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本報告書では、「こどもまんなか熊本」の実現に向けたこども・子育てに関する県民アンケート調査集計結果報告書について、クロス集
計によりさらに細かく分析を行った。
クロス集計結果と 「こどもまんなか熊本」の実現に向けたこども・子育てに関する県民アンケート調査集計結果報告書(単純集計:以降

「全体」)とを比較し、10ポイント以上の差が見られた項目について、サンプルボリュームが明らかに小さいものを除き本報告書としてまと
めた。また、分析に当たっては、クロス集計項目ごとに調査票の全ての質問に対してクロス集計を行っているが、本報告書では、クロス集
計結果のうち、χ二乗検定の下で有意水準0.1%で有意な差が認められた項目を掲載している。

χ二乗検定

χ二乗検定とは、観測値と期待値のずれを測るための統計量であるχ二乗値を用い、クロス集計表の２つの変数が関連を調べる検定方法のことである。本報告書では、
χ二乗検定の結果得られた検定統計量p値が0.001未満であれば、有意水準0.1％で統計学的に有意な差が認められると判断する。

5



20代は、将来の結婚希望として「とても結婚したい」「できれば結婚したい」「将来は結婚したいが今は考えていない」への回答が全体の回答と比較して多い
傾向。 

表1 20代×結婚希望の有無

Q2年齢×Q14結婚希望（※表は一部抜粋）

χ2=380.6 自由度=20 p<0.0016

とても結婚したい できれば結婚したい
将来は結婚したいが今は

考えていない
あまり結婚したくない 結婚したくない わからない

20代 29.00% 30.10% 25.90% 4.20% 6.40% 4.50%

全体 13.00% 23.20% 15.10% 12.70% 19.00% 17.00%

29.00%
30.10%

25.90%

4.20%

6.40%

4.50%

13.00%

23.20%

15.10%

12.70%

19.00%

17.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

20代 全体



こどもを持っていない人で結婚の意向がない理由として「自由に趣味や娯楽を楽しみたい」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。 

表2 こどもの人数0人×結婚意向なしの理由

Q34こどもの人数×Q15結婚したくない理由「自由に趣味や娯楽を楽しみたい」（※表は一部抜粋）

χ2=100.5 自由度=3 p<0.0017

自由に趣味や

娯楽を楽しみ

たい

結婚するには

まだ若い

仕事に集中し

たい

結婚すると仕

事を辞めなけ

ればならない

結婚後の生活

に不安を持っ

ている

親や周囲が結

婚に同意して

いない

夫婦関係や親

戚付き合いが

面倒

経済的に余裕

がない

自分もしくは

家族の健康上

の理由

年齢的に無理

だと思う
その他

0人 54.90% 3.40% 11.30% 0.50% 31.40% 0.50% 36.80% 19.60% 10.30% 30.40% 15.70%

全体 28.60% 1.30% 7.70% 0.70% 24.00% 1.90% 39.60% 19.40% 8.30% 29.10% 26.80%

54.90%

3.40%

11.30%

0.50%

31.40%

0.50%

36.80%

19.60%

10.30%

30.40%

15.70%

28.60%

1.30%

7.70%

0.70%

24.00%

1.90%

39.60%

19.40%

8.30%

29.10%

26.80%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0人 全体



男女ともに理想の結婚年齢として「25歳～29歳」を最も多く回答。また、男性の理想の結婚年齢として「30歳～34歳」への回答が全体の回答と比較して多い傾
向。

表3 男性or女性×理想の結婚年齢

Q1性別×Q16理想の結婚年齢（※表は一部抜粋）

χ2=330.6 自由度=8 p<0.0018

20歳未満 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳 35歳以上

男性 0.50% 6.30% 58.80% 29.60% 4.80%

女性 0.50% 17.00% 66.00% 14.30% 2.20%

全体 0.50% 14.60% 64.40% 17.70% 2.80%

0.50%

6.30%

58.80%

29.60%

4.80%

0.50%

17.00%

66.00%

14.30%

2.20%
0.50%

14.60%

64.40%

17.70%

2.80%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

男性 女性 全体



男女ともに結婚に対するイメージとして「自分のこどもや家族が持てる」を最も多く回答。男性は女性より結婚が「生きがいにつながる」と考える傾向。女性
は「家事をしなければいけないというイメージがある」が男性に比べて高い傾向。

表4 男性or女性×結婚に対するイメージ

Q1性別×Q20結婚に対するイメージ「生きがいにつながる」（※表は一部抜粋）

χ2=268.1 自由度=2 p<0.0019

経済的に余

裕が持てる

社会的信用

を得たり、

周囲と対等

になれる

精神的な安

らぎの場が

得られる

愛情を感じ

ている人と

一緒に暮ら

せる

自分のこど

もや家族が

持てる

生きがいに

つながる

親から独立

できる

親を安心さ

せることが

できる

ひとりの時

間が減る

習慣の違い

からのスト

レスがある

お金に自由

が無くなる

相手や親族

に気を遣わ

なければい

けない

結婚＝こど

もを産み育

てるという

イメージに

違和感があ

る

家事をしな

ければいけ

ないという

イメージが

ある

その他

男性 17.90% 26.90% 52.90% 57.50% 77.90% 51.80% 8.60% 32.20% 35.20% 17.80% 34.10% 25.10% 3.50% 6.60% 1.10%

女性 24.90% 16.10% 49.70% 53.30% 80.60% 31.10% 13.90% 36.60% 26.80% 20.10% 23.50% 36.40% 6.00% 33.10% 1.20%

全体 23.30% 18.50% 50.40% 54.20% 80.00% 35.60% 12.80% 35.70% 28.70% 19.60% 25.90% 34.00% 5.50% 27.40% 1.20%

17.90%

26.90%

52.90%
57.50%

77.90%

51.80%

8.60%

32.20%
35.20%

17.80%

34.10%

25.10%

3.50%

6.60%

1.10%

24.90%

16.10%

49.70%

53.30%

80.60%

31.10%

13.90%

36.60%

26.80%
20.10%

23.50%

36.40%

6.00%

33.10%

1.20%

23.30%
18.50%
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結婚してこどもは持たず、仕事を続けることを希望する人は、結婚に対するイメージとして「ひとりの時間が減る」「習慣の違いからのストレスがある」「お
金に自由が無くなる」「相手や親族に気を遣わなければいけない」「結婚＝こどもを産み育てるというイメージに違和感がある」への回答が全体の回答と比較
して多い傾向。

表5 結婚してこどもは持たず、仕事を続ける希望×結婚に対するイメージ

Q23希望するライフスタイル×Q20結婚に対するイメージ「ひとりの時間が減る」（※表は一部抜粋） χ2=84.1 自由度=4 p<0.00110
Q23希望するライフスタイル×Q20結婚に対するイメージ「習慣の違いからのストレスがある」（※表は一部抜粋） χ2=79.4 自由度=4 p<0.001

Q23希望するライフスタイル×Q20結婚に対するイメージ「お金に自由が無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=59.2 自由度=4 p<0.001
Q23希望するライフスタイル×Q20結婚に対するイメージ「相手や親族に気を遣わなければいけない」（※表は一部抜粋） χ2=77.6 自由度=4 p<0.001

Q23希望するライフスタイル×Q20結婚に対するイメージ「結婚＝こどもを産み育てるというイメージに違和感がある」（※表は一部抜粋） χ2=366.0 自由度=4 p<0.001
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ジがあ
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その他

結婚してこどもは持たず、仕事を続ける 21.80% 15.80% 33.80% 37.60% 29.50% 20.10% 6.80% 22.60% 53.00% 41.00% 44.00% 51.70% 32.90% 34.20% 3.40%

全体 23.30% 18.50% 50.40% 54.20% 80.00% 35.60% 12.80% 35.70% 28.70% 19.60% 25.90% 34.00% 5.50% 27.40% 1.20%
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結婚を希望していない人は、結婚に対するイメージとして「ひとりの時間が減る」「習慣の違いからのストレスがある」「お金に自由が無くなる」「相手や親
族に気を遣わなければいけない」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表6 結婚希望なし×結婚に対するイメージ

Q14結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「ひとりの時間が減る」（※表は一部抜粋） χ2=32.0 自由度=1 p<0.00111

Q14結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「相手や親族に気を遣わなければいけない」（※表は一部抜粋） χ2=83.0 自由度=1 p<0.001

Q14結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「お金に自由が無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=21.1 自由度=1 p<0.001

Q14結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「習慣の違いからのストレスがある」（※表は一部抜粋） χ2=113.1 自由度=1 p<0.001
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希望なし 16.40% 12.00% 26.90% 26.20% 39.60% 16.00% 5.00% 17.50% 45.30% 46.40% 36.40% 54.30% 13.20% 33.10% 3.70%

全体 23.30% 18.50% 50.40% 54.20% 80.00% 35.60% 12.80% 35.70% 28.70% 19.60% 25.90% 34.00% 5.50% 27.40% 1.20%
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こどもを持っていない人は、結婚のきっかけとして「結婚したいと思える相手と自ら出会えた、確信したとき」を最も多く回答。また「貯蓄ができたとき」へ
の回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表7 こどもの人数0人×結婚のきっかけ

Q34こどもの人数×Q21結婚のきっかけ「貯蓄ができたとき」（※表は一部抜粋）

χ2=245.1 自由度=3 p<0.00112
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0人 80.60% 37.40% 30.20% 27.50% 14.20% 3.80% 4.30% 2.90% 3.50% 1.00%

全体 74.70% 41.40% 27.90% 10.60% 15.30% 4.30% 3.10% 4.80% 2.90% 4.90%
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未婚者は、結婚に繋がると思う出会いのシーンとして「職場やバイト先」を最も多く回答。また、「マッチングアプリ」への回答が全体の回答と比較して多い
傾向。

表8 未婚×結婚に繋がる出会いのシーン

Q12婚姻状況×Q22結婚に繋がる出会いのシーン「マッチングアプリ」（※表は一部抜粋）

χ2=234.7 自由度=1 p<0.00113
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リ
その他

未婚 67.60% 53.90% 42.80% 43.90% 33.40% 19.70% 15.20% 23.70% 0.70%

全体 62.20% 48.00% 41.10% 34.10% 27.40% 10.90% 7.20% 8.40% 1.60%
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男女ともに、希望するライフスタイルとして「結婚してこどもを持ち、仕事も続ける」を最も多く回答し、男性は全体の回答と比較しても多い傾向 。また、女
性は「結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会にいったん退職後、再び仕事をする」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表9 男性or女性×希望するライフスタイル

Q1性別×Q23希望するライフスタイル（※表は一部抜粋）

χ2=842.8 自由度=8 p<0.00114
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全体 2.70% 0.30% 63.30% 27.80% 5.90%
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正規雇用の人は、希望するライフスタイルとして「結婚してこどもを持ち、仕事も続ける」を最も多く回答し、男性は全体の回答と比較しても多い傾向 。その
他の雇用形態の人は、正規雇用の人と比べ「結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会にいったん退職後、再び仕事をする」への回答が全体の回答と比較
して多い傾向。

表10 雇用形態×希望するライフスタイル

Q8雇用形態×Q23希望するライフスタイル（※表は一部抜粋）
χ2=857.7 自由度=4 p<0.00115

結婚してこどもは持たず、

仕事を続ける

結婚してこどもは持たず、
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ん退職後、再び仕事をする
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婚（or出産）の機会に退職

し、その後は仕事をしない

正規雇用 3.00% 0.20% 79.10% 14.30% 3.40%

その他 1.90% 0.30% 48.60% 43.00% 6.20%

全体 2.70% 0.30% 63.30% 27.80% 5.90%
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夫婦のうち片方が働いている家庭が希望するライフスタイルとして「結婚・出産後に一度退職して再び仕事をする」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表11 片働き×希望するライフスタイル

Q13働き方×Q23希望するライフスタイル（※表は一部抜粋）
χ2=378.7 自由度=8 p<0.00116

結婚してこどもは持たず、仕

事を続ける

結婚してこどもは持たず、結

婚の機会に退職する

結婚してこどもを持ち、仕事
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結婚してこどもを持ち、結婚
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結婚してこどもを持ち、結婚

（or出産）の機会に退職し、

その後は仕事をしない
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結婚してこどもは持たず、仕事を続けることを希望する人は、子育てに対するイメージとして「経済的余裕が無くなる」「精神的負担がある」「身体的負担が
ある」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表12 結婚してこどもは持たず、仕事を続ける×子育てに対するイメージ

Q23希望するライフスタイル×Q25子育てに対するイメージ「経済的余裕が無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=68.5 自由度=4 p<0.001

17
Q23希望するライフスタイル×Q25子育てに対するイメージ「精神的負担がある」（※表は一部抜粋） χ2=94.8 自由度=4 p<0.001

Q23希望するライフスタイル×Q25子育てに対するイメージ「身体的負担がある」（※表は一部抜粋） χ2=39.4 自由度=4 p<0.001
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結婚してこどもは持たず、仕事を続ける 45.30% 43.60% 35.00% 18.80% 55.10% 58.50% 51.30% 65.40% 22.60% 15.80% 3.00%

全体 84.00% 71.90% 63.40% 21.40% 38.80% 35.20% 37.70% 58.80% 17.30% 13.20% 1.30%
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理想のこどもの人数より現実の方が多い人は、子育てに対するイメージとして「経済的余裕が無くなる」「精神的負担がある」「身体的負担がある」「時間に
ゆとりが無くなる」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表13 理想のこどもの人数より現実の方が多い×子育てに対するイメージ

Q35, 36理想と現実のギャップ×Q25子育てに対するイメージ「経済的余裕が無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=69.7 自由度=1 p<0.001

18 Q35, 36理想と現実のギャップ×Q25子育てに対するイメージ「精神的負担がある」（※表は一部抜粋） χ2=52.1 自由度=1 p<0.001
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その他

理想のこどもの人数より現実の方が多い 77.70% 64.60% 59.80% 20.70% 52.30% 45.70% 47.30% 66.60% 22.10% 17.40% 1.60%

全体 84.00% 71.90% 63.40% 21.40% 38.80% 35.20% 37.70% 58.80% 17.30% 13.20% 1.30%
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結婚を希望していない人は、子育てに対するイメージとして「経済的余裕が無くなる」「身体的負担がある」「精神的負担がある」への回答が全体の回答と比
較して多い傾向。

表14 結婚希望なし×子育てに対するイメージ

Q14結婚希望×Q25子育てに対するイメージ「精神的負担がある」（※表は一部抜粋） χ2=29.3 自由度=1 p<0.00119
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が無くなる

精神的負担

がある

身体的負担
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る

仕事上の

キャリアに
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配偶者・

パートナー

との時間が

無くなる

その他

希望なし 67.90% 66.70% 55.20% 18.60% 46.70% 46.60% 44.50% 61.10% 16.30% 8.60% 2.10%

全体 84.00% 71.90% 63.40% 21.40% 38.80% 35.20% 37.70% 58.80% 17.30% 13.20% 1.30%
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18.60%

46.70% 46.60%
44.50%

61.10%

16.30%

8.60%

2.10%

84.00%

71.90%

63.40%

21.40% 38.80% 35.20%
37.70%

58.80%

17.30%
13.20%

1.30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

希望なし 全体



結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会に退職し、その後は仕事をしないことを希望する人は、働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援と
して「こどもが病気の時に休暇を取りやすい職場環境」を最も多く回答。また、「授業参観等のこどもの学校行事の時に休暇を取りやすい環境」「短時間勤務
や在宅勤務を選択できる仕組み」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表15 結婚してこどもを持ち結婚（or出産）の機会に退職しその後は仕事をしない×働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援

Q23希望するライフスタイル×Q27環境充実のために必要な支援「授業参観等のこどもの学校行事の時に休暇を取りやすい環境」（※表は一部抜粋） χ2=105.2 自由度=4 p<0.00120

育児休業のた

めの休暇を取

りやすい職場

環境

こどもが病気

の時に休暇を

取りやすい職

場環境

授業参観等の

こどもの学校

行事の時に休

暇を取りやす

い環境

短時間勤務や

在宅勤務を選

択できる仕組

み

育児休業や短

時間勤務、こ

どもに関係す

る休暇取得が

仕事上のキャ

リアに影響し

ない

時間外労働を

しなくてもよ

い職場環境

その他

結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会にいった

ん退職後、再び仕事をする
66.20% 94.10% 76.60% 51.00% 31.40% 39.00% 1.90%

結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会に退職

し、その後は仕事をしない
62.60% 93.40% 79.70% 55.10% 33.10% 38.70% 3.30%

全体 69.10% 91.90% 69.30% 46.10% 35.50% 39.60% 2.70%

66.20%

94.10%

76.60%

51.00%

31.40%

39.00%

1.90%

62.60%

93.40%

79.70%

55.10%

33.10%
38.70%

3.30%

69.10%

91.90% 69.30%

46.10%

35.50%
39.60%

2.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

結婚してこどもを持ち、結婚

（or出産）の機会にいったん

退職後、再び仕事をする

結婚してこどもを持ち、結婚

（or出産）の機会に退職し、

その後は仕事をしない

全体



こどもを持っていない人は、働きながら子育てができる環境充実のために必要な支援として「こどもが病気の時に休暇を取りやすい職場環境」を最も多く回答。
「育児休業のための休暇を取りやすい職場環境」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表16 こどもの人数0人×働きながら子育てができる環境充実のために必要な支援

Q34こどもの人数×Q27環境充実のために必要な支援「育児休業のための休暇を取りやすい職場環境」（※表は一部抜粋） χ2=60.3 自由度=3 p<0.00121

育児休業のための休

暇を取りやすい職場

環境

こどもが病気の時に

休暇を取りやすい職

場環境

授業参観等のこども

の学校行事の時に休

暇を取りやすい環境

短時間勤務や在宅勤

務を選択できる仕組

み

育児休業や短時間勤

務、こどもに関係す

る休暇取得が仕事上

のキャリアに影響し

ない

時間外労働をしなく

てもよい職場環境
その他

0人 81.20% 86.50% 52.10% 44.10% 35.30% 42.00% 1.40%

全体 69.10% 91.90% 69.30% 46.10% 35.50% 39.60% 2.70%

81.20%

86.50%

52.10%

44.10%

35.30%

42.00%

1.40%

69.10%

91.90%

69.30%

46.10%

35.50% 39.60%

2.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0人 全体



夫婦のうち片方が働いている人は、働きながら子育てができる環境充実のために必要な支援として「こどもが病気の時に休暇を取りやすい職場環境」を最も多
く回答。また、「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表17 片働き×働きながら子育てができる環境充実のために必要な支援

Q13働き方×Q27環境充実のために必要な支援「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」（※表は一部抜粋） χ2=31.8 自由度=2 p<0.00122

育児休業のための休

暇を取りやすい職場

環境

こどもが病気の時に

休暇を取りやすい職

場環境

授業参観等のこども

の学校行事の時に休

暇を取りやすい環境

短時間勤務や在宅勤

務を選択できる仕組

み

育児休業や短時間勤

務、こどもに関係す

る休暇取得が仕事上

のキャリアに影響し

ない

時間外労働をしなく

てもよい職場環境
その他

片働き 64.10% 92.50% 69.40% 56.50% 35.50% 37.60% 2.40%

全体 69.10% 91.90% 69.30% 46.10% 35.50% 39.60% 2.70%

64.10%

92.50%

69.40%
56.50%

35.50% 37.60%

2.40%

69.10%

91.90%

69.30%

46.10%
35.50% 39.60%

2.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

片働き 全体



こどもを産み育てていくために必要な資金として20代も30代も「児童手当などの給付金」を最も多く回答。また、 20代では「住まいへの支援」への回答が全体
の回答と比較して多い傾向。 30代は「保育園、放課後児童クラブなどの利用料への支援」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表18 20代or30代×こどもを産み育てていくために必要な資金

Q2年齢×Q28必要な資金「こどもを産み育てるために必要な住まいへの支援」（※表は一部抜粋） χ2=98.7 自由度=4 p<0.00123
Q2年齢×Q28必要な資金「保育園、放課後児童クラブなどの利用料への支援」（※表は一部抜粋） χ2=199.7 自由度=4 p<0.001

児童手当などの給付

金

保育園、放課後児童

クラブなどの利用料

への支援

学校に係る経費への

支援（給食費、教材

費、授業料など）

こどもが病気の時に

かかった医療費への

支援

障がいのある子ども

の成長に必要な経費

への支援

こどもを産み育てる

ために必要な住まい

への支援

その他

20代 81.80% 62.30% 76.00% 66.80% 19.90% 43.60% 1.70%

30代 82.90% 69.40% 77.20% 68.80% 24.70% 32.60% 3.50%

全体 80.10% 59.20% 79.10% 70.40% 27.60% 30.30% 3.40%

81.80%

62.30%

76.00%

66.80%

19.90%

43.60%

1.70%

82.90%

69.40%

77.20%
68.80%

24.70%
32.60%

3.50%

80.10%

59.20%

79.10%

70.40%

27.60% 30.30%

3.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

20代 30代 全体



結婚していない人の理想のこどもの人数は「2人」を最も多く回答し、全体の回答と比較しても多い傾向。

表19 結婚していない人×理想のこどもの人数

Q12婚姻状況×Q35理想的なこどもの人数（※表は一部抜粋）
χ2=529.0 自由度=5 p<0.00124

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

未婚 6.60% 6.50% 46.80% 35.60% 2.70% 1.90%

全体 1.40% 3.10% 36.00% 50.00% 6.50% 3.00%

6.60% 6.50%

46.80%

35.60%

2.70% 1.90%1.40%
3.10%

36.00%

50.00%

6.50%
3.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

未婚 全体



こどもを持つ人数が多い人ほど、理想のこどもの人数も多い傾向。

表20 現在持つこどもの人数×理想のこどもの人数

Q13こどもの人数×Q35理想のこどもの人数（※表は一部抜粋）χ2=2210.5 自由度=15 p<0.00125

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

現在持つこどもの人数：０人 10.00% 4.60% 50.20% 32.30% 1.60% 1.30%

現在持つこどもの人数：1人 0.50% 7.90% 54.00% 35.10% 1.60% 0.90%

現在持つこどもの人数：2人 0.40% 1.30% 40.50% 53.70% 3.20% 0.90%

現在持つこどもの人数：3人以上 0.40% 1.80% 14.10% 61.10% 15.20% 7.40%

全体 1.40% 3.10% 36.00% 50.00% 6.50% 3.00%

10.00%

4.60%

50.20%

32.30%

1.60% 1.30%0.50%

7.90%

54.00%

35.10%

1.60%
0.90%0.40%

1.30%

40.50%

53.70%

3.20%
0.90%0.40% 1.80%

14.10%

61.10%

15.20%

7.40%

1.40%

3.10%

36.00%

50.00%

6.50%

3.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

現在持つこどもの人数：０人 現在持つこどもの人数：1人 現在持つこどもの人数：2人 現在持つこどもの人数：3人以上 全体



理想のこどもの人数より現実的に持つこどもの人数が少ない人の、理想のこどもの人数の最多は「3人」。理想のこどもの人数より現実に持つこどもの人数が多
い人の、理想のこどもの人数の最多は「2人」という傾向。

表21 理想のこどもの人数と現実のこどもの人数のギャップ×理想のこどもの人数

Q35, 36理想と現実のギャップ×Q35理想のこどもの人数（※表は一部抜粋）
χ2=629.7 自由度=10 p<0.00126

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

理想より現実の方が少ない 0.00% 2.40% 27.60% 57.80% 8.10% 4.10%

同じ 2.80% 3.20% 43.80% 43.00% 5.10% 2.00%

理想より現実の方が多い 4.30% 9.20% 55.10% 29.70% 1.80% 0.00%

全体 1.40% 3.10% 36.00% 50.00% 6.50% 3.00%

0.00%
2.40%

27.60%

57.80%

8.10%
4.10%

2.80%
3.20%

43.80%
43.00%

5.10% 2.00%

4.30%

9.20%

55.10%

29.70%

1.80%

1.40%
3.10%

36.00%

50.00%

6.50%
3.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

理想より現実の方が少ない 同じ 理想より現実の方が多い 全体



結婚を希望している人の理想のこどもの人数は「2人」を最も多く回答し、全体の回答と比較しても多い傾向。

表22 結婚希望あり×理想のこどもの人数

Q14結婚希望×Q35理想のこどもの人数（※表は一部抜粋）
χ2=58.8 自由度=5 p<0.00127

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

希望あり 3.00% 3.40% 51.10% 38.00% 2.70% 1.80%

全体 1.40% 3.10% 36.00% 50.00% 6.50% 3.00%

3.00%

3.40%

51.10%

38.00%

2.70%

1.80%

1.40%

3.10%

36.00%

50.00%

6.50%

3.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

希望あり 全体



20代、30代が現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数は、20代と30代で「2人」が最も多い傾向。「3人」以上は年代間で大きな差はみられない傾向。

表23 年代×現実的なこどもの人数

Q2年齢×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋） χ2=482.7 自由度=5 p<0.00128

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

20代 11.70% 11.10% 47.30% 25.80% 3.20% 0.70%

30代 13.70% 11.30% 42.20% 26.10% 5.00% 1.70%

40代 30.30% 9.40% 31.00% 22.10% 5.30% 1.90%

50代以上 35.90% 7.70% 30.50% 21.40% 3.80% 0.70%

全体 23.90% 9.90% 36.40% 23.60% 4.70% 1.50%

11.70%
11.10%

47.30%

25.80%

3.20% 0.70%

13.70%

11.30%

42.20%

26.10%

5.00% 1.70%

30.30%

9.40%

31.00%

22.10%

5.30% 1.90%

35.90%

7.70%

30.50%

21.40%

3.80% 0.70%

23.90%

9.90%

36.40%

23.60%

4.70%

1.50%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

20代 30代 40代 50代以上 全体



結婚していない人の4割強は、現実的にこどもを持つ予定がなく、全体的と比べて現実的に持つ（または持つ予定）こどもの人数が少ない傾向。

表24 結婚していない人×現実的なこどもの人数

Q12婚姻状況×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋）
χ2=415.5 自由度=5 p<0.00129

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

未婚 42.10% 14.00% 29.30% 12.50% 1.30% 0.80%

全体 23.90% 9.90% 36.40% 23.60% 4.70% 1.50%

42.10%

14.00%

29.30%

12.50%

1.30%
0.80%

23.90%

9.90%

36.40%

23.60%

4.70% 1.50%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

未婚 全体



現在持つこどもの人数が多い人ほど、現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数も多い傾向。

表25 現在持つこどもの人数×現実的なこどもの人数

Q13こどもの人数×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋）

χ2=6548.4 自由度=15 p<0.00130

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

現在持つこどもの人数：0人 41.40% 10.00% 36.30% 11.40% 0.80% 0.10%

現在持つこどもの人数：1人 18.90% 41.30% 32.40% 6.90% 0.40% 0.20%

現在持つこどもの人数：2人 22.30% 0.90% 66.10% 10.00% 0.60% 0.10%

現在持つこどもの人数：3人以上 23.00% 0.80% 2.50% 55.20% 13.90% 4.70%

全体 23.90% 9.90% 36.40% 23.60% 4.70% 1.50%

41.40%

10.00%

36.30%

11.40%

0.80%

0.10%

18.90%

41.30%

32.40%

6.90%

0.40%

0.20%

22.30%

0.90%

66.10%

10.00%

0.60%

23.00%

0.80% 2.50%

55.20%

13.90%

4.70%
23.90%

9.90%

36.40%

23.60%

4.70%
1.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

現在持つこどもの人数：0人 現在持つこどもの人数：1人 現在持つこどもの人数：2人 現在持つこどもの人数：3人以上 全体



理想のこどもの人数より現実の方が少ない人の現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数の最多は「0人」。理想のこどもの人数より現実の方が多い人
の、理想のこどもの人数の最多は「3人」。「3人」以上になると、理想のこどもの人数より現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数の方が多いと考
える傾向。

表26 こどもの人数における理想と現実のギャップ×現実的なこどもの人数

Q35, 36理想と現実のギャップ×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋）

χ2=4773.5 自由度=10 p<0.00131

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

理想より現実の方が少ない 43.20% 16.10% 33.90% 5.70% 1.10% 0.00%

同じ 2.80% 3.20% 43.80% 43.00% 5.10% 2.00%

理想より現実の方が多い 0.00% 1.80% 6.60% 46.50% 33.60% 11.50%

全体 23.90% 9.90% 36.40% 23.60% 4.70% 1.50%

43.20%

16.10%

33.90%

5.70%

1.10%
2.80% 3.20%

43.80%
43.00%

5.10%

2.00%1.80%

6.60%

46.50%

33.60%

11.50%

23.90%

9.90%

36.40%

23.60%

4.70%
1.50%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

理想より現実の方が少ない 同じ 理想より現実の方が多い 全体



結婚を希望していない人は、現実的なこどもの人数として「0人」を最も多く回答し、全体の回答と比較しても多い傾向。

表27 結婚希望なし×現実的なこどもの人数

Q14結婚希望×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋）

χ2=141.7 自由度=5 p<0.00132

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

希望なし 57.40% 12.60% 19.10% 8.40% 1.30% 1.20%

全体 23.90% 9.90% 36.40% 23.60% 4.70% 1.50%

57.40%

12.60%

19.10%

8.40%

1.30% 1.20%

23.90%

9.90%

36.40%

23.60%

4.70% 1.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

希望なし 全体



年代が上がるにつれて理想より現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数が少ない傾向。各世代と比べ10代と20代が理想と現実的に持つ（または持つ予
定）のこどもの人数が「同じ」と回答する傾向。

表28 年代×こどもの人数における理想と現実のギャップ

Q2年齢×Q35, 36理想と現実のギャップ（※表は一部抜粋）

χ2=155.7 自由度=8 p<0.00133

理想より現実の方が少ない 同じ 理想より現実の方が多い

10代 31.00% 66.00% 3.00%

20代 42.00% 54.30% 3.70%

30代 48.50% 44.60% 6.90%

40代 56.70% 36.70% 6.50%

50代以上 58.60% 37.20% 4.20%

全体 52.50% 41.50% 6.00%

31.00%

66.00%

3.00%

42.00%

54.30%

3.70%

48.50%
44.60%

6.90%

56.70%

36.70%

6.50%

58.60%

37.20%

4.20%

52.50%

41.50%

6.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

10代 20代 30代 40代 50代以上 全体



現在持つこどもの人数が多い人ほど、理想のこどもの人数と現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数が「同じ」または「現実の方が多い」と考える
傾向。

表29 現在持つこどもの人数×こどもの人数における理想と現実のギャップ

Q13こどもの人数×Q35, 36理想と現実のギャップ（※表は一部抜粋）

χ2=1008.9 自由度=6 p<0.00134

理想より現実の方が少ない 同じ 理想より現実の方が多い

1人 70.20% 28.60% 1.20%

2人 58.90% 38.80% 2.40%

3人以上 33.60% 51.20% 15.20%

全体 52.50% 41.50% 6.00%

70.20%

28.60%

1.20%

58.90%

38.80%

2.40%

33.60%

51.20%

15.20%

52.50%

41.50%

6.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1人 2人 3人以上 全体



結婚を希望していない人は、理想のこどもの人数と現実に持つこどもの人数として、現実に持つこどもの人数が少ないと回答した人の割合が、全体の回答と
比較して多い傾向。

表30 結婚希望なし×こどもの人数における理想と現実のギャップ

Q14結婚希望×Q35, 36理想と現実のギャップ（※表は一部抜粋）

χ2=28.1 自由度=2 p<0.00135

理想より現実の方が少ない 同じ 理想より現実の方が多い

結婚希望なし 63.30% 32.80% 3.80%

全体 52.50% 41.50% 6.00%

63.30%

32.80%

3.80%

52.50%

41.50%

6.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

結婚希望なし 全体



理想のこどもの人数より現実に持つこどもの人数が少ない理由として、20、30代は「子育てや教育にお金がかかりすぎる」への回答が全体の回答と比較して
多い傾向。 40代は「高齢出産は不安」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表31 20代or30代or40代×理想より現実に持つこどもの人数が少ない理由

Q2年齢×Q38理想より少ない理由「子育てや教育にお金がかかりすぎる」（※表は一部抜粋） χ2=172.4 自由度=4 p<0.001

36
Q2年齢×Q38理想より少ない理由「高齢出産は不安」（※表は一部抜粋） χ2=234.7 自由度=4 p<0.001

子育てや教

育にお金が

かかりすぎ

る

家が狭い

自分の仕事

に差し支え

る

健康上の理

由

こどもがの

びのび育つ

環境ではな

い

自分や夫婦

の生活を大

切にしたい

高齢出産は

不安

ほしいけれ

どもできな

い

これ以上育

児の心理的

肉体負担に

耐えきれな

い

配偶者・

パートナの

家事育児へ

協力が得ら

れない

配偶者・

パートナー

が望まない

末子が自分

や配偶者・

パートナー

の定年退職

までに成人

してほしい

その他

20代 86.80% 17.40% 23.30% 3.20% 10.70% 10.40% 6.30% 6.00% 21.50% 1.30% 5.00% 1.90% 6.60%

30代 77.00% 19.90% 25.00% 10.70% 10.60% 8.30% 29.50% 12.30% 33.00% 2.10% 9.50% 6.30% 9.80%

40代 62.00% 13.90% 16.40% 17.10% 6.30% 4.10% 46.10% 14.90% 27.60% 1.40% 10.20% 12.80% 8.30%

全体 68.00% 15.30% 19.40% 13.30% 7.90% 6.10% 33.80% 13.80% 26.30% 1.50% 8.90% 9.80% 9.10%

86.80%

17.40%

23.30%

3.20%

10.70%

10.40%

6.30% 6.00%

21.50%

1.30%
5.00%

1.90%

6.60%

77.00%

19.90% 25.00% 10.70%
10.60% 8.30%

29.50% 12.30% 33.00%

2.10%

9.50% 6.30% 9.80%

62.00%

13.90% 16.40%

17.10%
6.30% 4.10%

46.10%

14.90%

27.60%

1.40%

10.20%

12.80%
8.30%

68.00%

15.30% 19.40%

13.30%

7.90%

6.10%

33.80%

13.80%

26.30%

1.50%

8.90%
9.80%

9.10%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

20代 30代 40代 全体



こどもを3人以上持つ人は、理想のこどもの人数より現実の方が少ない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎる」への回答が全体の回答と比較して多
い傾向。

表32 こども3人以上×理想より現実に持つこどもの人数が少ない理由

Q13こどもの人数×Q38理想より少ない理由「子育てや教育にお金がかかりすぎる」（※表は一部抜粋）

χ2=106.5 自由度=3 p<0.00137

子育てや

教育にお

金がかか

りすぎる

家が狭い

自分の仕

事に差し

支える

健康上の

理由

こどもが

のびのび

育つ環境

ではない

自分や夫

婦の生活

を大切に

したい

高齢出産

は不安

ほしいけ

れどもで

きない

これ以上

育児の心

理的肉体

負担に耐

えきれな

い

配偶者・

パートナ

の家事育

児へ協力

が得られ

ない

配偶者・

パート

ナーが望

まない

末子が自

分や配偶

者・パー

トナーの

定年退職

までに成

人してほ

しい

その他

3人以上 82.00% 22.20% 20.20% 10.30% 10.10% 5.30% 27.30% 5.30% 29.30% 2.40% 7.30% 15.40% 8.10%

全体 68.00% 15.30% 19.40% 13.30% 7.90% 6.10% 33.80% 13.80% 26.30% 1.50% 8.90% 9.80% 9.10%

82.00%

22.20% 20.20%
10.30% 10.10% 5.30%

27.30%

5.30% 29.30%

2.40% 7.30% 15.40% 8.10%

68.00%

15.30%

19.40%

13.30% 7.90%

6.10%

33.80%

13.80% 26.30%

1.50%

8.90% 9.80% 9.10%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

3人以上 全体



20代は、不妊治療経験として「不妊治療をした経験はなく、考えたことがない（考えていない）」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表33 20代×不妊治療経験

Q2年齢×Q39不妊治療経験（※表は一部抜粋）

χ2=101.1 自由度=8 p<0.00138

不妊治療をした経験がある
不妊治療をした経験はないが、考えたことがあ

る（考えている）

不妊治療をした経験はなく、考えたことがない

（考えていない）

20代 10.00% 21.30% 68.80%

全体 41.00% 17.60% 41.50%

10.00%

21.30%

68.80%

41.00%

17.60%

41.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

20代 全体



未婚者は、不妊治療経験として「不妊治療をした経験はなく、考えたことがない（考えていない）」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表34 結婚していない人×不妊治療経験

Q12婚姻状況×Q39不妊治療経験（※表は一部抜粋）

χ2=107.0 自由度=2 p<0.00139

不妊治療をした経験がある
不妊治療をした経験はないが、考えたことがある

（考えている）

不妊治療をした経験はなく、考えたことがない

（考えていない）

未婚 10.90% 22.30% 66.80%

全体 41.00% 17.60% 41.50%

10.90%

22.30%

66.80%

41.00%

17.60%

41.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

未婚 全体



こどもを1人持つ人は、不妊治療経験として「不妊治療をした経験がある」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表35 こどもの人数×不妊治療経験

Q13こどもの人数×Q39不妊治療経験（※表は一部抜粋）

χ2=196.9 自由度=6 p<0.00140

不妊治療をした経験がある
不妊治療をした経験はないが、考えたことがあ

る（考えている）

不妊治療をした経験はなく、考えたことがない

（考えていない）

1人 54.80% 19.10% 26.20%

全体 41.00% 17.60% 41.50%

54.80%

19.10%

26.20%

41.00%

17.60%

41.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1人 全体



正規雇用の人は、不妊治療期間の働き方として「仕事をしながら、不妊治療をした」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表36 正規雇用×不妊治療期間の働き方

Q8雇用形態×Q40不妊治療期間の働き方（※表は一部抜粋）

χ2=40.7 自由度=1 p<0.00141

仕事をしながら、不妊治療をした 仕事を退職または休職して、不妊治療をした

正規雇用 92.60% 7.40%

全体 79.90% 20.10%

92.60%

7.40%

79.90%

20.10%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

正規雇用 全体



30代の女性は、子育てに対するイメージとして「楽しさ・幸せ・喜び・やすらぎを感じられる」が最も多く回答。また、「身体的負担がある」「時間にゆとり
が無くなる」「仕事上のキャリアに影響する」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表37 女性×30代×子育てに対するイメージ

Q1性別（女性）・Q2年齢×Q25子育てに対するイメージ「仕事上のキャリアに影響する」（※表は一部抜粋） χ2=152.4 自由度=4 p<0.001

Q1性別（女性）・Q2年齢×Q25子育てに対するイメージ「時間にゆとりが無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=162.1 自由度=4 p<0.001

Q1性別（女性）・Q2年齢×Q25子育てに対するイメージ「身体的負担がある」（※表は一部抜粋） χ2=121.3 自由度=4 p<0.001

楽しさ・幸

せ・喜び・

やすらぎを

感じられる

生きがいに

なる

自身の成長

になる

社会の維持

になる（少

子高齢化対

策）

経済的余裕

が無くなる

精神的負担

がある

身体的負担

がある

時間にゆと

りが無くな

る

仕事上の

キャリアに

影響する

配偶者・

パートナー

との時間が

無くなる

その他

女性-30代 85.93% 69.74% 63.55% 18.97% 44.25% 44.79% 48.86% 70.57% 27.65% 17.56% 1.29%

全体 83.96% 71.87% 63.37% 21.44% 38.76% 35.19% 37.70% 58.79% 17.32% 13.21% 1.30%

85.93%

69.74% 63.55%

18.97%

44.25% 44.79%

48.86%

70.57%

27.65%

17.56%

1.29%

83.96%

71.87%
63.37%

21.44% 38.76%
35.19%

37.70%

58.79%

17.32%

13.21%

1.30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

女性-30代 全体
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30代の既婚女性は、子育てに対するイメージとして「時間にゆとりが無くなる」「仕事上のキャリアに影響する」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表38 女性×30代×既婚×子育てに対するイメージ

Q1性別（女性）・Q2年齢（30代）・Q12婚姻状況×Q25子育てに対するイメージ「仕事上のキャリアに影響する」（※表は一部抜粋） χ2=9.9 自由度=1 p<0.01

Q1性別（女性）・Q2年齢（30代）・Q12婚姻状況×Q25子育てに対するイメージ「時間にゆとりが無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=4.9 自由度=1 p<0.05

楽しさ・幸

せ・喜び・や

すらぎを感じ

られる

生きがいにな

る

自身の成長に

なる

社会の維持に

なる（少子高

齢化対策）

経済的余裕が

無くなる

精神的負担が

ある

身体的負担が

ある

時間にゆとり

が無くなる

仕事上のキャ

リアに影響す

る

配偶者・パー

トナーとの時

間が無くなる

その他

女性-30代-結婚している 87.52% 69.98% 64.69% 19.68% 43.85% 44.41% 49.23% 71.28% 28.63% 18.00% 1.21%

全体 83.96% 71.87% 63.37% 21.44% 38.76% 35.19% 37.70% 58.79% 17.32% 13.21% 1.30%

87.52%
69.98%

64.69%

19.68%

43.85%
44.41% 49.23%

71.28%

28.63%

18.00%

1.21%

83.96%

71.87%

63.37%

21.44%

38.76%
35.19% 37.70%

58.79%

17.32%

13.21%
1.30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

女性-30代-結婚している 全体
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既婚男性は、子育てに対するイメージとして「楽しさ・幸せ・喜び・やすらぎを感じられる」を最も多く回答。また、「社会の維持になる（少子高齢化対
策）」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表39 男性×既婚×子育てに対するイメージ

Q1性別（男性）・Q12婚姻状況×Q25子育てに対するイメージ「社会の維持になる（少子高齢化対策）」（※表は一部抜粋）
χ2=5.3 自由度=1 p<0.05

楽しさ・幸

せ・喜び・

やすらぎを

感じられる

生きがいに

なる

自身の成長

になる

社会の維持

になる（少

子高齢化対

策）

経済的余裕

が無くなる

精神的負担

がある

身体的負担

がある

時間にゆと

りが無くな

る

仕事上の

キャリアに

影響する

配偶者・

パートナー

との時間が

無くなる

その他

男性-結婚している 86.67% 81.06% 63.76% 32.21% 34.46% 24.88% 23.89% 45.28% 5.15% 18.81% 0.92%

全体 83.96% 71.87% 63.37% 21.44% 38.76% 35.19% 37.70% 58.79% 17.32% 13.21% 1.30%

86.67%
81.06%

63.76%
32.21%

34.46%
24.88% 23.89%

45.28%

5.15%
18.81%

0.92%

83.96%

71.87%

63.37%

21.44% 38.76% 35.19%

37.70%

58.79%

17.32% 13.21%

1.30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

男性-結婚している 全体

44



結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）を機会に退職し、その後仕事をしないことを希望する30代の女性は、子育てに対するイメージとして「経済的余裕が無
くなる」「精神的負担がある」「身体的負担がある」「時間にゆとりが無くなる」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。また、結婚してこどもを持ち仕
事も続けることを希望する30代の女性は、子育てに対するイメージとして「時間にゆとりが無くなる」「仕事上のキャリアに影響する」への回答が全体の回答
と比較して多い傾向。

表40 女性×30代×希望するライフスタイル×子育てに対するイメージ

Q1性別(女性)・Q2年齢(30代)・Q23希望するライフスタイル×Q25子育てに対するイメージ「仕事上のキャリアに影響する」（※表は一部抜粋） χ2=24 自由度=4 p<0.001

Q1性別(女性)・Q2年齢(30代)・Q23希望するライフスタイル×Q25子育てに対するイメージ「精神的負担がある」（※表は一部抜粋） χ2=16.2 自由度=4 p<0.01

Q1性別(女性)・Q2年齢(30代)・Q23希望するライフスタイル×Q25子育てに対するイメージ「経済的余裕が無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=30.5 自由度=4 p<0.001

45

楽しさ・

幸せ・喜

び・やす

らぎを感

じられる

生きがい

になる

自身の成

長になる

社会の維

持になる

（少子高

齢化対

策）

経済的余

裕が無く

なる

精神的負

担がある

身体的負

担がある

時間にゆ

とりが無

くなる

仕事上の

キャリア

に影響す

る

配偶者・

パート

ナーとの

時間が無

くなる

その他

女性-30代-結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機

会に退職し、その後は仕事をしない
79.89% 67.04% 53.07% 16.76% 59.22% 51.96% 53.63% 77.09% 21.23% 21.23% 1.12%

女性-30代-結婚してこどもを持ち、仕事も続ける 88.12% 71.50% 63.65% 20.79% 41.51% 42.93% 48.87% 69.45% 31.12% 18.10% 1.13%

全体 83.96% 71.87% 63.37% 21.44% 38.76% 35.19% 37.70% 58.79% 17.32% 13.21% 1.30%

79.89%

67.04%

53.07%

16.76%

59.22%

51.96% 53.63%

77.09%

21.23% 21.23%

1.12%

88.12%

71.50%

63.65%

20.79%

41.51%

42.93% 48.87%

69.45%

31.12%

18.10%

1.13%

83.96%

71.87%
63.37%

21.44%

38.76%
35.19% 37.70%

58.79%

17.32%

13.21%

1.30%

0.00%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

女性-30代-結婚してこどもを持

ち、結婚（or出産）の機会に退

職し、その後は仕事をしない

女性-30代-結婚してこどもを持

ち、仕事も続ける

全体



結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会にいったん退職後、再び仕事をすることを希望する30代は、子育てに対するイメージとして「経済的余裕が無く
なる」「精神的負担がある」「身体的負担がある」「時間にゆとりが無くなる」への回答が全体の回答と比較して多い傾向（結婚してこどもを持たず、結婚を
機会に退職することを希望する30代も同様の傾向）。

表41 30代×希望するライフスタイル×子育てに対するイメージ

Q2年齢(30代)・Q23希望するライフスタイル×Q25子育てに対するイメージ「時間にゆとりが無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=43.2 自由度=4 p<0.001

Q2年齢(30代) ・Q23希望するライフスタイル×Q25子育てに対するイメージ「経済的余裕が無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=47.1 自由度=4 p<0.001
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楽しさ・

幸せ・喜

び・やす

らぎを感

じられる

生きがい

になる

自身の成

長になる

社会の維

持になる

（少子高

齢化対

策）

経済的余

裕が無く

なる

精神的負

担がある

身体的負

担がある

時間にゆ

とりが無

くなる

仕事上の

キャリア

に影響す

る

配偶者・

パート

ナーとの

時間が無

くなる

その他

30代-結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会にいった

ん退職後、再び仕事をする
85.90% 69.36% 67.82% 17.18% 44.10% 44.74% 46.79% 70.64% 22.56% 15.38% 1.41%

30代-結婚してこどもは持たず、結婚の機会に退職する 80.00% 66.49% 52.97% 17.84% 59.46% 51.35% 52.97% 76.22% 21.08% 21.62% 1.08%

全体 83.96% 71.87% 63.37% 21.44% 38.76% 35.19% 37.70% 58.79% 17.32% 13.21% 1.30%
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69.36% 67.82%

17.18%

44.10%

44.74%
46.79%
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22.56% 15.38%
1.41%
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21.08% 21.62%

1.08%
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13.21%
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40.00%
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60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

30代-結婚してこどもを持ち、結婚

（or出産）の機会にいったん退職

後、再び仕事をする

30代-結婚してこどもは持たず、結婚

の機会に退職する

全体



20代の既婚女性は、必要な子育て支援として「旅行・外食など、こどもと一緒に楽しめる娯楽の充実」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表42 女性×20代×既婚×必要な子育て支援

Q1性別（女性）・Q2年齢（20代）・Q12婚姻状況×Q26必要な子育て支援「こどもと一緒に楽しめる娯楽の充実（旅行・外食など）」（※表は一部抜粋）
χ2=16.3 自由度=1 p<0.001

働きながら

子育てがで

きる環境で

あること

こどもを産

み育ててい

くために必

要な資金

（経済的支

援を含む）

保育・子育

てサービス

の充実

教育環境の

充実

医療体制の

充実

学校への移

動手段（公

共交通機

関）の充実

配偶者・

パートナー

のサポート

（家事・育

児）

親族のサ

ポート（家

事・育児）

こどもと一

緒に楽しめ

る娯楽の充

実（旅行・

外食など）

不妊対策

（経済的支

援、周囲の

理解、仕事

との両立）

その他

女性-20代-既婚 84.68% 88.17% 81.18% 42.47% 46.24% 18.55% 64.25% 36.02% 41.67% 19.62% 0.81%

全体 84.27% 81.06% 72.29% 51.75% 53.20% 24.60% 63.53% 34.90% 29.68% 20.18% 2.61%

84.68%
88.17%
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64.25%

36.02% 41.67%
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2.61%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

女性-20代-既婚 全体
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20代の大学・短大・高専（大学院含む）卒の女性は、働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援として「育児休業のための休暇を取りやすい職場環
境」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。 30代の同女性は「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表43 女性×20代or30代×大卒・短大・高専（大学院含む）卒×働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援

Q1性別(女性)・Q2年齢（30代）・Q3学歴×Q27環境充実のために必要な支援「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」（※表は一部抜粋） χ2=35.6 自由度=4 p<0.001

Q1性別(女性)・Q2年齢（20代）・Q3学歴×Q27環境充実のために必要な支援「育児休業のための休暇を取りやすい職場環境」（※表は一部抜粋） χ2=13.8 自由度=4 p<0.01

育児休業のため

の休暇を取りや

すい職場環境

こどもが病気の

時に休暇を取り

やすい職場環境

授業参観等のこ

どもの学校行事

の時に休暇を取

りやすい環境

短時間勤務や在

宅勤務を選択で

きる仕組み

育児休業や短時

間勤務、こども

に関係する休暇

取得が仕事上の

キャリアに影響

しない

時間外労働をし

なくてもよい職

場環境

その他

女性-20代-大学・短大・高専（大学院含む） 79.32% 89.47% 61.28% 46.24% 37.59% 43.61% 1.88%

女性-30代-大学・短大・高専（大学院含む） 68.95% 92.79% 68.51% 60.77% 37.47% 41.86% 3.17%

合計 69.07% 91.86% 69.28% 46.09% 35.52% 39.56% 2.75%

79.32%

89.47% 61.28% 46.24% 37.59% 43.61% 1.88%

68.95%

92.79%

68.51%
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46.09%
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2.75%

0.00%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

女性-20代-大学・短大・

高専（大学院含む）

女性-30代-大学・短大・

高専（大学院含む）

合計
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20代の大学・短大・高専（大学院含む）卒は、働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援として「育児休業のための休暇を取りやすい職場環境」を、
30代の大学・短大・高専（大学院含む）卒は、「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表44 20代or30代×大学・短大・高専（大学院含む）卒×働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援

Q2年齢（30代）・Q3学歴×Q27環境充実のために必要な支援「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」（※表は一部抜粋） χ2=40.4 自由度=4 p<0.001
Q2年齢（20代）・Q3学歴×Q27環境充実のために必要な支援「育児休業のための休暇を取りやすい職場環境」（※表は一部抜粋） χ2=15.2 自由度=4 p<0.01

育児休業のため

の休暇を取りや

すい職場環境

こどもが病気の

時に休暇を取り

やすい職場環境

授業参観等のこ

どもの学校行事

の時に休暇を取

りやすい環境

短時間勤務や在

宅勤務を選択で

きる仕組み

育児休業や短時

間勤務、こども

に関係する休暇

取得が仕事上の

キャリアに影響

しない

時間外労働をし

なくてもよい職

場環境

その他

20代-大学・短大・高専（大学院含む） 79.40% 87.91% 56.59% 46.43% 35.99% 43.41% 1.92%

30代-大学・短大・高専（大学院含む） 68.69% 92.03% 66.25% 58.35% 37.95% 42.70% 3.42%

合計 69.07% 91.86% 69.28% 46.09% 35.52% 39.56% 2.75%

79.40%

87.91% 56.59% 46.43% 35.99% 43.41% 1.92%

68.69%

92.03%

66.25%

58.35%

37.95% 42.70%
3.42%

69.07%

91.86%

69.28%

46.09%

35.52% 39.56%

2.75%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

20代-大学・短大・高専（大学院含む） 30代-大学・短大・高専（大学院含む） 合計
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20代の女性の正規雇用者は、働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援として「育児休業のための休暇を取りやすい職場環境」への回答が全体の回
答と比較して多い傾向。 また、30代の女性の正規雇用者は「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表45 女性×20代or30代×正規雇用×働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援

Q1性別(女性)・Q2年齢（30代）・Q8雇用形態×Q27環境充実のために必要な支援「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」（※表は一部抜粋） χ2=4.2 自由度=1 p<0.05

Q1性別(女性)・Q2年齢（40代）・Q8雇用形態×Q27環境充実のために必要な支援「授業参観等のこどもの学校行事の時に休暇を取りやすい環境」（※表は一部抜粋） χ2=8.3 自由度=1 p<0.01

Q1性別(女性)・Q2年齢（20代）・Q8雇用形態×Q27環境充実のために必要な支援「育児休業のための休暇を取りやすい職場環境」（※表は一部抜粋） χ2=2.7 自由度=1 p<0.001

育児休業のための休

暇を取りやすい職場

環境

こどもが病気の時に

休暇を取りやすい職

場環境

授業参観等のこども

の学校行事の時に休

暇を取りやすい環境

短時間勤務や在宅勤

務を選択できる仕組

み

育児休業や短時間勤

務、こどもに関係す

る休暇取得が仕事上

のキャリアに影響し

ない

時間外労働をしなく

てもよい職場環境
その他

女性-20代-正規雇用 80.18% 90.09% 59.76% 46.85% 35.14% 38.44% 2.40%

女性-30代-正規雇用 69.67% 91.81% 66.79% 54.98% 37.67% 43.53% 3.26%

全体 69.85% 91.88% 69.14% 44.49% 35.56% 39.90% 2.73%
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3.26%

69.85%

91.88%

69.14%

44.49%

35.56% 39.90%

2.73%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

女性-20代-正規雇用 女性-30代-正規雇用 全体
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正規雇用の20代の未婚女性は、働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援として「育児休業のための休暇を取りやすい職場環境」への回答が全体の回
答と比較して多い傾向。

表46 女性×20代×未婚×正規雇用×働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援

Q1性別(女性)・Q2年齢（20代）・Q12婚姻状況（未婚）・Q8雇用形態×Q27環境充実のために必要な支援「育児休業のための休暇を取りやすい職場環境」（※表は一部抜粋）

χ2=8.6 自由度=1 p<0.01

育児休業のた

めの休暇を取

りやすい職場

環境

こどもが病気

の時に休暇を

取りやすい職

場環境

授業参観等の

こどもの学校

行事の時に休

暇を取りやす

い環境

短時間勤務や

在宅勤務を選

択できる仕組

み

育児休業や短

時間勤務、こ

どもに関係す

る休暇取得が

仕事上のキャ

リアに影響し

ない

時間外労働を

しなくてもよ

い職場環境

その他

女性-20代-未婚-正規雇用 86.16% 87.42% 57.23% 40.88% 33.33% 42.14% 0.63%

全体 69.85% 91.88% 69.14% 44.49% 35.56% 39.90% 2.73%
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正規雇用の30代の既婚女性は、働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援として「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」への回答が全体の回答
と比較して多い傾向。

表47 女性×30代×既婚×正規雇用×働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援

Q1性別(女性)・Q2年齢（30代）・Q12婚姻状況（既婚）・Q8雇用形態×Q27環境充実のために必要な支援「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」（※表は一部抜粋）

χ2=6.1 自由度=1 p<0.05

育児休業のた

めの休暇を取

りやすい職場

環境

こどもが病気

の時に休暇を

取りやすい職

場環境

授業参観等の

こどもの学校

行事の時に休

暇を取りやす

い環境

短時間勤務や

在宅勤務を選

択できる仕組

み

育児休業や短

時間勤務、こ

どもに関係す

る休暇取得が

仕事上のキャ

リアに影響し

ない

時間外労働を

しなくてもよ

い職場環境

その他

女性-30代-既婚-正規雇用 70.45% 92.08% 66.49% 56.75% 36.83% 44.11% 3.21%

全体 69.85% 91.88% 69.14% 44.49% 35.56% 39.90% 2.73%
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女性-30代-既婚-正規雇用 全体
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30代と40代の女性で結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会にいったん退職後、再び仕事をすることを希望する人は、働きながら子育てをする環境充実
のために必要な支援として「授業参観等のこどもの学校行事の時に休暇を取りやすい環境」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。また、同様の希望を持
つ30代女性は「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表48 女性×30代or40代×結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会にいったん退職後、再び仕事をする×働きながら子育てをする環境充
実のために必要な支援

Q1性別(女性)・Q2年齢（30代）・Q23希望するライフスタイル×Q27環境充実のために必要な支援「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」（※表は一部抜粋）

χ2=18 自由度=4 p<0.01

Q1性別(女性)・Q2年齢（40代）・Q23希望するライフスタイル×Q27環境充実のために必要な支援「授業参観等のこどもの学校行事の時に休暇を取りやすい環境」（※表は一部抜粋）

χ2=40.1 自由度=4 p<0.001

Q1性別(女性)・Q2年齢（30代）・Q23希望するライフスタイル×Q27環境充実のために必要な支援「授業参観等のこどもの学校行事の時に休暇を取りやすい環境」（※表は一部抜粋）

χ2=31.7 自由度=4 p<0.001
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育児休業のた

めの休暇を取

りやすい職場

環境

こどもが病気

の時に休暇を

取りやすい職

場環境

授業参観等の

こどもの学校

行事の時に休

暇を取りやす

い環境

短時間勤務や

在宅勤務を選

択できる仕組

み

育児休業や短

時間勤務、こ

どもに関係す

る休暇取得が

仕事上のキャ

リアに影響し

ない

時間外労働を

しなくてもよ

い職場環境

その他

女性-30代-結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機

会にいったん退職後、再び仕事をする
63.02% 94.69% 79.44% 61.19% 30.85% 37.48% 2.16%

女性-40代-結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機

会にいったん退職後、再び仕事をする
62.60% 95.01% 82.94% 46.33% 30.45% 39.11% 1.84%

全体 69.07% 91.86% 69.28% 46.09% 35.52% 39.56% 2.75%
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女性-30代-結婚してこどもを

持ち、結婚（or出産）の機会

にいったん退職後、再び仕事
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女性-40代-結婚してこどもを

持ち、結婚（or出産）の機会

にいったん退職後、再び仕事

をする

全体



結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会にいったん退職後、再び仕事をすることを希望する30代の人は、働きながら子育てをする環境充実のために必要
な支援として「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。同様の希望を持つ40代の人は「授業参観等のこどもの
学校行事の時に休暇を取りやすい環境」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表49 30代or40代×結婚してこどもを持ち結婚（or出産）の機会にいったん退職後、再び仕事をする×働きながら子育てをする環境充実のために必要な支援

Q2年齢（30代）・Q23希望するライフスタイル×Q27環境充実のために必要な支援「短時間勤務や在宅勤務を選択できる仕組み」（※表は一部抜粋） χ2=29 自由度=4 p<0.001

Q2年齢（40代）・Q23希望するライフスタイル×Q27環境充実のために必要な支援「授業参観等のこどもの学校行事の時に休暇を取りやすい環境」（※表は一部抜粋）χ2=59.1 自由度=4 p<0.001

育児休業のた

めの休暇を取

りやすい職場

環境

こどもが病気

の時に休暇を

取りやすい職

場環境

授業参観等の

こどもの学校

行事の時に休

暇を取りやす

い環境

短時間勤務や

在宅勤務を選

択できる仕組

み

育児休業や短

時間勤務、こ

どもに関係す

る休暇取得が

仕事上のキャ

リアに影響し

ない

時間外労働を

しなくてもよ

い職場環境

その他

30代-結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会に

いったん退職後、再び仕事をする
63.41% 94.63% 78.54% 61.63% 30.89% 37.40% 2.11%

40代-結婚してこどもを持ち、結婚（or出産）の機会に

いったん退職後、再び仕事をする
62.60% 94.53% 82.57% 46.31% 30.28% 39.44% 2.04%

全体 69.07% 91.86% 69.28% 46.09% 35.52% 39.56% 2.75%
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30.89% 37.40% 2.11%
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30代-結婚してこどもを持ち、結

婚（or出産）の機会にいったん

退職後、再び仕事をする

40代-結婚してこどもを持ち、結

婚（or出産）の機会にいったん

退職後、再び仕事をする

全体
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20代30代の女性は、こどもを産み育てていくために必要な資金として「児童手当などの給付金」を最も多く回答。また、20代の女性は「こどもを産み育てるた
めに必要な住まいへの支援」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。 30代の女性は「保育園、放課後児童クラブなどの利用料への支援」への回答が全体の
回答と比較して多い傾向。

表50 女性×20代or30代×こどもを産み育てていくために必要な資金

Q1性別(女性)・Q2年齢×Q28必要な資金「保育園、放課後児童クラブなどの利用料への支援」（※表は一部抜粋） χ2=173.7 自由度=4 p<0.001

Q1性別(女性)・Q2年齢×Q28必要な資金「こどもを産み育てるために必要な住まいへの支援」（※表は一部抜粋） χ2=79.6 自由度=4 p<0.001

児童手当などの給付

金

保育園、放課後児童

クラブなどの利用料

への支援

学校に係る経費への

支援（給食費、教材

費、授業料など）

こどもが病気の時に

かかった医療費への

支援

障がいのある子ども

の成長に必要な経費

への支援

こどもを産み育てる

ために必要な住まい

への支援

その他

女性-20代 82.41% 64.26% 74.07% 67.96% 20.37% 42.41% 1.85%

女性-30代 82.96% 70.10% 77.18% 69.22% 24.61% 31.75% 3.06%

全体 80.12% 59.25% 79.13% 70.40% 27.58% 30.32% 3.42%
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80.00%

90.00%

女性-20代 女性-30代 全体
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理想のこどもの人数と現実にギャップがある（少ない）30代の女性は、こどもを産み育てていくために必要な資金として「保育園、放課後児童クラブなどの利
用料への支援」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表51 女性×30代×理想のこどもの人数と現実にギャップあり×こどもを産み育てていくために必要な資金

Q1性別（女性）・Q2年齢（30代）・Q35, 36理想と現実のギャップ×Q28必要な資金「保育園、放課後児童クラブなどの利用料への支援」（※表は一部抜粋）
χ2=6.4 自由度=2 p<0.05

児童手当などの

給付金

保育園、放課後

児童クラブなど

の利用料への支

援

学校に係る経費

への支援（給食

費、教材費、授

業料など）

こどもが病気の

時にかかった医

療費への支援

障がいのある子

どもの成長に必

要な経費への支

援

こどもを産み育

てるために必要

な住まいへの支

援

その他

女性-30代-理想より現実の方が少ない 80.96% 71.92% 78.17% 67.69% 25.77% 32.98% 3.85%

全体 80.12% 59.25% 79.13% 70.40% 27.58% 30.32% 3.42%
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熊本市在住の30代の女性は、子育て中の人が不便さを感じることがある交通機関として「市電」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表52 女性×30代×熊本市在住×不便さを感じる交通機関

Q1性別（女性）・Q2年齢（30代）・Q4居住地域×Q32不便さを感じる交通機関「市電」（※表は一部抜粋）
χ2=45.3 自由度=5 p<0.001

バス 市電 JR 電車（JRを除く） 公共交通機関は利用しない

女性-30代-熊本市 68.54% 56.34% 37.56% 23.94% 21.13%

全体 59.70% 31.42% 34.74% 19.53% 33.27%

68.54%
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未婚の男性は、理想のこどもの人数として「0人」または「2人」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表53 男性×未婚×理想のこどもの人数

Q1性別（男性）・Q12婚姻状況×Q35理想のこどもの人数（※表は一部抜粋）
χ2=239.1 自由度=5 p<0.001

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

男性-結婚していない 11.92% 5.81% 51.16% 29.07% 0.58% 1.45%

全体 1.44% 3.13% 35.97% 49.99% 6.47% 2.99%

11.92%

5.81%

51.16%

29.07%
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1.44% 3.13%
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60.00%

男性-結婚していない 全体
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20代の未婚の女性は、理想のこどもの人数として「2人」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表54 女性×20代×未婚×理想のこどもの人数

Q1性別（女性）・Q2年齢（20代）・Q12婚姻状況×Q35理想のこどもの人数（※表は一部抜粋）
χ2=46 自由度=5 p<0.001

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

女性-20代-結婚していない 3.15% 4.33% 51.57% 37.01% 2.76% 1.18%

全体 1.44% 3.13% 35.97% 49.99% 6.47% 2.99%
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熊本市在住の30代は男女はともに、現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数として「2人」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表55 女性or男性×30代×熊本市在住×現実的なこどもの人数

Q1性別（女性）・Q2年齢（30代）・Q4居住地域×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋）χ2=113.7 自由度=25 p<0.001
Q1性別（男性）・Q2年齢（30代）・Q4居住地域×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋） χ2=39.7 自由度=25 p<0.05

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

男性-30代-熊本市 7.81% 10.42% 54.17% 23.44% 3.13% 1.04%

女性-30代-熊本市 11.52% 13.48% 47.63% 23.46% 3.19% 0.72%

全体 23.88% 9.89% 36.37% 23.63% 4.70% 1.53%
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熊本市在住の30代は、現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数として「2人」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表56 30代×熊本市在住×現実的なこどもの人数

Q2年齢（30代）・Q4居住地域×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋）
χ2=121.1 自由度=25 p<0.001

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

30代-熊本市 11.04% 12.93% 48.63% 23.46% 3.17% 0.77%

全体 23.88% 9.89% 36.37% 23.63% 4.70% 1.53%
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理想のこどもの人数より現実に持つこどもの人数が多い女性は、現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数として「3人」または「4人」と答える傾向。

表57 女性×理想のこどもの人数より現実に持つこどもの人数が少ないor同じor多い×現実的なこどもの人数

Q1性別（女性）・Q35, 36理想と現実のギャップ×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋） χ2=3821.8 自由度=10 p<0.001

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

女性-理想より現実の方が少ない 43.77% 16.06% 33.62% 5.57% 0.99% 0.00%

女性-同じ 2.13% 3.26% 43.71% 43.42% 5.32% 2.16%

女性-理想より現実の方が多い 0.00% 1.47% 6.37% 47.06% 33.82% 11.27%

全体 23.88% 9.89% 36.37% 23.63% 4.70% 1.53%
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結婚を希望する20代の女性は、現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数として「2人」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表58 女性×20代×結婚希望あり×現実的なこどもの人数

Q1性別（女性）・Q2年齢（20代）・Q14結婚希望×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋）
χ2=46 自由度=5 p<0.001

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

女性-20代-希望あり 12.44% 10.60% 56.22% 19.35% 1.38% 0.00%

全体 42.14% 14.00% 29.29% 12.48% 1.30% 0.79%
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20代の女性は、現実的に持つ（または持つ予定）のこどもの人数として「2人」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表59 女性×20代×現実的なこどもの人数

Q1性別（女性）・Q2年齢×Q36現実的なこどもの人数（※表は一部抜粋）
χ2=410.6 自由度=20 p<0.001

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

女性-20代 18.11% 11.81% 50.39% 18.11% 1.18% 0.39%

全体 42.14% 14.00% 29.29% 12.48% 1.30% 0.79%
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20代は男女を問わず、理想のこどもの人数と現実的に持つ予定のこどもの人数として「同じ」という人が全体と比較して多い傾向。

表60 男性or女性×20代×こどもの人数における理想と現実のギャップ

Q1性別（女性）・Q2年齢×Q35, 36理想と現実のギャップ（※表は一部抜粋）
χ2=87 自由度=8 p<0.001

Q1性別（男性）・Q2年齢×Q35, 36理想と現実のギャップ（※表は一部抜粋）

χ2=81.6 自由度=8 p<0.001

理想より現実の方が少ない 同じ 理想より現実の方が多い

男性-20代 41.21% 56.59% 2.20%

女性-20代 42.26% 53.59% 4.15%

全体 52.55% 41.47% 5.98%
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20代の女性は、現実に持てるこどもの人数が理想よりも少ない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎる」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。 

表61 女性×20代×理想のこどもの人数より現実に持てるこどもの人数が少ない理由

Q1性別（女性）・Q2年齢×Q38理想より少ない理由「高齢出産は不安」（※表は一部抜粋）

χ2=198.1 自由度=4 p<0.001

Q1性別（女性）・Q2年齢×Q38理想より少ない理由「子育てや教育にお金がかかりすぎる」（※表は一部抜粋）
χ2=41.5 自由度=4 p<0.001

子育てや教

育にお金が

かかりすぎ

る

家が狭い

自分の仕事

に差し支え

る

健康上の理

由

こどもがの

びのび育つ

環境ではな

い

自分や夫婦

の生活を大

切にしたい

高齢出産は

不安

ほしいけれ

どもできな

い

これ以上育

児の心理的

肉体負担に

耐えきれな

い

配偶者・

パートナの

家事育児へ

協力が得ら

れない

配偶者・

パートナー

が望まない

末子が自分

や配偶者・

パートナー

の定年退職

までに成人

してほしい

その他

女性-20代 85.94% 17.27% 23.29% 3.21% 9.64% 10.04% 6.83% 5.62% 22.89% 1.20% 4.82% 2.41% 6.02%

全体 67.99% 15.34% 19.41% 13.31% 7.93% 6.10% 33.82% 13.81% 26.27% 1.53% 8.94% 9.84% 9.10%

85.94%
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67.99%

15.34% 19.41%

13.31%

7.93% 6.10%

33.82%

13.81%

26.27%

1.53%
8.94%

9.84%
9.10%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

女性-20代 全体
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1人のこどもを持つ20代と30代の女性は、若年層定着のために充実させるべきものとして「子育てをしやすい環境の充実」への回答が全体の回答と比較して多
い傾向。 

表62 女性×20代or30代×こども1人×若年層定着のために充実させるべきもの

Q1性別（女性）・Q2年齢（30代）・Q34こども人数×Q11若年層定着のために充実させるべきもの「子育てをしやすい環境の充実」（※表は一部抜粋）χ2=36.5 自由度=3 p<0.001

Q1性別（女性）・Q2年齢（20代）・Q34こども人数×Q11若年層定着のために充実させるべきもの「子育てをしやすい環境の充実」（※表は一部抜粋）χ2=44.9 自由度=3 p<0.001
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企業の魅力

向上（働き

続けたいと

思う仕事や

職場環境な

ど）

子育てをし

やすい環境

の充実

教育環境の

充実

医療・福祉

体制の充実

デジタル環

境の充実

交通環境の

利便性向上

災害に強い

街への整備

安全・安心

な生活環境

（交通安

全・防犯）

環境に優し

い暮らしが

できる地域

への変化

パートナー

と出会う

きっかけづ

くり

自然・食の

魅力の向上

非日常を楽

しめる娯楽

やスポット

熊本で生活

する魅力の

情報発信

その他

女性-20代-1人 63.70% 94.70% 42.10% 45.80% 6.80% 40.50% 15.80% 35.80% 5.30% 7.90% 12.10% 26.80% 13.70% 2.10%

女性-30代-1人 76.70% 90.00% 49.00% 45.40% 10.00% 58.30% 16.70% 31.00% 5.70% 9.50% 8.30% 20.00% 11.30% 4.10%

全体 76.50% 79.50% 47.30% 45.20% 11.40% 56.10% 15.30% 30.80% 6.70% 9.50% 9.10% 20.10% 14.90% 4.40%

63.70%

94.70%

42.10% 45.80% 6.80%

40.50%

15.80% 35.80% 5.30% 7.90% 12.10%
26.80% 13.70% 2.10%
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90.00%
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16.70%

31.00%

5.70%
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20.00%

11.30%

4.10%
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47.30% 45.20%
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15.30%

30.80%

6.70%
9.50%

9.10%
20.10%

14.90%
4.40%
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10.00%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

女性-20代-1人 女性-30代-1人 全体



Q1性別（男性）・Q2年齢×Q20結婚に対するイメージ「精神的な安らぎの場が得られる」（※表は一部抜粋）

30代、40代、50代の男性は、結婚に対するイメージとして「生きがいにつながる」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。 40代と50代の男性では、「社
会的信用を得たり、周囲と対等になれる」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。また、30代と40代の男性では、「ひとりの時間が減る」「お金に自由が
無くなるへの回答が全体の回答と比較して多い傾向もある。50代男性は「精神的な安らぎの場が得られる」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表63 男性×30代or40代or50代×結婚に対するイメージ

χ2=28.7 自由度=4 p<0.001
Q1性別（男性）・Q2年齢×Q20結婚に対するイメージ「社会的信用を得たり、周囲と対等になれる」（※表は一部抜粋） χ2=44.4 自由度=4 p<0.001

Q1性別（男性）・Q2年齢×Q20結婚に対するイメージ「ひとりの時間が減る」（※表は一部抜粋） χ2=48.9 自由度=4 p<0.001

Q1性別（男性）・Q2年齢×Q20結婚に対するイメージ「お金に自由が無くなる」（※表は一部抜粋） χ2=33.4 自由度=4 p<0.001
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経済的に余

裕が持てる

社会的信用

を得たり、

周囲と対等

になれる

精神的な安

らぎの場が

得られる

愛情を感じ

ている人と

一緒に暮ら

せる

自分のこど

もや家族が

持てる

生きがいに

つながる

親から独立

できる

親を安心さ

せることが

できる

ひとりの時

間が減る

習慣の違い

からのスト

レスがある

お金に自由

が無くなる

相手や親族

に気を遣わ

なければい

けない

結婚＝こど

もを産み育

てるという

イメージに

違和感があ

る

家事をしな

ければいけ

ないという

イメージが

ある

その他

男性-30代 17.40% 21.90% 50.70% 57.10% 81.20% 51.50% 8.20% 31.10% 44.20% 21.50% 40.30% 30.10% 5.10% 9.00% 0.60%

男性-40代 16.50% 30.70% 52.50% 55.50% 81.60% 49.40% 8.90% 35.50% 36.80% 19.20% 37.60% 25.80% 2.40% 5.40% 1.30%

男性-50代 17.20% 34.20% 62.10% 60.30% 74.90% 55.80% 10.00% 32.90% 24.80% 12.60% 25.30% 21.40% 2.00% 4.80% 1.30%

全体 23.30% 18.50% 50.40% 54.20% 80.00% 35.60% 12.80% 35.70% 28.70% 19.60% 25.90% 34.00% 5.50% 27.40% 1.20%

17.40% 21.90% 50.70% 57.10% 81.20%

51.50%

8.20%
31.10%

44.20%

21.50%

40.30%

30.10% 5.10%
9.00%

0.60%

16.50%

30.70%

52.50%

55.50%
81.60%

49.40%

8.90%
35.50%

36.80%

19.20%

37.60%

25.80%

2.40%

5.40%

1.30%

17.20%

34.20%

62.10%

60.30%

74.90%

55.80%

10.00%
32.90%

24.80%

12.60%

25.30% 21.40%

2.00%

4.80%

1.30%

23.30%

18.50%

50.40%

54.20%

80.00%

35.60%

12.80%

35.70%

28.70%
19.60% 25.90%

34.00%
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27.40%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

男性-30代 男性-40代 男性-50代 全体



結婚を希望しない40代の女性は、結婚に対するイメージとして「習慣の違いからのストレスがある」「相手や親族に気を遣わなければいけない」「家事をしな
ければいけないというイメージがある」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表64 女性×40代×結婚希望なし×結婚に対するイメージ

Q1性別（女性）・Q2年齢（40代）・結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「習慣の違いからのストレスがある」（※表は一部抜粋） χ2=23.4 自由度=1 p<0.001

Q1性別（女性）・Q2年齢（40代）・結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「相手や親族に気を遣わなければいけない」（※表は一部抜粋） χ2=24.8 自由度=1 p<0.001

Q1性別（女性）・Q2年齢（40代）・結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「家事をしなければいけないというイメージがある」（※表は一部抜粋） χ2=4.2 自由度=1 p<0.05
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経済的に

余裕が持

てる

社会的信

用を得た

り、周囲

と対等に

なれる

精神的な

安らぎの

場が得ら

れる

愛情を感

じている

人と一緒

に暮らせ

る

自分のこ

どもや家

族が持て

る

生きがい

につなが

る

親から独

立できる

親を安心

させるこ

とができ

る

ひとりの

時間が減

る

習慣の違

いからの

ストレス

がある

お金に自

由が無く

なる

相手や親

族に気を

遣わなけ

ればいけ

ない

結婚＝こ

どもを産

み育てる

というイ

メージに

違和感が

ある

家事をし

なければ

いけない

というイ

メージが

ある

その他

女性-40代-希望なし 18.50% 8.40% 28.40% 21.10% 36.00% 10.20% 4.00% 13.10% 43.30% 49.50% 32.40% 58.20% 10.90% 39.30% 4.70%

全体 23.90% 14.80% 39.70% 41.70% 54.00% 27.80% 7.60% 26.00% 38.00% 33.00% 30.80% 41.60% 9.70% 26.50% 2.60%

18.50% 8.40% 28.40% 21.10% 36.00% 10.20% 4.00% 13.10% 43.30%

49.50%

32.40%

58.20%

10.90%

39.30%

4.70%

23.90%

14.80%

39.70%

41.70%
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27.80%

7.60%

26.00%

38.00% 33.00%

30.80%
41.60%
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2.60%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

女性-40代-希望なし 全体



結婚を希望しない女性は、結婚に対するイメージとして「習慣の違いからのストレスがある」「相手や親族に気を遣わなければいけない」「家事をしなければ
いけないというイメージがある」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表65 女性×結婚希望なし×結婚に対するイメージ

70

経済的に

余裕が持

てる

社会的信

用を得た

り、周囲

と対等に

なれる

精神的な

安らぎの

場が得ら

れる

愛情を感

じている

人と一緒

に暮らせ

る

自分のこ

どもや家

族が持て

る

生きがい

につなが

る

親から独

立できる

親を安心

させるこ

とができ

る

ひとりの

時間が減

る

習慣の違

いからの

ストレス

がある

お金に自

由が無く

なる

相手や親

族に気を

遣わなけ

ればいけ

ない

結婚＝こ

どもを産

み育てる

というイ

メージに

違和感が

ある

家事をし

なければ

いけない

というイ

メージが

ある

その他

女性-希望あり 31.90% 16.50% 55.20% 56.10% 67.20% 34.50% 11.80% 35.80% 28.70% 20.10% 21.60% 33.00% 6.20% 25.50% 1.70%

女性-希望なし 18.00% 10.60% 26.20% 23.80% 38.70% 12.50% 4.90% 15.70% 44.00% 47.00% 33.60% 56.90% 12.90% 37.30% 3.70%

全体 23.90% 14.80% 39.70% 41.70% 54.00% 27.80% 7.60% 26.00% 38.00% 33.00% 30.80% 41.60% 9.70% 26.50% 2.60%
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女性-希望あり 女性-希望なし 全体

Q1性別（女性）・結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「習慣の違いからのストレスがある」（※表は一部抜粋）χ2=85.6 自由度=1 p<0.001

Q1性別（女性）・結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「相手や親族に気を遣わなければいけない」（※表は一部抜粋） χ2=55 自由度=1 p<0.001

Q1性別（女性）・結婚希望×Q20結婚に対するイメージ「家事をしなければいけないというイメージがある」（※表は一部抜粋）χ2=18.2 自由度=1 p<0.001



未婚の女性は、結婚に繋がると思う出会いのシーンとして「職場やバイト先」を最も多く回答。また、「家族、知人の紹介」や「マッチングアプリ」への回答
が全体の回答と比較して多い傾向。

表66 女性×未婚×結婚に繋がる出会いのシーン

Q1性別（女性）・Q12婚姻状況×Q22結婚に繋がる出会いのシーン「マッチングアプリ」（※表は一部抜粋） χ2=198.1 自由度=1 p<0.001

Q1性別（女性）・Q12婚姻状況×Q22結婚に繋がる出会いのシーン「家族、知人の紹介」（※表は一部抜粋） χ2=21.5 自由度=1 p<0.001
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職場やバイ

ト先

家族、知人

の紹介
学校、大学

趣味を共有

する場

合コン、飲

み会

婚活イベン

ト

ネット、Ｓ

ＮＳ

マッチング

アプリ
その他

女性-結婚していない 68.70% 58.70% 40.70% 42.60% 31.70% 19.50% 14.80% 24.80% 0.90%

全体 62.20% 48.00% 41.10% 34.10% 27.40% 10.90% 7.20% 8.40% 1.60%
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58.70%
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42.60%

31.70%
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14.80%

24.80%

0.90%
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48.00%
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34.10%

27.40%

10.90%

7.20% 8.40%

1.60%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

女性-結婚していない 全体



Q2（30代）・Q12婚姻状況×Q22結婚に繋がる出会いのシーン「趣味を共有する場」（※表は一部抜粋）

30代の未婚者は、結婚に繋がると思う出会いのシーンとして「職場やバイト先」を最も多く回答。また、「家族、知人の紹介」や「趣味を共有する場」「婚活
イベント」「マッチングアプリ」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表67 30代×未婚×結婚に繋がる出会いのシーン

χ2=17.9 自由度=1 p<0.001

Q2（30代）・Q12婚姻状況×Q22結婚に繋がる出会いのシーン「家族、知人の紹介」（※表は一部抜粋） χ2=26 自由度=1 p<0.001

Q2（30代）・Q12婚姻状況×Q22結婚に繋がる出会いのシーン「婚活イベント」（※表は一部抜粋） χ2=25 自由度=1 p<0.001

Q2（30代）・Q12婚姻状況×Q22結婚に繋がる出会いのシーン「マッチングアプリ」（※表は一部抜粋）χ2=69.8 自由度=1 p<0.00172

職場やバイト

先

家族、知人の

紹介
学校、大学

趣味を共有す

る場

合コン、飲み

会
婚活イベント

ネット、ＳＮ

Ｓ

マッチングア

プリ
その他

30代-結婚していない 69.80% 67.90% 41.50% 48.40% 36.50% 27.00% 17.00% 30.20% 0.60%

全体 62.20% 48.00% 41.10% 34.10% 27.40% 10.90% 7.20% 8.40% 1.60%
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男性は年齢に関わらず、希望するライフスタイルとして「結婚してこどもを持ち、仕事も続ける」への回答が全体の回答と比較して多い傾向。

表68 男性×20代or30代or40代or50代×希望するライフスタイル

Q1性別（男性）・Q2年齢×Q23希望するライフスタイル（※表は一部抜粋） χ2=76.5 自由度=16 p<0.00173

結婚してこどもは持たず、仕事

を続ける

結婚してこどもは持たず、結婚

の機会に退職する

結婚してこどもを持ち、仕事も

続ける

結婚してこどもを持ち、結婚

（or出産）の機会にいったん退

職後、再び仕事をする

結婚してこどもを持ち、結婚

（or出産）の機会に退職し、そ

の後は仕事をしない

男性-20代 8.20% 1.10% 87.90% 2.20% 0.50%

男性-30代 3.90% 0.00% 91.60% 3.30% 1.20%

男性-40代 1.70% 0.00% 92.40% 4.60% 1.30%

男性-50代 3.90% 0.20% 88.00% 7.00% 0.90%

全体 2.70% 0.30% 63.30% 27.80% 5.90%

8.20%

1.10%

87.90%

2.20% 0.50%
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60.00%

70.00%

80.00%
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100.00%

男性-20代 男性-30代 男性-40代 男性-50代 全体
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