 

20.3 

13.6 

9.0 

55.4 

26.8 

18.5 

28.5 

14.3 

49.7 

33.3 

3.6 

25.0 

12.0 

17.6 

11.1 

8.3 

55.6 

25.9 

14.8 

20.4 

14.8 

52.8 

31.5 

4.6 

0 10 20 30 40 50 60

食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

備前県民局(n=766) 備中県民局(n=523) 美作県民局(n=108)

 

【居住地別】  

 

夫方の親からしてもらっている子育て支援について、居住地別では、美作県民局で「子どもが病気のとき、

病院に連れて行ったり看病したりする」「子どもに自分の経験や知恵を伝える」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親からしてもらっている子育て支援について、居住地別では、備中県民局で「保育所・幼稚園等（日

中預けている場所）の送り迎えをする」「子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする」と

回答した割合が高い。 
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9.0 

11.7 

5.9 

4.7 

42.2 

21.0 

11.9 

21.0 

19.0 

47.1 

32.9 

1.6 

22.1 

9.7 

12.2 

8.4 

3.0 

51.9 

19.1 

13.1 

15.0 

11.4 

53.4 

30.3 

5.4 
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食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

男性(n=580) 女性(n=466)

23.9 

9.9 

14.0 

8.4 

7.2 

47.9 

23.7 

13.4 

21.7 

15.4 

46.2 

29.0 

2.5 

32.2 

14.2 

22.1 

13.7 

9.5 

59.7 

27.2 

15.7 

23.1 

13.4 

57.2 

34.6 

4.8 

0 10 20 30 40 50 60

食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

男性(n=628) 女性(n=769)

 

【性別】  

 

夫方の親からしてもらっている子育て支援について、男性では、女性と比べて、「子どもが病気のとき、

病院に連れて行ったり看病したりする」「教育費の支援をする」と回答した割合が高く、「子どもの話しや遊

び相手をする」「教育費以外の経済的支援をする」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親からしてもらっている子育て支援について、男性では、女性と比べて、「食事の用意」「日用品や

食品の買い物をする」「子どもを入浴させる」「子どもの話しや遊び相手をする」「教育費以外の経済的支援

をする」「子どもに自分の経験や知恵を伝える」と回答した割合が低い。 
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22.5 

9.3 

12.0 

7.0 

3.9 

46.6 

20.2 

12.4 

18.4 

15.6 

49.9 

31.7 

3.3 

21.0 

10.0 

12.3 

8.2 

5.9 

44.7 

24.7 

16.4 

23.3 

15.5 

50.2 

42.9 

4.1 

0 10 20 30 40 50 60

食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

いる(n=1046) ３人以上(n=219)

28.5 

12.2 

18.5 

11.3 

8.4 

54.4 

25.6 

14.7 

22.5 

14.3 

52.3 

32.1 

3.8 

29.4 

13.6 

15.8 

8.1 

4.0 

52.2 

26.1 

22.8 

29.0 

11.8 

51.5 

38.6 

5.5 

0 10 20 30 40 50 60

食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

いる(n=1397) ３人以上(n=272)

 

【子ども数別】  

 

夫方の親からしてもらっている子育て支援について、子どもが 3 人以上では、子どもがいると比べて、「子

どもに自分の経験や知恵を伝える」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親からしてもらっている子育て支援について、子どもが 3 人以上では、子どもがいると比べて、「保

育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする」「子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり

看病したりする」「子どもに自分の経験や知恵を伝える」と回答した割合が高い。 
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22.5 

9.3 

12.0 

7.0 

3.9 

46.6 

20.2 

12.4 

18.4 

15.6 

49.9 

31.7 

3.3 

23.1 

8.8 

11.1 

5.1 

2.6 

46.3 

21.0 

11.6 

19.1 

17.8 

45.8 

30.8 

3.6 

0 10 20 30 40 50 60

食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

全体(n=1046) 予定が理想を下回る(n=467)

28.5 

12.2 

18.5 

11.3 

8.4 

54.4 

25.6 

14.7 

22.5 

14.3 

52.3 

32.1 

3.8 

29.1 

10.0 

16.9 

11.8 

9.0 

55.0 

28.4 

13.6 

21.0 

15.6 

50.9 

31.8 

4.7 

0 10 20 30 40 50 60

食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

全体(n=1397) 予定が理想を下回る(n=633)

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

夫方の親からしてもらっている子育て支援について、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、

あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親からしてもらっている子育て支援について、全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、

あまり違いはみられない。 
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27.6 

9.4 

12.3 

7.1 

4.5 

50.7 

24.8 

17.7 

22.6 

13.2 

44.6 

32.5 

4.0 

16.9 

6.6 

12.7 

8.9 

3.8 

50.2 
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10.8 

16.9 

16.4 

46.9 

36.6 

1.9 

19.3 

10.7 

12.2 

6.7 

5.2 

41.9 

18.1 

8.5 

15.9 

17.4 

62.2 

29.3 

1.5 

22.0 

9.8 

9.1 

3.8 

0.0 

37.1 

8.3 

6.8 

12.1 

18.2 

47.0 

25.8 

5.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

0.0 

42.9 

28.6 

0.0 

14.3 

14.3 

42.9 

42.9 

28.6 

0 10 20 30 40 50 60 70

食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

近くに気軽に頼める人がいる(n=424)

近くに気軽ではないが、いざという時には頼める人がいる(n=213)

近くではないが、頼める人がいる(n=270)

特に頼める人はいない(n=132)

その他(n=7)

 

【世話を頼める知人等の有無別】  

 

夫方の親からしてもらっている子育て支援について、近くではないが、頼める人がいるでは、「教育費以

外の経済的支援をする」と回答した割合が高い。また、「子どもの話しや遊び相手をする」「日常生活上のし

つけをする」「保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする」「子どもが病気のとき、病院に

連れて行ったり看病したりする」では、気軽に頼める人がいる人ほど回答割合が高い。 
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28.6 

57.1 
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42.9 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60 70

食事の用意

掃除・洗濯

日用品や食品の買い物をする

子どもを入浴させる

子どもを寝かしつける

子どもの話しや遊び相手をする

日常生活上のしつけをする

保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

教育費の支援をする

教育費以外の経済的支援をする

子どもに自分の経験や知恵を伝える

その他

近く(歩いて30分以内)に気軽に頼める人がいる(n=509)

近く(歩いて30分以内)に気軽ではないが、いざという時には頼める人がいる(n=275)

近くではないが、頼める人がいる(n=391)

特に頼める人はいない(n=215)

その他(n=7)

 

妻方の親からしてもらっている子育て支援について、「保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り

迎えをする」「子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする」「子どもに自分の経験や知恵を

伝える」では、気軽に頼める人がいる人ほど回答割合が高い。 
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夫方の親との居住距離

（
集
計

客
体

数

）

食

事
の

用

意

掃

除
・

洗

濯

日

用
品

や

食
品

の
買

い
物

を

す

る 子

ど
も

を

入
浴

さ
せ

る

子

ど
も

を

寝
か

し
つ

け
る

子

ど
も

の

話
し

や
遊

び
相

手

を

す

る

日

常
生

活

上
の

し
つ

け
を

す

る

保

育
所

・

幼
稚

園
等

（
日

中

預

け

て
い

る

場
所

）
の

送
り

迎

え

を

す
る

子

ど
も

が

病
気

の
と

き

、
病

院

に

連
れ

て

行

っ
た
り

看
病

し

た

り

す
る

教

育
費

の

支
援

を
す

る

教

育
費

以

外
の

経
済

的
支

援

を

す

る

子

ど
も

に

自
分

の
経

験
や

知

恵

を

伝
え

る

そ

の
他

親と同居 (n=178) 47.2% 36.0% 27.0% 16.3% 9.0% 55.1% 37.6% 17.4% 20.2% 10.1% 34.8% 38.8% 1.1%

親と別居（片道15分未満） (n=321) 25.2% 2.5% 10.0% 6.5% 2.5% 57.6% 25.5% 22.7% 28.7% 11.8% 45.5% 32.7% 2.8%

親と別居（片道15分～30分未満） (n=176) 15.9% 5.7% 10.2% 4.0% 3.4% 40.9% 12.5% 9.1% 17.6% 15.9% 48.3% 31.3% 3.4%

親と別居（片道30分～１時間未満) (n=161) 13.7% 2.5% 8.7% 5.0% 3.1% 44.1% 11.8% 4.3% 11.2% 15.5% 60.2% 27.3% 0.6%

親と別居（片道１時間以上） (n=200) 9.0% 5.5% 6.5% 3.5% 3.0% 30.0% 10.0% 1.5% 6.5% 25.0% 64.5% 29.0% 7.0%

親は両親とも他界 (n=10) 20.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 20.0% 40.0% 30.0% 10.0% 20.0%

妻方の親との居住距離

（
集
計

客
体

数

）

食

事
の

用

意

掃

除
・

洗

濯

日

用
品

や

食
品

の
買

い
物

を

す

る 子

ど
も

を

入
浴

さ
せ

る

子

ど
も

を

寝
か

し
つ

け
る

子

ど
も

の

話
し

や
遊

び
相

手

を

す

る

日

常
生

活

上
の

し
つ

け
を

す

る

保

育
所

・

幼
稚

園
等

（
日

中

預

け

て
い

る

場
所

）
の

送
り

迎

え

を

す
る

子

ど
も

が

病
気

の
と

き

、
病

院

に

連
れ

て

行

っ
た
り

看
病

し

た

り

す
る

教

育
費

の

支
援

を
す

る

教

育
費

以

外
の

経
済

的
支

援

を

す

る

子

ど
も

に

自
分

の
経

験
や

知

恵

を

伝
え

る

そ

の
他

親と同居 (n=45) 15.6% 4.4% 11.1% 8.9% 2.2% 24.4% 6.7% 2.2% 4.4% 20.0% 46.7% 28.9% 2.2%

親と別居（片道15分未満） (n=207) 20.8% 6.3% 10.6% 4.8% 3.4% 41.1% 15.5% 10.6% 15.9% 12.1% 41.5% 25.6% 5.8%

親と別居（片道15分～30分未満） (n=214) 24.8% 9.3% 14.5% 5.6% 3.3% 47.7% 19.2% 16.4% 20.1% 15.4% 50.0% 28.0% 0.5%

親と別居（片道30分～１時間未満) (n=217) 23.5% 12.9% 11.1% 9.2% 4.6% 53.5% 23.0% 14.7% 23.5% 15.2% 50.2% 32.7% 3.2%

親と別居（片道１時間以上） (n=340) 22.1% 9.4% 12.4% 7.4% 4.7% 47.6% 23.2% 11.8% 17.6% 17.4% 55.3% 37.6% 3.8%

親は両親とも他界 (n=23) 26.1% 8.7% 4.3% 8.7% 0.0% 47.8% 26.1% 0.0% 13.0% 17.4% 47.8% 30.4% 0.0%

 

【親との居住距離別】  

 

夫方の親からしてもらっている子育て支援について、夫方の親の住まいとの距離では、親と同居で「食事

の用意」「掃除・洗濯」「日用品や食品の買い物をする」「子どもを入浴させる」「子どもの話しや遊び相手を

する」「日常生活上のしつけをする」と回答した割合が高い。また、親と別居（片道 15 分未満）で「子ども

の話しや遊び相手をする」「保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする」「子どもが病気の

とき、病院に連れて行ったり看病したりする」、親と別居（片道 30 分～1 時間未満）、親と別居（片道 1 時

間以上）では「教育費以外の経済的支援をする」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫方の親からしてもらっている子育て支援について、妻方の親の住まいとの距離では、親と同居で「掃除・

洗濯」「子どもの話しや遊び相手をする」「日常生活上のしつけをする」「保育所・幼稚園等（日中預けてい

る場所）の送り迎えをする」「子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする」と回答した割

合が低い。 
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夫方の親との居住距離

（
集
計

客
体

数

）

食

事
の

用

意

掃

除
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洗

濯

日

用
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や

食
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買
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手
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場
所
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の
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り

迎

え

を

す
る

子
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が

病
気

の
と

き

、
病

院

に
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れ

て
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っ
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す
る

教

育
費

の

支
援

を
す

る

教

育
費

以

外
の

経
済

的
支

援

を

す

る

子

ど
も

に

自
分

の
経

験
や

知

恵

を

伝
え

る

そ

の
他

親と同居 (n=138) 15.9% 10.1% 15.2% 8.7% 8.0% 45.7% 23.9% 8.0% 13.8% 12.3% 50.7% 36.2% 3.6%

親と別居（片道15分未満） (n=329) 24.9% 8.5% 13.7% 10.6% 7.0% 55.9% 25.2% 13.1% 21.3% 12.2% 52.3% 29.8% 4.6%

親と別居（片道15分～30分未満） (n=264) 29.9% 12.1% 20.8% 13.6% 10.2% 56.4% 27.7% 15.9% 26.5% 12.1% 46.2% 36.4% 4.2%

親と別居（片道30分～１時間未満) (n=228) 35.1% 12.3% 20.6% 11.8% 8.3% 57.9% 29.4% 21.1% 25.9% 13.6% 54.4% 30.7% 2.2%

親と別居（片道１時間以上） (n=389) 31.4% 15.9% 21.3% 11.3% 9.8% 53.2% 23.9% 14.1% 21.9% 18.8% 55.5% 29.3% 3.9%

親は両親とも他界 (n=49) 26.5% 14.3% 14.3% 8.2% 0.0% 51.0% 18.4% 12.2% 22.4% 14.3% 53.1% 40.8% 4.1%

妻方の親との居住距離
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を
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を

す
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子

ど
も

に

自
分

の
経

験
や

知

恵

を

伝
え

る

そ

の
他

親と同居 (n=83) 56.6% 50.6% 33.7% 13.3% 14.5% 59.0% 39.8% 31.3% 26.5% 12.0% 32.5% 32.5% 0.0%

親と別居（片道15分未満） (n=357) 40.9% 9.2% 18.8% 13.7% 7.3% 64.1% 27.7% 28.9% 34.2% 12.9% 44.3% 33.9% 3.6%

親と別居（片道15分～30分未満） (n=307) 25.7% 9.1% 18.2% 8.8% 8.5% 54.4% 25.7% 13.4% 26.1% 12.7% 49.5% 27.4% 4.6%

親と別居（片道30分～１時間未満) (n=277) 25.6% 12.3% 19.9% 14.1% 9.4% 59.9% 27.1% 6.9% 20.6% 11.2% 57.0% 33.2% 2.9%

親と別居（片道１時間以上） (n=368) 14.9% 9.0% 13.9% 8.4% 7.6% 40.2% 19.6% 4.1% 9.0% 19.8% 63.3% 33.4% 4.9%

親は両親とも他界 (n=5) 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0%

 

妻方の親からしてもらっている子育て支援について、夫方の親の住まいとの距離では、親と同居では「食

事の用意」「子どもの話しや遊び相手をする」「保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする」

と回答した割合が低い。また、親と別居（片道 30 分～１時間未満）で「食事の用意」と回答した割合が高

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻方の親からしてもらっている子育て支援について、妻方の親の住まいとの距離では、親と同居で「食事

の用意」「掃除・洗濯」「日用品や食品の買い物をする」「子どもを寝かしつける」「日常生活上のしつけをす

る」「保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする」、親と別居（片道 15 分未満）で「子ど

もが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする」、親と別居（片道 30 分～１時間未満）、親と別居

（片道１時間以上）で「教育費以外の経済的支援をする」と回答した割合が高い。 
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47.1 

46.0 

24.7 

21.4 

13.9 

11.9 

11.4 

2.0 

10.9 

0 10 20 30 40 50

塾や習い事にかかる費用

保育所、幼稚園又は小学校にかかる費用

（保育料、給食費等）

食費（外食費を含む）

教養費

被服費

医療費

娯楽費

その他

負担に感じるものはない

全体(n=2100)

49.2 

45.1 

22.1 

20.6 

11.8 

16.4 

11.6 

1.8 

11.3 

45.1 

46.4 

27.3 

22.6 

17.0 

6.2 

10.1 

2.4 

10.1 

42.9 

50.0 

29.4 

21.8 

13.5 

8.2 

16.5 

1.8 

11.8 

0 10 20 30 40 50 60

塾や習い事にかかる費用

保育所、幼稚園又は小学校にかかる費用

（保育料、給食費等）

食費（外食費を含む）

教養費

被服費

医療費

娯楽費

その他

負担に感じるものはない

備前県民局(n=1128) 備中県民局(n=802) 美作県民局(n=170)

 

 

 

 

「塾や習い事にかかる費用」が 47.1％と最も高く、次いで「保育所、幼稚園又は小学校にかかる費用」

（46.0％）、「食費」（24.7％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

居住地別では、備前県民局で「塾や習い事にかかる費用」「医療費」、美作県民局で「保育所、幼稚園又は

小学校にかかる費用」「食費（外食費を含む）」「娯楽費」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q38.お子さんの子育てにかかる費用のうち、特に経済的に負担に感じるのは何です

か。（〇は３つまで） 

(%) 

(%) 
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46.4 

42.1 

23.7 

24.6 

11.6 

10.9 

9.3 

1.0 

12.4 

47.8 

49.4 

25.5 

18.7 

15.9 

12.7 

13.2 

2.8 

9.6 

0 10 20 30 40 50

塾や習い事にかかる費用

保育所、幼稚園又は小学校にかかる費用

（保育料、給食費等）

食費（外食費を含む）

教養費

被服費

医療費

娯楽費

その他

負担に感じるものはない

男性(n=974) 女性(n=1126)

47.1 

46.0 

24.7 

21.4 

13.9 

11.9 

11.4 

2.0 

10.9 

51.0 

48.3 

33.1 

24.9 

15.5 

13.0 

9.2 

3.6 

8.0 

0 10 20 30 40 50 60

塾や習い事にかかる費用

保育所、幼稚園又は小学校にかかる費用

（保育料、給食費等）

食費（外食費を含む）

教養費

被服費

医療費

娯楽費

その他

負担に感じるものはない

いる(n=2100) ３人以上(n=414)

 

【性別】  

 

男性では、女性と比べて、「教養費」と回答した割合が高く、「保育所、幼稚園又は小学校にかかる費用」

と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども数別】  

 

子どもが 3 人以上では、子どもがいると比べて、「食費（外食費を含む）」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 
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47.1 

46.0 

24.7 

21.4 

13.9 

11.9 

11.4 

2.0 

10.9 

50.2 

45.3 

22.2 

20.4 

13.1 

12.3 

12.4 

1.4 

11.3 

0 10 20 30 40 50 60

塾や習い事にかかる費用

保育所、幼稚園又は小学校にかかる費用

（保育料、給食費等）

食費（外食費を含む）

教養費

被服費

医療費

娯楽費

その他

負担に感じるものはない

全体(n=2100) 予定が理想を下回る(n=966)

 

【世帯年収別】  

 

世帯年収では、100～150 万円未満で「保育所、幼稚園又は小学校にかかる費用（保育料、給食費等）」「被

服費」、150～500 万円で「娯楽費」、1,300 万円以上では「教養費」と回答した割合が高い。また、1,000

万円以上では「保育所、幼稚園又は小学校にかかる費用（保育料、給食費等）」「食費（外食費を含む）」と

回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

世帯年収

（
集
計
客

体
数

）

塾
や

習
い
事

に
か
か
る

費
用

保
育

所

、
幼

稚
園
又
は

小
学
校
に

か

か
る

費
用

（
保
育
料

、
給
食
費
等

）

食
費

（
外
食

費
を
含
む

）

教
養

費

被
服

費

医
療

費

娯
楽

費

そ
の

他

負
担

に
感
じ

る
も
の
は

な
い

100万円未満 (n=51) 29.4% 45.1% 35.3% 21.6% 9.8% 17.6% 3.9% 2.0% 11.8%

100～150万円未満 (n=18) 33.3% 72.2% 27.8% 22.2% 33.3% 5.6% 5.6% 0.0% 5.6%

150～300万円未満 (n=174) 37.4% 54.6% 39.7% 19.0% 18.4% 7.5% 17.2% 0.6% 9.2%

300～500万円未満 (n=637) 43.6% 51.8% 28.9% 21.4% 15.9% 14.3% 14.9% 3.3% 8.0%

500～700万円未満 (n=628) 54.6% 45.4% 21.8% 22.1% 14.0% 12.7% 10.2% 1.4% 9.1%

700～1,000万円未満 (n=395) 49.4% 40.5% 20.3% 20.3% 8.1% 9.9% 8.4% 1.8% 17.0%

1,000～1,300万円未満 (n=108) 48.1% 29.6% 10.2% 22.2% 13.9% 6.5% 5.6% 2.8% 19.4%

1,300万円以上 (n=43) 39.5% 39.5% 9.3% 30.2% 11.6% 7.0% 9.3% 0.0% 14.0%

なし (n=46) 41.3% 23.9% 21.7% 21.7% 17.4% 13.0% 10.9% 0.0% 8.7%
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46.1 

45.9 

36.8 

34.0 

27.8 

22.6 

17.7 

11.0 

3.7 

2.2 

10.2 

0 10 20 30 40 50

子育ての出費がかさむ

将来予想される子どもにかかる経済的負担

子どもが病気のとき

自分の自由な時間が持てない

子育てによる精神的負担が大きい

子育てによる身体的負担が大きい

夫婦で楽しむ時間がない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを職場の人が理解してくれない

その他

負担・不安に思うことはない

全体(n=2100)

45.4 

46.1 

36.9 

32.4 

27.0 

20.7 

17.1 

10.7 

3.9 

2.0 

10.3 

47.1 

44.5 

37.5 

37.3 

30.4 

26.3 

19.1 

11.0 

3.5 

2.0 

10.5 

45.9 

51.2 

32.4 

29.4 

20.6 

18.2 

15.3 

13.5 

2.9 

4.1 

8.8 

0 10 20 30 40 50 60

子育ての出費がかさむ

将来予想される子どもにかかる経済的負担

子どもが病気のとき

自分の自由な時間が持てない

子育てによる精神的負担が大きい

子育てによる身体的負担が大きい

夫婦で楽しむ時間がない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを職場の人が理解してくれない

その他

負担・不安に思うことはない

備前県民局(n=1128) 備中県民局(n=802) 美作県民局(n=170)

 

 

 

「子育ての出費がかさむ」が 46.1％と最も高く、次いで「将来予想される子どもにかかる経済的負担」

（45.9％）、「子どもが病気のとき」（36.8％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地別】  

 

居住地別では、美作県民局で、「将来予想される子どもにかかる経済的負担」と回答した割合が高く、「子

どもが病気のとき」「子育てによる精神的負担が大きい」と回答した割合が低い。また、備中県民局では、「子

育てによる身体的負担が大きい」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q39.子育てをしていて負担・不安に思うことは何ですか。（〇はいくつでも） 

(%) 

(%) 
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45.9 

40.1 

32.8 

25.6 

18.5 

20.2 

20.6 

4.3 

3.6 

0.9 

13.3 

46.3

50.9

40.2

41.3

35.8

24.7

15.2

16.9

3.7

3.3

7.5

0 10 20 30 40 50 60

子育ての出費がかさむ

将来予想される子どもにかかる経済的負担

子どもが病気のとき

自分の自由な時間が持てない

子育てによる精神的負担が大きい

子育てによる身体的負担が大きい

夫婦で楽しむ時間がない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを職場の人が理解してくれない

その他

負担・不安に思うことはない

男性(n=974) 女性(n=1126)

46.1 

45.9 

36.8 

34.0 

27.8 

22.6 

17.7 

11.0 

3.7 

2.2 

10.2 

56.5 

50.2 

39.4 

33.1 

26.3 

20.0 

19.3 

11.6 

1.9 

1.9 

10.9 

0 10 20 30 40 50 60

子育ての出費がかさむ

将来予想される子どもにかかる経済的負担

子どもが病気のとき

自分の自由な時間が持てない

子育てによる精神的負担が大きい

子育てによる身体的負担が大きい

夫婦で楽しむ時間がない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを職場の人が理解してくれない

その他

負担・不安に思うことはない

いる(n=2100) ３人以上(n=414)

 

【性別】  

 

男性では、女性と比べて、「夫婦で楽しむ時間がない」「負担・不安に思うことはない」と回答した割合が

高く、「将来予想される子どもにかかる経済的負担」「子どもが病気のとき」「自分の自由な時間が持てない」

「子育てによる精神的負担が大きい」「仕事が十分にできない」と回答した割合が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども数別】  

 

子どもが 3 人以上では、子どもがいると比べて、「子育ての出費がかさむ」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 
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46.1 

45.9 

36.8 

34.0 

27.8 

22.6 

17.7 

11.0 

3.7 

2.2 

10.2 

46.8 

44.6 

35.1 

30.5 

27.7 

22.4 

15.0 

11.9 

4.0 

2.2 

11.3 

0 10 20 30 40 50 60

子育ての出費がかさむ

将来予想される子どもにかかる経済的負担

子どもが病気のとき

自分の自由な時間が持てない

子育てによる精神的負担が大きい

子育てによる身体的負担が大きい

夫婦で楽しむ時間がない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを職場の人が理解してくれない

その他

負担・不安に思うことはない

全体(n=2100) 予定が理想を下回る(n=966)

44.7 

42.8 

35.0 

31.8 

28.4 

21.3 

18.1 

11.7 

6.6 

1.2 

13.0 

47.0 

46.7 

37.3 

34.9 

28.4 

23.3 

17.8 

10.9 

3.2 

2.7 

9.7 

44.3

46.3

37.0

32.1

24.4

22.0

17.1

11.0

1.6

1.2

8.9

30.0 

50.0 

35.0 

35.0 

15.0 

10.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

10.0 

0 10 20 30 40 50 60

子育ての出費がかさむ

将来予想される子どもにかかる経済的負担

子どもが病気のとき

自分の自由な時間が持てない

子育てによる精神的負担が大きい

子育てによる身体的負担が大きい

夫婦で楽しむ時間がない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを職場の人が理解してくれない

その他

負担・不安に思うことはない

一世代世帯（夫婦のみ）(n=409) 二世代世帯（親と子）(n=1425)

三世代世帯（祖父母と親と子）(n=246) その他(n=20)

 

【世帯構成別】  

 

世帯構成別では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

(%) 
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46.9 

46.6 

38.5 

32.4 

22.8 

20.9 

16.6 

9.6 

3.6 

2.0 

10.4 

45.5 

46.5 

35.4 

39.2 

32.7 

21.9 

18.6 

13.1 

3.5 

2.0 

6.5 

47.5 

48.2 

37.8 

36.0 

28.7 

23.3 

19.2 

10.9 

3.6 

2.2 

9.1 

45.2 

42.7 

34.4 

29.9 

29.7 

24.7 

17.1 

11.8 

4.1 

2.1 

13.6 

0.0 

15.4 

30.8 

23.1 

15.4 

23.1 

7.7 

0.0 

0.0 

23.1 

38.5 

0 10 20 30 40 50 60

子育ての出費がかさむ

将来予想される子どもにかかる経済的負担

子どもが病気のとき

自分の自由な時間が持てない

子育てによる精神的負担が大きい

子育てによる身体的負担が大きい

夫婦で楽しむ時間がない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを職場の人が理解してくれない

その他

負担・不安に思うことはない

近くに気軽に頼める人がいる(n=646)

近くに気軽ではないが、いざという時には頼める人がいる(n=398)

近くではないが、頼める人がいる(n=558)

特に頼める人はいない(n=485)

その他(n=13)

 

【世話を頼める知人等の有無別】  

 

近くに気軽に頼める人がいるでは、「子育てによる精神的負担が大きい」と回答した割合が低い。 
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46.9 

42.6 

36.4 

32.9 

29.7 

24.0 

21.5 

19.8 

19.0 

17.6 

17.0 

16.1 

15.9 

15.6 

11.5 

3.0 

19.8 

0 10 20 30 40 50

将来の教育費に対する補助

幼稚園・保育所などの費用の補助

妊娠・出産に伴う医療費の補助

幼稚園・保育所などの充実

住居費用の補助

配偶者の家事・子育てへの協力

妊娠・出産に関する医療サービスの向上

職場の理解

地域や自治体の育児支援サービスの充実

勤務先の産休・育児休業制度

勤務先の育児短縮勤務制度

不妊治療に関する医療機関の充実や補助金の整備

ベビーシッターや民間の家事・育児支援サービスの利用にかかる費用への補助や

税金の控除

産婦人科の充実

自分又は配偶者の親の家事・子育てへの協力

その他

特にない

全体(n=2571)

 

 

 

 

「将来の教育費に対する補助」が 46.9％と最も高く、次いで「幼稚園・保育所などの費用の補助」（42.6％）、

「妊娠・出産に伴う医療費の補助」（36.4％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q40.次にあげることがらのうち、どのようなことがあれば、あなたは（もっと）子どもが

欲しいと思うと思いますか。（〇はいくつでも） 

 

(%) 
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17.0 

16.1 

15.9 

15.6 

11.5 

3.0 

19.8 

74.3 

62.5 

53.1 

48.0 

41.7 

28.9 

32.3 

46.1 

26.7 

40.3 

37.2 

22.9 

25.3 

24.9 

15.3 

4.4 

5.3 

0.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

将来の教育費に対する補助

幼稚園・保育所などの費用の補助

妊娠・出産に伴う医療費の補助

幼稚園・保育所などの充実

住居費用の補助

配偶者の家事・子育てへの協力

妊娠・出産に関する医療サービスの向上

職場の理解

地域や自治体の育児支援サービスの充実

勤務先の産休・育児休業制度

勤務先の育児短縮勤務制度

不妊治療に関する医療機関の充実や補助金の整備

ベビーシッターや民間の家事・育児支援サービスの利用にかかる費用への補助や

税金の控除

産婦人科の充実

自分又は配偶者の親の家事・子育てへの協力

その他

特にない

無回答

岡山県(n=2571) 結婚・家族形成に関する意識調査（平成26年度）既婚(n=1428)

 

【全国調査との比較】  

 

全国調査と比べて、「将来の教育費に対する補助」「職場の理解」「勤務先の産休・育児休業制度」「勤務先

の育児短縮勤務制度」と回答した割合は 20 ポイント以上低くなっている。 
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47.0 

42.0 

38.3 

33.4 

30.3 

22.3 

22.2 

18.6 

19.7 

18.0 

16.8 

17.3 

17.1 

13.7 

11.5 

22.2 

3.2 

20.3 

46.5 

44.2 

35.1 

34.0 

28.8 

26.1 

21.0 

21.9 

17.5 

17.1 

18.0 

14.7 

15.0 

18.6 

11.3 

21.0 

2.6 

19.1 

48.1 

39.8 

29.6 

24.8 

29.1 

24.8 

19.9 

18.0 

20.9 

17.0 

13.6 

14.1 

11.2 

14.1 

12.1 

19.9 

3.9 

19.9 

0 10 20 30 40 50 60

将来の教育費に対する補助

幼稚園・保育所などの費用の補助

妊娠・出産に伴う医療費の補助

幼稚園・保育所などの充実

住居費用の補助

配偶者の家事・子育てへの協力

妊娠・出産に関する医療サービスの向上

職場の理解

地域や自治体の育児支援サービスの充実

勤務先の産休・育児休業制度

勤務先の育児短縮勤務制度

不妊治療に関する医療機関の充実や補助金の整備

ベビーシッターや民間の家事・育児支援サービスの利用にかかる費用への補助や

税金の控除

産婦人科の充実

自分又は配偶者の親の家事・子育てへの協力

妊娠・出産に関する医療サービスの向上

その他

特にない

備前県民局(n=1401) 備中県民局(n=964) 美作県民局(n=206)

 

【居住地別】  

 

居住地別では、美作県民局で、「妊娠・出産に伴う医療費の補助」「幼稚園・保育所などの充実」「ベビー

シッターや民間の家事・育児支援サービスの利用にかかる費用への補助や税金の控除」と回答した割合が低

い。 
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42.6 

36.5 

32.4 

28.6 

27.9 

10.8 

19.4 

14.0 

17.3 

15.1 

12.4 

13.7 

11.4 

13.1 

7.4 

2.3 

23.7 

50.5

47.7

39.6

36.6

31.2

34.9

23.3

24.6

20.4

19.6

20.9

18.0

19.6

17.6

14.9

3.6

16.6

0 10 20 30 40 50 60

将来の教育費に対する補助

幼稚園・保育所などの費用の補助

妊娠・出産に伴う医療費の補助

幼稚園・保育所などの充実

住居費用の補助

配偶者の家事・子育てへの協力

妊娠・出産に関する医療サービスの向上

職場の理解

地域や自治体の育児支援サービスの充実

勤務先の産休・育児休業制度

勤務先の育児短縮勤務制度

不妊治療に関する医療機関の充実や補助金の整備

ベビーシッターや民間の家事・育児支援サービスの利用にかかる費用への補助や

税金の控除

産婦人科の充実

自分又は配偶者の親の家事・子育てへの協力

その他

特にない

男性(n=1165) 女性(n=1406)

 

【性別】  

 

女性では、男性と比べて、「将来の教育費に対する補助」「幼稚園・保育所などの費用の補助」「妊娠・出

産に伴う医療費の補助」「幼稚園・保育所などの充実」「配偶者の家事・子育てへの協力」「職場の理解」「勤

務先の育児短縮勤務制度」「ベビーシッターや民間の家事・育児支援サービスの利用にかかる費用への補助

や税金の控除」「自分又は配偶者の親の家事・子育てへの協力」と回答した割合が高い。特に、「配偶者の家

事・子育てへの協力」では 20 ポイント以上高くなっている。 
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49.2 

44.0 

33.0 

32.4 

30.7 

23.7 

18.0 

18.5 

18.5 

15.3 

15.6 

10.8 

15.0 

13.2 

10.6 

3.0 

18.6 

36.7

36.7

51.6

35.5

25.3

25.3

37.2

25.7

21.2

27.8

23.6

39.7

19.7

26.1

15.5

3.4

25.3

53.4

47.6

33.3

30.7

34.3

19.8

18.1

15.9

16.4

14.7

17.9

6.3

14.5

12.1

7.7

2.2

20.5

0 10 20 30 40 50 60

将来の教育費に対する補助

幼稚園・保育所などの費用の補助

妊娠・出産に伴う医療費の補助

幼稚園・保育所などの充実

住居費用の補助

配偶者の家事・子育てへの協力

妊娠・出産に関する医療サービスの向上

職場の理解

地域や自治体の育児支援サービスの充実

勤務先の産休・育児休業制度

勤務先の育児短縮勤務制度

不妊治療に関する医療機関の充実や補助金の整備

ベビーシッターや民間の家事・育児支援サービスの利用にかかる費用への補助や

税金の控除

産婦人科の充実

自分又は配偶者の親の家事・子育てへの協力

その他

特にない

いる(n=2100) いない(n=471) ３人以上(n=414)

 

【子ども有無別】  

 

子どもがいる又は 3 人以上では「将来の教育費に対する補助」「幼稚園・保育所などの費用の補助」「住居

費用の補助」と回答した割合が高く、子どもがいないでは「妊娠・出産に伴う医療費の補助」「妊娠・出産

に関する医療サービスの向上」「職場の理解」「勤務先の産休・育児休業制度」「不妊治療に関する医療機関

の充実や補助金の整備」「産婦人科の充実」「特にない」と回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 



149 

 

43.1 

40.5 

46.2 

36.7 

30.7 

24.4 

28.4 

21.7 

19.4 

22.7 

21.0 

25.9 

17.8 

21.0 

12.8 

2.6 

21.3 

49.9 

44.2 

29.7 

31.8 

30.7 

24.4 

17.1 

18.5 

18.5 

14.2 

14.9 

10.2 

15.4 

12.4 

10.5 

3.1 

19.2 

46.7

42.3

39.4

28.5

24.0

19.9

21.5

18.7

21.1

17.1

16.3

10.6

12.2

14.6

11.8

4.1

17.5

30.2 

36.5 

44.4 

27.0 

15.9 

25.4 

31.7 

28.6 

15.9 

27.0 

14.3 

39.7 

15.9 

19.0 

14.3 

3.2 

22.2 

0 10 20 30 40 50 60

将来の教育費に対する補助

幼稚園・保育所などの費用の補助

妊娠・出産に伴う医療費の補助

幼稚園・保育所などの充実

住居費用の補助

配偶者の家事・子育てへの協力

妊娠・出産に関する医療サービスの向上

職場の理解

地域や自治体の育児支援サービスの充実

勤務先の産休・育児休業制度

勤務先の育児短縮勤務制度

不妊治療に関する医療機関の充実や補助金の整備

ベビーシッターや民間の家事・育児支援サービスの利用にかかる費用への補助や

税金の控除

産婦人科の充実

自分又は配偶者の親の家事・子育てへの協力

その他

特にない

一世代世帯（夫婦のみ）(n=837) 二世代世帯（親と子）(n=1425)

三世代世帯（祖父母と親と子）(n=246) その他(n=63)

 

【世帯構成別】  

 

世帯構成別では、一世代世帯（夫婦のみ）では、「幼稚園・保育所などの充実」「妊娠・出産に関する医療

サービスの向上」「勤務先の産休・育児休業制度」「不妊治療に関する医療機関の充実や補助金の整備」「産

婦人科の充実」と回答した割合が高い。また、二世代世帯（親と子）では、「将来の教育費に対する補助」

と回答した割合が高く、「妊娠・出産に伴う医療費の補助」と回答した割合が低い。 
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46.9 

42.6 

36.4 

32.9 

29.7 

24.0 

21.5 

19.8 

19.0 

17.6 

17.0 

16.1 

15.9 

15.6 

11.5 

3.0 

19.8 

47.7

41.5

35.4

31.5

28.7

23.6

21.7

20.6

19.6

18.6

17.9

18.9

16.7

16.9

12.5

3.5

18.9

0 10 20 30 40 50 60

将来の教育費に対する補助

幼稚園・保育所などの費用の補助

妊娠・出産に伴う医療費の補助

幼稚園・保育所などの充実

住居費用の補助

配偶者の家事・子育てへの協力

妊娠・出産に関する医療サービスの向上

職場の理解

地域や自治体の育児支援サービスの充実

勤務先の産休・育児休業制度

勤務先の育児短縮勤務制度

不妊治療に関する医療機関の充実や補助金の整備

ベビーシッターや民間の家事・育児支援サービスの利用にかかる費用への補助や

税金の控除

産婦人科の充実

自分又は配偶者の親の家事・子育てへの協力

その他

特にない

全体(n=2571) 予定が理想を下回る(n=1204)

 

【世帯年収別】  

 

世帯年収別では、100～150 万円未満で「将来の教育費に対する補助」「妊娠・出産に伴う医療費の補助」

「住居費用の補助」「配偶者の家事・子育てへの協力」「不妊治療に関する医療機関の充実や補助金の整備」

と回答した割合が高い。 

 

世帯年収

（
集
計
客
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数
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100万円未満 (n=58) 43.1% 44.8% 46.6% 32.8% 36.2% 24.1% 25.9% 17.2% 20.7% 13.8% 12.1% 19.0% 19.0% 25.9% 19.0% 0.0% 17.2%

100～150万円未満 (n=27) 59.3% 29.6% 48.1% 29.6% 48.1% 33.3% 25.9% 25.9% 25.9% 22.2% 22.2% 22.2% 18.5% 22.2% 18.5% 11.1% 3.7%

150～300万円未満 (n=230) 50.0% 49.1% 41.3% 36.5% 36.5% 26.5% 29.1% 19.1% 18.7% 18.3% 16.1% 14.3% 15.7% 23.0% 16.1% 3.0% 18.7%

300～500万円未満 (n=792) 53.2% 48.7% 44.7% 36.4% 35.6% 27.8% 25.3% 23.4% 20.2% 19.6% 19.3% 16.8% 18.1% 17.8% 12.2% 2.9% 14.5%

500～700万円未満 (n=778) 45.6% 42.3% 32.8% 31.7% 29.0% 21.5% 18.8% 18.8% 18.9% 15.2% 16.2% 17.6% 14.7% 12.3% 11.2% 2.7% 21.3%

700～1,000万円未満 (n=459) 40.7% 36.6% 27.2% 30.3% 21.6% 20.7% 18.1% 19.0% 17.0% 18.3% 16.3% 13.7% 12.4% 13.1% 8.3% 3.7% 26.1%

1,000～1,300万円未満 (n=123) 40.7% 26.0% 26.0% 31.7% 15.4% 25.2% 13.8% 13.0% 17.1% 13.0% 12.2% 12.2% 22.8% 10.6% 8.1% 2.4% 23.6%

1,300万円以上 (n=50) 40.0% 28.0% 34.0% 26.0% 16.0% 22.0% 20.0% 20.0% 22.0% 24.0% 20.0% 12.0% 12.0% 16.0% 8.0% 6.0% 18.0%

なし (n=54) 31.5% 37.0% 31.5% 18.5% 20.4% 14.8% 16.7% 7.4% 16.7% 20.4% 16.7% 16.7% 14.8% 14.8% 11.1% 1.9% 29.6%  

 

 

【予定子ども数が理想子ども数を下回る人】  

 

全体と予定子ども数が理想子ども数を下回る人では、あまり違いはみられない。 
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