
調査の結果／９ 少子・高齢化について 

（１）出生率低下の原因 

139 

９ 少子・高齢化について 
（１）出生率低下の原因 

 

問 30 あなたは、出生率が低下している原因は何だと思いますか。該当すると思う番号三つに

○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生率が低下している原因は、「結婚しない人が増えた」が 69.0％で最も高く、次いで「収入が

低く自分の生活に精いっぱいで子供を持つ余裕がない（子育てに経費が掛かる）」が 60.1％、「女性

が子育てと仕事を両立させる社会的な仕組み（保育･ 勤務時間･ 休暇制度等）が整っていない」が

42.9％となっている。 

 性別でみると、「出産･ 子育てに対する男性の理解・協力が足りず、女性の精神的・肉体的負担

が大きい」は女性が男性よりも 7.0 ポイント高く、「結婚しない人が増えた」も女性が 6.1 ポイン

ト、「女性の高学歴化や社会進出により結婚年齢が上昇した」も女性が 5.7 ポイント高くなってい

る。一方、「収入が低く自分の生活に精いっぱいで子供を持つ余裕がない（子育てに経費が掛かる）」、

「楽をしたい、子育てが面倒という人が増えた」は男性が女性よりも 6.5 ポイント高く、「男性が

子育てと仕事を両立させる社会的な仕組み（保育･ 勤務時間･ 休暇制度等）が整っていない」も男

性が 4.3 ポイント高くなっている。 

 

  

結婚しない人が増えた

収入が低く自分の生活に精いっぱいで子供を持つ

余裕がない（子育てに経費が掛かる）

女性が子育てと仕事を両立させる社会的な仕組み

（保育･ 勤務時間･ 休暇制度等）が整っていない

女性の高学歴化や社会進出により結婚年齢が

上昇した

楽をしたい、子育てが面倒という人が増えた

子どもは少なく産んで、十分手をかけて育てたい

という人が増えた

出産･ 子育てに対する男性の理解・協力が

足りず、女性の精神的・肉体的負担が大きい

男性が子育てと仕事を両立させる社会的な仕組み

（保育･ 勤務時間･ 休暇制度等）が整っていない

住宅事情が悪い

その他

無回答

69.0

60.1

42.9

41.1

20.6

18.4

16.4

13.0

4.1

2.4

1.6

72.6

57.1

43.1

43.9

18.0

18.5

19.5

11.2

2.5

1.7

1.7

66.5

63.6

42.9

38.2

24.5

18.4

12.5

15.5

6.1

3.2

0.6

0 20 40 60 80

全体(n=756)

女性(n=401)

男性(n=343)

(%)
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【前回調査（平成 26 年）との比較】 

 前回調査と比較すると、「女性が子育てと仕事を両立させる社会的な仕組み（保育･ 勤務時間･ 休

暇制度等）が整っていない」は全体で今回調査が前回調査よりも 9.8 ポイント低くなっており、女

性も今回調査が 12.8 ポイント、男性も今回調査が 6.4 ポイント低くなっている。一方、「収入が低

く自分の生活に精いっぱいで子供を持つ余裕がない（子育てに経費が掛かる）」は全体で今回調査

が前回調査よりも 7.8 ポイント高くなっており、女性も今回調査が 8.5 ポイント、男性も今回調査

が 6.5 ポイント高くなっている。「結婚しない人が増えた」は全体で大きな差異はみられないが、

女性で今回調査が前回調査よりも 6.8 ポイント高くなっている。 

  

ｎ

□結婚しない人が増えた □収入が低く自分の生活
に精いっぱいで子供を
持つ余裕がない（子育
てに経費が掛かる）

□女性が子育てと仕事を
両立させる社会的な仕
組み（保育･ 勤務時間･
休暇制度等）が整ってい
ない

今回調査 (756)

女性 (401)

男性 (343)

H26調査 (799)

女性 (442)

男性 (343)

ｎ

□女性の高学歴化や社
会進出により結婚年齢
が上昇した

□楽をしたい、子育てが
面倒という人が増えた

□子どもは少なく産んで、
十分手をかけて育てた
いという人が増えた

今回調査 (756)

女性 (401)

男性 (343)

H26調査 (799)

女性 (442)

男性 (343)

ｎ

□出産･ 子育てに対する
男性の理解・協力が足
りず、女性の精神的・肉
体的負担が大きい

□男性が子育てと仕事を
両立させる社会的な仕
組み（保育･ 勤務時間･
休暇制度等）が整って
いない

□住宅事情が悪い

今回調査 (756)

女性 (401)

男性 (343)

H26調査 (799)

女性 (442)

男性 (343)

ｎ

□その他 □無回答 □

今回調査 (756)

女性 (401)

男性 (343)

H26調査 (799)

女性 (442)

男性 (343)
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52.3
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0 40 80 (%)

42.9
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0 40 80 (%)
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18.0
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0 40 80
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0 40 80
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0 40 80
(%)
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5.2

10.8

0 40 80
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2.4

1.7

3.2
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0 40 80
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-

-

-

0 40 80
(%)

0 40 80
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【性・年齢別】 

 性・年齢別でみると、「結婚しない人が増えた」は、女性 60～69 歳、70 歳以上で約８割、女性

30～39 歳、男性 70 歳以上で７割を超えて高くなっている。「収入が低く自分の生活に精いっぱいで

子供を持つ余裕がない（子育てに経費が掛かる）」は、女性 30～39 歳で８割、男性 30～39 歳、40

～49 歳で約８割と高くなっている。「女性の高学歴化や社会進出により結婚年齢が上昇した」は、

女性 20～29 歳で約６割と高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

□結婚しない人が増えた □収入が低く自分の生活
に精いっぱいで子供を
持つ余裕がない（子育
てに経費が掛かる）

□女性が子育てと仕事を
両立させる社会的な仕
組み（保育･ 勤務時間･
休暇制度等）が整ってい
ない

  全  体 (756)

20～29歳 (21)

30～39歳 (35)

40～49歳 (65)

50～59歳 (73)

60～69歳 (84)

70歳以上 (123)

20～29歳 (13)

30～39歳 (29)

40～49歳 (49)

50～59歳 (55)

60～69歳 (79)

70歳以上 (118)

ｎ

□女性の高学歴化や社
会進出により結婚年齢
が上昇した

□楽をしたい、子育てが
面倒という人が増えた

□子どもは少なく産んで、
十分手をかけて育てた
いという人が増えた

  全  体 (756)

20～29歳 (21)

30～39歳 (35)

40～49歳 (65)

50～59歳 (73)

60～69歳 (84)

70歳以上 (123)

20～29歳 (13)

30～39歳 (29)

40～49歳 (49)

50～59歳 (55)

60～69歳 (79)

70歳以上 (118)

ｎ

□出産･ 子育てに対する
男性の理解・協力が足
りず、女性の精神的・肉
体的負担が大きい

□男性が子育てと仕事を
両立させる社会的な仕
組み（保育･ 勤務時間･
休暇制度等）が整って
いない

□住宅事情が悪い

  全  体 (756)

20～29歳 (21)

30～39歳 (35)

40～49歳 (65)

50～59歳 (73)

60～69歳 (84)

70歳以上 (123)

20～29歳 (13)

30～39歳 (29)

40～49歳 (49)

50～59歳 (55)

60～69歳 (79)

70歳以上 (118)

69.0

66.7

71.4

66.2

67.1

77.4

77.2

-

61.5

69.0

55.1

60.0

69.6

72.0

0 40 80
(%)

60.1

57.1

80.0

63.1

57.5

60.7

44.7

-

69.2

79.3

79.6

67.3

54.4

56.8

0 40 80
(%)

42.9

33.3

51.4

38.5

52.1

41.7

40.7

-

46.2

31.0

32.7

27.3

57.0

47.5

0 40 80
(%)

41.1

57.1

40.0

40.0

39.7

35.7

52.8

-

46.2

41.4

38.8

47.3

39.2

31.4

0 40 80
(%)

20.6

19.0

8.6

9.2

17.8

21.4

22.8

-

15.4

10.3

28.6

32.7

21.5

25.4

0 40 80
(%)

18.4

9.5

11.4

24.6

19.2

20.2

17.1

-

15.4

10.3

16.3

12.7

17.7

24.6

0 40 80
(%)

16.4

28.6

14.3

29.2

27.4

20.2

8.9

-

-

13.8

8.2

14.5

17.7

11.0

0 40 80
(%)

13.0

23.8

14.3

10.8

5.5

8.3

13.8

-

-

10.3

22.4

12.7

11.4

19.5

0 40 80
(%)

4.1

-

8.6

-

1.4

3.6

2.4

-

15.4

6.9

8.2

9.1

3.8

4.2

0 40 80
(%)

【
女
性
】 

 
 
 

【
男
性
】 

【
女
性
】 

 
 
 

【
男
性
】 

【
女
性
】 

 
 
 

【
男
性
】 

□その他

2.4

-

-

4.6

1.4

1.2

1.6

-

-

6.9

2.0

7.3

3.8

0.8

0 40 80 (%)
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（２）子や孫の子育てを担うこと〔新規〕 

 

問 31 あなたは日頃、小学６年生までの自分の子や孫の子育てを担っていますか。該当する番

号ひとつに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃、小学６年生までの自分の子や孫の子育てを担っているかについて聞いたところ、「担って

いる」が 35.4％、「担っていない」が 59.7％となっている。 

 性別でみると、「担っていない」は男性が女性よりも 6.4 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (756)

女性 (401)

男性 (343)

ｎ

38.2

33.2

56.6

63.0

5.2

3.8

(%)
35.4 59.7 4.9

担
っ

て

い

る

担
っ

て

い

な

い

無

回

答
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【性・年齢別】 

 性・年齢別でみると、「担っている」は、女性 30～39 歳で６割、女性 40～49 歳で約６割、男性

40～49 歳で５割半ば、男性 30～39 歳で約５割と高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20～29歳 (21)

30～39歳 (35)

40～49歳 (65)

50～59歳 (73)

60～69歳 (84)

70歳以上 (123)

20～29歳 (13)

30～39歳 (29)

40～49歳 (49)

50～59歳 (55)

60～69歳 (79)

70歳以上 (118)

23.8

60.0

58.5

27.4

33.3

33.3

15.4

48.3

53.1

21.8

30.4

30.5

76.2

40.0

41.5

71.2

64.3

52.0

84.6

48.3

40.8

76.4

67.1

64.4

1.4

2.4

14.6

3.4

6.1

1.8

2.5

5.1

【
女
性
】

【
男
性
】

  全  体 (756)

女性 (401)

男性 (343)

ｎ

38.2

33.2

56.6

63.0

5.2

3.8

(%)
35.4 59.7 4.9

担
っ

て

い

る

担
っ

て

い

な

い

無

回
答
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（３）介護を担うこと〔新規〕 

 

問 32 あなたは日頃祖父母や親（40 歳以上に限る。義理を含む。）の介護を担っていますか。

該当する番号ひとつに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃、祖父母や親の介護を担っているかについて聞いたところ、「担っている」が 17.2％、「担っ

ていない」が 78.3％となっている。 

 性別でみると、「担っている」は男性が女性よりも 3.2 ポイント高くなっている。 

 

 

【職業別】 

 職業別でみると、「担っている」は、家族従業者で４割半ば、自営業主で３割を超えて高くなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全  体 (756)

女性 (401)

男性 (343)

16.0

19.2

78.6

78.1

5.5

2.6

(%)
ｎ

17.2 78.3 4.5

(%)

担
っ

て

い
る

担
っ

て

い
な
い

無
回

答

  全  体 (756)

自営業主 (52)

家族従業者 (16)

勤務者 (331)

専業主婦（夫） (100)

学生・その他 (236)

32.7

43.8

15.1

15.0

16.9

57.7

50.0

84.3

77.0

78.0

9.6

6.3

0.6

8.0

5.1

(%)ｎ

17.2 78.3 4.5

担
っ

て

い

る

担
っ

て

い

な

い

無

回

答
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【子育て、介護の状態（問 31×問 32）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て、介護の状態は、「子育て介護をともに担っている（ダブルケア）」が 9.3％、「子育てを担

っている」が 25.1％、「介護を担っている」が 7.4％となっている。「担っていない」は 52.0％とな

っている。 

性別でみると、「子育てを担っている」は女性が男性よりも 4.4 ポイント高くなっている。一方、

「担っていない」は男性が女性よりも 3.0 ポイント高くなっている。 

 

 

  

  全  体 (756)

女性 (401)

男性 (343)

ｎ

9.2

9.6

27.4

23.0

6.2

9.0

50.4

53.4

6.7

5.0

(%)
9.3 25.1 7.4 52.0 6.2

子

育

て

介

護

を

と

も

に

担
っ

て

い

る

（

ダ

ブ

ル

ケ

ア
）

子

育

て

を

担
っ

て

い

る 介

護

を

担
っ

て

い

る

担
っ

て

い

な

い

無

回

答
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【子育て、介護の状態 性・年齢別】 

子育て、介護の状態を性・年齢別でみると、「子育て介護をともに担っている（ダブルケア）」は

女性 70 歳以上、男性 40～49 歳で１割半ば、女性男性 60～69 歳で１割を超えている。「子育てを担

っている」は女性 30～39 歳で約６割、女性 40～49 歳で５割半ば、男性 30～39 歳で約５割と高く

なっている。「介護を担っている」は男性 60～69 歳で約２割となっている。 

 

 

 

 

  全  体 (756)

女性 (401)

男性 (343)

ｎ

9.2

9.6

27.4

23.0

6.2

9.0

50.4

53.4

6.7

5.0

(%)
9.3 25.1 7.4 52.0 6.2

子

育

て

介

護

を

と

も

に

担
っ

て

い

る

（

ダ

ブ

ル

ケ

ア
）

子

育

て

を

担
っ

て

い

る 介

護

を

担
っ

て

い

る

担
っ

て

い

な

い

無

回

答

女性20～29歳 (21)

　　30～39歳 (35)

　　40～49歳 (65)

　　50～59歳 (73)

　　60～69歳 (84)

　　70歳以上 (123)

男性20～29歳 (13)

　　30～39歳 (29)

　　40～49歳 (49)

　　50～59歳 (55)

　　60～69歳 (79)

　　70歳以上 (118)

4.8

2.9

3.1

9.6

11.9

13.0

16.3

7.3

12.7

9.3

19.0

57.1

55.4

17.8

21.4

15.4

15.4

48.3

36.7

14.5

17.7

19.5

4.8

2.9

4.6

12.3

6.0

4.9

6.1

12.7

17.7

5.9

71.4

37.1

36.9

58.9

58.3

47.2

84.6

48.3

34.7

63.6

49.4

56.8

1.4

2.4

19.5

3.4

6.1

1.8

2.5

8.5
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（４）介護が必要になったときの対応 

 

問 33 あなたが、もし介護が必要になった時は主にどうしたいと思いますか。該当する番号ひ

とつに○をつけてください。※現在既に介護を受けている方もお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護が必要になったときの対応は、「介護サービスつきの施設（老人ホーム等）に入居する」が

36.8％で最も高く、次いで「自宅で在宅介護サービス（ホームヘルパー等）を利用する」が 29.6％、

「配偶者に世話をしてもらう」が 19.2％となっている。 

 性別でみると、「配偶者に世話をしてもらう」は男性が女性よりも12.2ポイント高くなっている。

一方、「自宅で在宅介護サービス（ホームヘルパー等）を利用する」は女性が男性よりも 10.5 ポイ

ント、「介護サービスつきの施設（老人ホーム等）に入居する」も女性が 5.6 ポイント高くなって

いる。 
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【前回調査（平成 26 年）との比較】 

 前回調査と比較すると、全体で大きな差異はみられないが、「介護サービスつきの施設（老人ホ

ーム等）に入居する」は女性で今回調査が前回調査よりも 3.4 ポイント低くなっている。「配偶者

に世話をしてもらう」も男性で今回調査が前回調査よりも 3.0 ポイント低くなっている。 
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【性・年齢別】 

 性・年齢別でみると、「介護サービスつきの施設（老人ホーム等）に入居する」は、女性 50～59

歳で約６割、男性 50～59 歳、60～69 歳で４割半ばと高くなっている。「自宅で在宅介護サービス（ホ

ームヘルパー等）を利用する」は、女性 30～39 歳で４割、女性 60～69 歳で約４割、女性 40～49

歳、70 歳以上で３割半ばと高くなっている。「配偶者に世話をしてもらう」は、男性 70歳以上で３

割を超え、男性 40～49 歳で約３割と高くなっている。 
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