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調査結果のポイント 

 

 

１ 夫婦の世帯構成 
  

〇 結婚後の夫婦の家族構成は約８割が核家族である。過去調査から夫婦のみの世帯の割合が増加してい

る。 

 ［参考：奈良県の核家族世帯割合］62.5％（R2 国勢調査結果・分母に単独世帯含む） 

 

 

【図表 夫婦調査の家族構成】 

 

 

 

 

２ 子どもの数 
  

〇 理想の子どもの人数の平均は 2.33人に対し、予定している子どもの数の平均は 2.10人。 

理想と予定の差は 0.23人と前回調査から縮まっているものの理想の子どもの数はゆるやかに減少。 

〇 理想の子どもを持たない理由の一位は「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」で、その要因は塾や

習い事を含めた教育費である。 

正規職・自営業の世帯でも夫婦ともに「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」が理由の上位となっ

ており、共働きによる経済的優位がうかがえない。 

  

 

【図表 理想・予定・現在の子どもの平均人数】 
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図表 実際に持つ子どもの人数が理想の人数より少ない理由（複数回答）（初婚同士） 

 

 

※H30 県調査、H25県調査、R3全国調査では「パートナー」ではなく「夫」であった 

※H30 県調査、H25県調査、R3全国調査では無回答の掲載なし 
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6.0%

7.2%

56.1%

10.6%

9.9%
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協力が得られないから
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末子がパートナーの定年退職

までに成人してほしいから

その他

無回答
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R3全国調査(N=1,315)
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図表 実際に持つ子どもの人数が理想の人数より少ない理由（複数回答） 
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３ 子育ての負担感 
  

〇 6歳未満の子どもがいる家庭の子育てへの身体的・経済的な不安感・負担感は男女ともに上昇傾向。 

男性においては精神的な不安感も増している。 

 ［参考：身体的・体力的な負担感］R5 夫 54.2％（前回比較+16.4pt） 妻 58.1％（前回比較+3.9pt） 

 ［参考：心理的・精神的な負担感］R5 夫 53.4％（前回比較+14.4pt） 妻 47.9％（前回比較-1.9pt） 

 ［参考：金銭的・経済的な負担感］R5 夫 77.1％（前回比較+19.8pt） 妻 69.0％（前回比較+12.4pt） 

 

〇 子育てにおける身体的な負担は妻の割合が夫に比べて高く、精神的・経済的な負担は夫の割合が妻に

比べて高いなど夫婦間に負担感のギャップが生じている。 

 ［参考：身体的・体力的な負担感 男女差（夫-妻）］R5 感じる計–3.9pt 感じない計+4.3pt 

 ［参考：心理的・精神的な負担感 男女差（夫-妻）］R5 感じる計+5.5pt 感じない計-5.1pt 

 ［参考：金銭的・経済的な負担感 男女差（夫-妻）］R5 感じる計+8.1pt 感じない計-7.9pt 

 

〇 子育てや教育にお金がかかりすぎると考える要因は「大学教育にかかる費用」「塾や習い事にかかる費

用」「高等学校教育にかかる費用」など教育費が上位。前回調査から「出産にかかる費用」「衣食住にかか

る費用」の割合が上昇している。 

 

〇 夫婦ともに子育てにおける不安点は「子どもの成長や健康への悩みや不安」「出産や育児に費用がかか

りすぎる」が上位。夫は「しつけの仕方がわからない」、妻は「自分の自由な時間がない」への不安が比較

的高い。 

 

 

図表 身体的・体力的な不安感・負担感 （６歳未満の子どもがいる家庭） 

 

※H25 県調査の調査対象は妻のみ 
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計
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41.9%
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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夫・H30県調査

(N=82)

妻・R5県調査

(N=284)

妻・H30県調査

(N=426)

妻・H25県調査

(N=761)

まったく

そう感じる

どちらかと

いえば

そう感じる

どちらかと

いえば

そう感じない

まったく

そう感じない
無回答
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図表 心理的・精神的な不安感・負担感（６歳未満の子どもがいる家庭） 

 

※H25 県調査の調査対象は妻のみ 

 

図表 金銭的・経済的な不安感・負担感（６歳未満の子どもがいる家庭） 

 

 

※H25 県調査の調査対象は妻のみ 
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図表 子育てや教育にお金がかかりすぎると考える要因 

 

※「子育てサービス（一時預かり・ベビーシッターなど）にかかる費用」「塾や習い事にかかる費用」は今回調査からの新規項

目 

※ H30県調査では無回答の掲載なし 

 

図表 子育てに関する不安や悩み 
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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衣食住にかかる費用
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その他
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29.3%

46.0%
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11.4%
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21.9%

25.4%

41.3%
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5.7%

6.1%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

しつけの仕方がわからない

子どもの成長や健康への悩みや不安

子育てに十分な時間がとれない

子育てに関して家族の方針が合わない

自分の自由な時間がない

子ども連れの親子が利用しにくい

場所が多い（飲食店・交通機関など）

安全な遊び場がない

出産や育児に費用がかかりすぎる

パートナー（夫または妻）が

家事や育児に協力的でない

安心して子どもを預けられるところがない

保育所・幼稚園の行事や健康診断、

予防接種などの時、仕事を休みにくい

早朝や深夜などに仕事をする場合、

子どもを預けるところがない

悩み事の相談先がわからない

その他

不安や悩みは特にない

無回答

夫(N=238)

妻(N=702)
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4 夫婦の子育て 
  

〇 ６歳未満の子どもがいる家庭の子育てに関する一体感は夫婦ともに９割弱で H30 県調査から上昇し

ている。ただし、「まったくそう感じる」割合は男性のほうが 11.9 ポイント高くなっており、夫が感じて

いるほど妻は一体感を感じられていない。 

 ［参考：子育てに関する一体感］ 

R5 夫 感じる計 89.8％（前回比較+3.3pt） まったくそう感じる 54.2％（前回比較+7.9pt） 

R5 妻 感じる計 85.3％（前回比較+7.1pt） まったくそう感じる 42.3％（前回比較+8.0pt） 

  

〇 育児・家事を積極的にする男性だと思う割合が夫婦ともに前回調査の２割前後から４割前後まで上昇。 

 

〇 夫が育児に関わらない理由は、夫婦ともに「仕事が忙しいから」が挙げられるが、妻は「夫が、育児や家

事は女性がするものという考えを持っているから」「関心がないから」など夫の意識も主要な理由とし

ている。 

 

〇 独身者においては「少なくとも子どもが小さいうちは、母親は仕事をもたず家にいるのが望ましい」に

ついて肯定的な割合は男女ともに大きく低下しているものの５割となっており依然根強い意識がある。 

 

 

図表 パートナーとの子育て一体感（６歳未満の子どもがいる家庭） 

 

 
 

図表 育児・家事を積極的にする男性だと思うか 

  

89.8% 10.1%

86.5% 11.0%

85.3% 13.4%

78.2% 21.6%

80.3% 15.9%

感じる
計

感じな
い計

54.2%

46.3%

42.3%

34.3%

40.6%

35.6%

40.2%

43.0%

43.9%

39.7%

7.6%

9.8%

9.2%

14.6%

12.2%

2.5%

1.2%

4.2%

7.0%

3.7%

2.4%

1.4%

0.2%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

夫・R5県調査

(N=118)

夫・H30県調査

(N=82)

妻・R5県調査

(N=284)

妻・H30県調査

(N=426)

妻・H25県調査

(N=761)

まったく

そう感じる

どちらかと

いえば

そう感じる

どちらかと

いえば

そう感じない

まったく

そう感じない
無回答

35.7%

19.0%

41.2%

26.3%

43.7%

41.7%

32.9%

31.5%

19.7%

38.0%

24.9%

40.2%

0.8%

1.2%

1.0%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

夫・R5県調査

(N=238)

夫・H30県調査

(N=163)

妻・R5県調査

(N=702)

妻・H30県調査

(N=957)

思う
どちらかといえば

そう思う
思わない 無回答
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図表 夫が育児・家事に関わらない理由 

 

 

※（ ）内は夫側の理由 

※H30 県調査では夫のみに聴取。また、無回答の掲載なし 

※「職場の理解を得られないから」は今回調査からの新規項目 

 

図表 独身者の結婚観：少なくとも子どもが小さいうちは、母親は仕事を持たずに家にいるのが望ましい 

 

※無回答を除く 

※集計対象：R5 県調査・H30県調査は回答者全数、H25 県調査・R3全国調査は 18～34歳 

※R3 全国調査は「まったく賛成」「どちらかといえば賛成」「どちらかといえば反対」「まったく反対」となっている 

73.0%

2.7%

24.3%

8.1%

10.8%

2.7%

2.7%

5.4%

16.2%

0.0%

78.9%

7.0%

19.3%

5.3%

7.0%

3.5%

1.8%

14.0%

58.1%

35.0%

44.4%

5.0%

48.1%

6.9%

18.8%

6.3%

8.8%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

仕事が忙しいから

関心がないから

育児や家事のやり方が分からないから

あなたから（妻から）

やらなくてよいと言っているから

夫が（あなたが）、育児や家事は女性が

するものという考えを持っているから

あなたが（妻が）、育児や家事は女性が

するものという考えを持っているから

夫またはあなたの親族が（あなたまたは妻の親族が）、

育児や家事は女性がするものという考えを持っているから

職場での理解を得られないから

その他

無回答

夫・R5県調査(N=37)

夫・H30県調査(N=57)

妻・R5県調査(N=160)

50.2% 49.8%

65.7% 34.3%

73.1% 26.9%

55.0% 45.0%

50.4% 49.6%

67.0% 33.1%

75.2% 24.8%

50.7% 49.3%

そう
思う
計

そう思
わない
計

12.4%

23.6%

32.3%

12.9%

10.8%

27.0%

33.6%

9.9%

37.8%

42.1%

40.8%

42.1%

39.6%

40.0%

41.6%

40.8%

26.9%

17.8%

14.5%

32.5%

20.5%

19.8%

16.3%

29.2%

22.9%

16.5%

12.4%

12.5%

29.1%

13.3%

8.5%

20.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性・R5県調査

(N=402)

男性・H30県調査

(N=297)

男性・H25県調査

(N=387)

男性・R3全国調査

(N=2,006)

女性・R5県調査

(N=498)

女性・H30県調査

(N=460)

女性・H25県調査

(N=529)

女性・R3全国調査

(N=2,024)

そう思う
どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない
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５ 夫婦の就労状況 
  

〇 学校卒業後から現在まで妻の就労している割合は約９割から約７割へ低下している。 

 ［参考：就労状況］ 

R5 夫 学校卒業直後の就労率 91.9％→現在 91.9％（比較+0.0pt）  

   妻 学校卒業直後の就労率 91.5％→現在 75.1％（比較-16.4pt） 

  

〇 ただし、前回調査と比較すると妻の現在就労している割合や正規職員の割合は前回調査より上昇して

おり、第一子出産を機に退職した割合も 5.6ポイント低下するなど変化がみられる。 

 ［参考：就労状況］ 

R5 夫 就労率 91.9％（前回比較+0.8pt） 正規職員 78.7％（前回比較+0.5pt）  

   妻 就労率 75.1％（前回比較+10.1pt） 正規職員 34.2％（前回比較+10.6pt） 

 

〇 未就労の妻の約６割が働きたいと考えている。約９割がパート・アルバイトを希望しており、居住市町村

内に職場があり、短時間勤務ができる仕事があることや休暇がとりやすいことなどが条件となってい

る。 

 

 

図表 時期別・就労状況（夫） 

 

 

 

 

図表 時期別・就労状況（妻） 

 

 

  

(N=1,108)

75.5%

81.0%

81.4%

78.7%

9.6%

1.6%

0.6%

0.8%

4.5%

3.1%

2.9%

1.5%

1.4%

4.6%

5.2%

10.3%

0.9%

1.0%

1.2%

0.6%

1.4%

0.5%

0.6%

0.9%

0.6%

0.5%

0.2%

0.2%

6.0%

7.7%

7.9%

6.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

a.最後に学校を

卒業した直後

b現在の結婚を

決めたとき

c.結婚直後

d.現在

正規職員
ﾊﾟｰﾄ・

ｱﾙﾊﾞｲﾄ

派遣・

嘱託・

契約社員

自営業主
家族

従業者

・内職

無職・

家事
学生 無回答

(N=1,108)

71.7%

63.4%

47.0%

34.2%

13.4%

14.3%

14.9%

28.9%

5.7%

8.3%

6.0%

4.6%

0.2%

1.3%

2.1%

5.1%

0.5%

0.8%

1.6%

2.3%

1.4%

4.4%

20.8%

19.0%

1.4%

0.8%

0.8%

0.3%

5.9%

6.8%

6.8%

5.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

e.最後に学校を

卒業した直後

f.現在の結婚を

決めたとき

g.結婚直後

h.現在

正規職員
ﾊﾟｰﾄ・

ｱﾙﾊﾞｲﾄ

派遣・

嘱託・

契約社員

自営業主
家族

従業者

・内職

無職・

家事
学生 無回答
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図表 現在の就労状況（夫） 

 

 

 

図表 現在の就労状況（妻） 

 

 

 

 

図表 第一子出産前後の妻の就労状況 

 

 

 

  

78.7%

78.2%

73.0%

0.8%

1.1%

0.8%

1.5%

2.1%

1.8%

10.3%

8.7%

11.4%

0.6%

1.0%

1.0%

0.9%

0.5%

1.0%

0.2%

0.1%

0.2%

6.9%

8.4%

10.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

R5県調査(N=1,108)

H30県調査(N=1,304)

H25県調査(N=1,884)

正規職員
ﾊﾟｰﾄ・

ｱﾙﾊﾞｲﾄ

派遣・

嘱託・

契約社員

自営業主
家族

従業者

・内職

無職・

家事
学生 無回答

34.2%

23.6%

13.7%

28.9%

32.8%

26.1%

4.6%

3.4%

2.7%

5.1%

1.8%

2.0%

2.3%

3.4%

5.7%

19.0%

30.2%

41.5%

0.3%

0.1%

0.4%

5.5%

4.8%

7.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

R5県調査(N=1,108)

H30県調査(N=1,304)

H25県調査(N=1,884)

正規職員
ﾊﾟｰﾄ・

ｱﾙﾊﾞｲﾄ

派遣・

嘱託・

契約社員

自営業主
家族

従業者

・内職

無職・

家事
学生 無回答

R5県調査
(N=959)

H30県調査
(N=1,151)

H25県調査
(N=1,490)

77.2%

45.1%

72.1%

38.1%

59.8%

23.7%

19.9%

46.8%

26.2%

55.4%

36.6%

66.8%

2.9%

8.1%

1.8%

6.5%

3.7%

9.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

a.第１子の妊娠がわかったとき

b.第１子が１歳になったとき

a.第１子の妊娠がわかったとき

b.第１子が１歳になったとき

a.第１子の妊娠がわかったとき

b.第１子が１歳になったとき

有職 無職 無回答

継続就業率

45.1%/77.2%=58.4%

継続就業率

38.1%/72.1%=52.8%

継続就業率

23.7%/59.8%=39.6%
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図表 未就労の妻の就労意向 

 

 

図表 希望就労形態 

 

 

※H30 県調査、H25県調査は無回答の掲載なし 

 

図表 希望勤務地 

 

 

※H30 県調査、H25県調査は無回答の掲載なし 

 

  

60.7% 

60.8% 

66.4% 

希望し
ている
計

27.1%

24.7%

24.1%

33.6%

36.1%

42.3%

37.9%

28.4%

29.0%

1.4%

10.7%

4.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

R5県調査(N=214)

H30県調査(N=457)

H25県調査(N=789)

希望している

（すぐにでも、

もしくは

１年以内くらい

に就労したい）

希望している

（１年より先で、

就労したい）

希望していない 無回答

20.8%

91.5%

16.2%

3.1%

9.2%

1.5%

0.0%

19.8%

92.1%

22.7%

7.2%

12.9%

0.0%

18.1%

92.9%

17.7%

4.8%

10.7%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

正規職員

パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員

自営業主・家族従業者

内職

その他

無回答

R5県調査(N=130)

H30県調査(N=278)

H25県調査(N=524)

23.8%

78.5%

45.4%

6.9%

0.0%

19.8%

73.4%

51.8%

11.9%

12.2%

74.0%

39.7%

5.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

自宅

居住市町村（自宅外）

奈良県内

（居住していない市町村）

奈良県外

無回答

R5県調査(N=130)

H30県調査(N=278)

H25県調査(N=524)
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図表 就労条件 

 

 

※「テレワークなどで柔軟に勤務することができる仕事があること」は今回調査からの新規項目 

※ H30県調査は無回答の掲載なし 

 

  

19.6%

13.6%

67.8%

24.3%

57.9%

30.8%

15.0%

16.4%

6.5%

1.9%

7.0%

4.2%

21.9%

16.2%

58.2%

58.2%

31.1%

6.8%

21.9%

7.9%

3.7%

9.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

保育所などの保育サービスが利用できること

放課後児童クラブが利用できること

短時間勤務ができる仕事があること

テレワークなどで柔軟に

勤務することができる仕事があること

子どもの看護・授業参観・急病などの際に

休暇を取りやすい職場であること

自分の知識・能力に合う仕事があること

自分の知識・能力を高めることができること

パートナーの理解・協力を得られること

親の理解・協力を得られること

どのような条件が整っても、

就労しようと思わない

その他

無回答

R5県調査(N=214)

H30県調査(N=457)
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６ 独身者の結婚観 
  

〇 独身者は男女ともに「いずれ結婚するつもり」が８割程で、結婚に意欲がある割合が多数を占める。 

 

〇 希望結婚年齢は男女ともに２６～30歳と考える割合が最も高いが、女性は20代や30代前半を希望

する割合が男性より高く、希望結婚年齢に性差が生じている。 

 ［参考：希望結婚年齢の割合］ 

R5 21～25 歳 男性 16.5％ 女性 25.5％  26～30歳 男性 52.8％ 女性 65.0％ 

   31～35 歳 男性 35.3％ 女性 40.6％ 

 

〇 現在独身でいる理由は男女ともに「適当な相手にまだめぐり会わないから」だが、巡り合えない理由は

「そもそも身近に、自分と同世代の未婚者が少ない（いない）ため、出会いの機会がほとんどない」こと

が挙げられている。男性では収入の不安も上位。 

 

〇 「男女が一緒に暮らすなら結婚すべきである」と考える割合は男女とも減少している。特に女性の割合

は 50％を下回っている。 

 

〇 性別役割分担意識「結婚後は、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」は男性15.2％、女性11.2％で、

前回調査に比べ、男性 11.7ポイント、女性 19.3ポイントで大きく低下している。 

 

 

図表 結婚意欲 

 

※集計対象：結婚経験のない 20～39 歳 

  

※集計対象：結婚経験のない20～39 歳

76.8%

79.7%

67.1%

78.6%

84.1%

87.2%

72.9%

81.5%

22.2%

17.7%

13.8%

20.2%

15.3%

9.8%

6.1%

17.5%

1.1%

2.6%

19.0%

1.2%

0.6%

3.0%

21.0%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性・R5県調査(N=284)

男性・H30県調査(N=192)

男性・H25県調査(N=426)

男性・R3全国調査(N=2,110)

女性・R5県調査(N=340)

女性・H30県調査(N=296)

女性・H25県調査(N=557)

女性・R3全国調査(N=2,029)

いずれ結婚するつもり
一生結婚する

つもりはない
無回答
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図表 希望結婚年齢 

 

※集計対象：結婚経験がなく、いずれ結婚するつもりの 20～39 歳 

 

図表 現在独身でいる理由（あてはまる理由を３つ選択） 

     

※結婚経験のない方について、 

最大の理由＝３点、第二の理由＝２点、第三の理由＝１点として合計し、対象の母数で割った値を得点とした 

          

1.8%

16.5%

52.8%

35.3%

6.4%

1.4%

17.0%

0.5%

4.6%

2.4%

25.5%

65.0%

40.6%

7.0%

0.7%

13.3%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

10代～20歳

21～25歳

26～30歳

31～35歳

36～40歳

41歳以上

年齢は気にしない

その他

無回答

男性・R5県調査(N=218)

女性・R5県調査(N=286)

※結婚経験のない方について、

※最大の理由＝３点、第二の理由＝２点、第三の理由＝１点として合計し、対象の母数で割った値を得点とした

0.52

0.42

0.61

0.38

0.37

1.26

0.58

0.45

0.76

0.28

0.04

0.01

0.10

0.07

0.70

0.52

0.78

0.46

0.39

1.23

0.43

0.10

0.07

0.14

0.10

0.45

0.68

0.57

0.47

0.58

1.39

0.35

0.25

0.32

0.11

0.07

0.05

0.20

0.18

0.62

0.68

0.69

0.57

0.46

1.42

0.31

0.05

0.08

0.15

0.17

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

結婚するにはまだ若すぎるから

結婚する必要性をまだ感じないから

今は、仕事（または学業）に

打ち込みたいから

今は、趣味や娯楽を楽しみたいから

独身の自由さや気楽さを

失いたくないから

適当な相手にまだめぐり会わないから

異性とうまくつき合えないから

結婚や結婚後に経済的な

不安があるから

家庭をもつほどの収入がないから

雇用が安定していないから

結婚生活のための

住居のめどがたたないから

親や周囲が結婚に

同意しない（だろう）から

その他

すでに結婚が決まっている

男性・R5県調査(N=281)

男性・H30県調査(N=207)

女性・R5県調査(N=368)

女性・H30県調査(N=321)
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 図表 適当な相手にめぐり会わない理由 

     

 

 

図表 生涯を独身で過ごすというのは、望ましい生き方ではない 

 

※無回答を除く 

※集計対象：R5 県調査・H30県調査は回答者全数、H25 県調査・R3全国調査は 18～34歳 

※R3 全国調査は「まったく賛成」「どちらかといえば賛成」「どちらかといえば反対」「まったく反対」となっている 

 

46.0%

9.3%

3.7%

9.9%

19.3%

4.3%

3.7%

3.1%

0.6%

36.9%

17.5%

5.1%

6.9%

23.5%

4.1%

2.8%

2.3%

0.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

そもそも身近に、自分と同世代の未婚者が

少ない（いない）ため、出会いの機会がほとんどない

同世代の未婚者は周囲にいるが、

自分が求める条件に見合う相手がいない

結婚に結びつかないような相手ばかり

好きになってしまう

好きな人はいるが、交際に発展しない

そもそも人を好きになったり、

結婚相手として意識することが（ほとんど）ない

交際に至っても、仕事の都合等で、

結婚することが考えられない

その他

答えたくない

無回答

男性・R5県調査(N=161)

女性・R5県調査(N=217)

56.1% 43.9%

59.1% 40.8%

68.8% 31.2%

51.6% 48.4%

39.0% 60.9%

51.5% 48.5%

65.1% 35.0%

39.8% 60.2%

そう
思う
計

そう思
わない
計

25.7%

30.4%

34.0%

14.3%

14.8%

20.5%

30.1%

8.7%

30.4%

28.7%

34.8%

37.3%

24.2%

31.0%

35.0%

31.1%

17.0%

18.2%

13.9%

30.0%

21.0%

24.7%

15.9%

31.1%

26.9%

22.6%

17.3%

18.4%

39.9%

23.8%

19.1%

29.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性・R5県調査

(N=405)

男性・H30県調査

(N=296)

男性・H25県調査

(N=382)

男性・R3全国調査

(N=2,010)

女性・R5県調査

(N=499)

女性・H30県調査

(N=458)

女性・H25県調査

(N=529)

女性・R3全国調査

(N=2,024)

そう思う
どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない
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図表 男女が一緒に暮らすなら結婚すべきである 

 

※無回答を除く 

※集計対象：R5 県調査・H30県調査は回答者全数、H25 県調査・R3全国調査は 18～34歳 

※R3 全国調査は「まったく賛成」「どちらかといえば賛成」「どちらかといえば反対」「まったく反対」となっている 

 

 
図表 結婚後は、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ 

 

※無回答を除く 

※集計対象：R5 県調査・H30県調査は回答者全数、H25 県調査・R3全国調査は 18～34歳 

※R3 全国調査は「まったく賛成」「どちらかといえば賛成」「どちらかといえば反対」「まったく反対」となっている 

 

  

53.3% 46.6%

63.9% 36.0%

72.5% 27.5%

61.4% 38.6%

40.7% 59.4%

56.7% 43.4%

69.6% 30.4%

48.0% 51.9%

そう
思う
計

そう思
わない
計

18.6%

30.6%

35.1%

16.9%

10.8%

24.0%

29.9%

9.8%

34.7%

33.3%

37.4%

44.5%

29.9%

32.7%

39.7%

38.2%

20.3%

18.2%

14.3%

25.4%

25.7%

22.0%

15.3%

31.1%

26.3%

17.8%

13.2%

13.2%

33.7%

21.4%

15.1%

20.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性・R5県調査

(N=403)

男性・H30県調査

(N=297)

男性・H25県調査

(N=385)

男性・R3全国調査

(N=2,004)

女性・R5県調査

(N=499)

女性・H30県調査

(N=459)

女性・H25県調査

(N=529)

女性・R3全国調査

(N=2,030)

そう思う
どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない

15.2% 84.9%

26.9% 73.1%

37.9% 62.0%

19.7% 80.2%

11.2% 88.7%

30.5% 69.5%

41.4% 58.7%

12.2% 87.9%

そう
思う
計

そう思
わない
計

3.5%

6.7%

7.5%

3.1%

1.6%

4.8%

8.0%

1.2%

11.7%

20.2%

30.4%

16.6%

9.6%

25.7%

33.4%

11.0%

29.8%

30.3%

30.1%

42.1%

26.7%

30.3%

28.5%

36.2%

55.1%

42.8%

31.9%

38.1%

62.0%

39.2%

30.2%

51.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性・R5県調査

(N=403)

男性・H30県調査

(N=297)

男性・H25県調査

(N=385)

男性・R3全国調査

(N=2,004)

女性・R5県調査

(N=498)

女性・H30県調査

(N=459)

女性・H25県調査

(N=527)

女性・R3全国調査

(N=2,027)

そう思う
どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない
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図表 結婚相手を決める際に重視すること【男性】 

 

※集計対象：いずれ結婚するつもりの 18～34歳 

 

 

 

図表 結婚相手を決める際に重視すること【女性】 

 

※集計対象：いずれ結婚するつもりの 18～34歳 

 

  

8.3%

85.0%

69.4%

45.1%

71.5%

49.2%

11.4%

23.3%

44.6%

22.8%

38.3%

1.0%

4.1%

6.7%

2.6%

4.1%

2.6%

3.1%

3.6%

3.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

①相手の経済力

②相手の性格

③自分の仕事や生き方

に対する理解と協力

④家事・育児に対する

能力や姿勢

⑤価値観が合うこと

重視する 考慮する あまり関係ない 無回答

52.7%

95.3%

77.5%

66.7%

82.6%

41.1%

3.9%

21.3%

29.8%

15.5%

5.8%

0.4%

1.2%

3.1%

1.6%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

①相手の経済力

②相手の性格

③自分の仕事や生き方

に対する理解と協力

④家事・育児に対する

能力や姿勢

⑤価値観が合うこと

重視する 考慮する あまり関係ない 無回答
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７ 子育て施策 
  

〇 夫婦ともに奈良県の子育て環境を約６割が評価している。 

 

〇 評価理由は「緑が多いなど自然環境がよいから」「買物など日常の生活環境が整っているから」などが

上位で、非評価者は「子育て支援サービスが充実していないから」などが理由。 

 

〇 奈良県の子育て施策は概ね前回調査より評価が上昇している。ただし、「所得の向上」や「男性の育児休

業・休暇取得の推進」「働き方改革の推進・ワークライフバランスの向上」に満足していない割合が８割以

上に上る。 

 

〇 前回調査から男性の育児休暇・休業をとった方がいいと思う割合は夫婦ともに 10 ポイント以上上昇し

ており、男性 65.1％、女性は 56.2％。 

 

〇 男性の育児休暇・休業促進にあたり、「職場の理解を増進し、取得できる雰囲気を醸成すること」「育児

休暇・休業中の給与を維持する制度」「同僚職員への負担軽減」を求める割合は 5割以上。 

 

 

 

 

図表 奈良県は結婚して子どもを生み育てやすいところか 

 

 

 

 

  

66.2%

62.1%

60.8%

62.6%

30.9%

31.0%

36.9%

34.8%

2.9%

6.9%

2.4%

2.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

夫・R5県調査

(N=272)

夫・H30県調査

(N=203)

妻・R5県調査

(N=803)

妻・H30県調査

(N=1,060)

はい いいえ 無回答
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図表 結婚して子どもを生み育てやすいと思う理由 

 

 

 

※「子育て支援サービスが充実しているから」「地域のつながりを感じられるから」は今回調査からの新規項目 

※ H30県調査では無回答の掲載なし 

  

61.1%

42.2%

22.8%

20.6%

25.0%

8.3%

13.9%

3.9%

64.4%

20.0%

4.4%

0.6%

52.4%

28.6%

23.0%

18.3%

34.9%

14.3%

5.6%

69.0%

4.0%

58.8%

39.3%

23.0%

17.4%

23.2%

7.6%

16.0%

3.1%

70.9%

15.8%

2.7%

0.4%

59.6%

34.2%

23.6%

14.9%

20.6%

9.5%

7.4%

68.4%

4.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

買物など日常の生活環境が

整っているから

通勤・通学に便利だから

教育環境が充実しているから

医療が充実しているから

家賃など住居費が安いから

治安を守るための対策が十分だから

子育て支援サービスが

充実しているから

福祉サービスが充実しているから

緑が多いなど自然環境がよいから

地域のつながりを感じられるから

その他

無回答

夫・R5県調査(N=180)

夫・H30県調査(N=126)

妻・R5県調査(N=488)

妻・H30県調査(N=664)
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図表 結婚して子どもを生み育てやすいと思わない理由 

 
※「子育て支援サービスが充実していないから」「地域のつながりを感じられないから」は今回調査からの新規項目 

※H30 県調査は無回答掲載なし 
※前回は、「子育て支援サービスが充実していないから」「地域のつながりを感じられないから」はなし

※前回は無回答掲載なし

28.6%

54.8%

52.4%

26.2%

8.3%

14.3%

64.3%

33.3%

7.1%

16.7%

15.5%

1.2%

19.0%

49.2%

38.1%

55.6%

17.5%

7.9%

47.6%

4.8%

12.7%

26.7%

49.3%

37.8%

30.7%

12.5%

11.8%

64.5%

30.7%

6.4%

13.5%

15.2%

0.7%

23.8%

42.0%

52.0%

48.0%

13.8%

17.3%

52.6%

6.8%

21.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

買物など日常の生活環境が

整っていないから

通勤・通学に不便だから

教育環境が充実していないから

医療が充実していないから

家賃など住居費が高いから

治安を守るための

対策が不十分だから

子育て支援サービスが

充実していないから

福祉サービスが充実していないから

緑が少ないなど

自然環境がよくないから

地域のつながりを感じられないから

その他

無回答

夫・R5県調査(N=84)

夫・H30県調査(N=63)

妻・R5県調査(N=296)

妻・H30県調査(N=369)
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図表 子育て支援に関する満足度 

 

 
  

(N=959)

26.6% 71.0%

52.0% 45.2%

51.2% 45.7%

45.8% 51.3%

12.6% 82.9%

17.6% 77.6%

20.1% 74.7%

34.2% 62.2%

33.6% 63.9%

39.8% 56.6%

33.8% 62.5%

8.4% 88.5%

55.1% 42.5%

30.2% 65.0%

満たさ
れてい
る計

満たさ
れてい
ない計

1.6%

6.4%

6.2%

4.4%

1.0%

1.0%

1.3%

3.1%

3.0%

3.8%

2.8%

0.7%

10.7%

2.5%

25.0%

45.6%

45.0%

41.4%

11.6%

16.6%

18.8%

31.1%

30.6%

36.0%

31.0%

7.7%

44.4%

27.7%

47.3%

35.8%

35.9%

38.1%

39.6%

48.2%

51.2%

41.7%

36.8%

43.5%

46.3%

42.6%

31.4%

47.4%

23.7%

9.4%

9.8%

13.2%

43.3%

29.4%

23.5%

20.5%

27.1%

13.1%

16.2%

45.9%

11.1%

17.6%

2.4%

2.9%

3.1%

2.9%

4.5%

4.8%

5.3%

3.5%

2.5%

3.6%

3.8%

3.0%

2.4%

4.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

①子育てにかかる経済的支援

②保育所等の保育サービスの充実

③親子の仲間づくり

④気軽に相談ができる場所づくり

⑤男性の育児休業・休暇取得の推進

⑥働き方改革の推進・

ワークライフバランスの向上

⑦出産・子育て後、再就職を

希望する者に対する支援

⑧子育てしやすい住宅施策

⑨地域の遊び場の充実

⑩自然・社会体験、ボランティア、

スポーツ活動など子どものための事業

⑪子育てについて相談できる

地域サポーターの存在

⑫所得の向上

⑬子どもに対する医療制度の充実

⑭産後ケアに関する制度の拡充

十分

満たされて

いる

どちらかと

いえば

満たされて

いる

どちらかと

いえば

満たされて

いない

ほとんど

満たされて

いない

無回答
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図表 父親が育児休暇・休業をとることについての考え 

 

 

 
図表 男性の仕事と子育ての両立可否別・男性が育児休暇を取得しやすくするために必要な施策 

 

 

  

65.1%

54.7%

56.2%

45.8%

7.0%

13.8%

6.5%

10.9%

27.6%

31.0%

36.7%

42.5%

0.4%

0.5%

0.6%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

夫・R5県調査

(N=272)

夫・H30県調査

(N=203)

妻・R5県調査

(N=803)

妻・H30県調査

(N=1,060)

思う 思わない どちらとも言えない 無回答

75.4%

24.5%

43.2%

22.3%

61.6%

27.7%

37.9%

57.9%

6.8%

1.7%

75.4%

26.2%

46.1%

23.5%

62.4%

29.0%

39.0%

58.8%

5.0%

1.4%

74.3%

28.7%

47.9%

24.9%

67.4%

33.7%

41.0%

55.9%

6.5%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

職場の理解を増進し、

取得できる雰囲気を醸成すること

職場における育休取得率の

目標設定に関する制度

育休取得者以外の職場メンバーのモチベーションを

向上させる制度（例えば、周囲の職員への

手当支給や業績評価への反映など）

男性の育児参画促進に関する啓発

（行政や民間組織などから県民へ発信）

育児休暇・休業中の給与を維持する制度

女性の給与等処遇の改善

代替職員に関する支援制度の創設・拡充

同僚職員への負担軽減

その他

無回答

全体(N=1,108)

両立できる(N=362)

両立できない(N=261)


