


本冊子は、高校生向けライフキャリア教育啓発冊子
「mirai book」の指導者用資料です。

○「ライフキャリア」とは、仕事をはじめ、家庭生活、地域社会とのかかわりなど、生涯にわたって自分が果たす役割や経
験の積み重ねのことです。
○進路や将来を考える時に、「男だから・・すべき」「女だから・・してはいけない」など、性別に基づく固定的な役割分担意識
に捉われることなく、自分らしい豊かな人生をデザインする力を持つことができるよう、県は「ライフキャリア教育」の推
進に取り組んでいます。
○「キャリア」と聞くと、どうしても「狭義のキャリア＝仕事」をイメージしがちですが、社会に出る前の高校生の時期から「広
義のキャリア＝ライフキャリア」を意識し、将来起こり得る進学、就職、結婚といったライフイベントについて学びつつ、
自身の個性や適正を生かした働き方・生き方を考えることには、深い意義があります。

○mirai bookは、高校におけるライフキャリアの関連教科【家庭総合（家庭基礎・生活デザイン）/現代社会/保健など】や、進
路について考える時間の副読本として、ご活用いただくことを想定しています。
○「未来の自分の人生にまだなんとなく現実味がなく、どこか他人事に感じてしまう」そんな高校生に、将来おそらく直面
するライフイベントや人生の選択について、Q１～10の質問を投げかけていくことで、自分の人生を具体的にイメージす
るきっかけを作っています。
○生徒の皆さんが、まずは自分で考え、次に他の人の意見を聞いてみることで、様々な選択肢の中から、自分らしい選択
をする一助になることを願っています。

● ページで扱うライフイベントとテーマ
　  これから起こりうるライフイベントについて記載しています。
● テーマへの質問
　  考えてみたいテーマについて導入の質問を２つ記載しています。
● DATA（データ）
　  テーマについて参考になるデータを記載しています。

● COLUMN（コラム）
　  テーマに関する時事トピックスなどを記載しています。
● 豆知識
　  用語の説明など、テーマを理解するために必要な知識を記載してい
ます。

● 気づいたこと、考えたことを書こう
  　授業を通じて学んだこと、気づいたことを記入します。
● ディスカッションポイント
  　テーマについて考えを深めるためのディスカッションポイントを記載

しています。

★ 「ライフキャリアプランニングシート」
　  すべてのテーマを終えたあと、巻末の「ライフキャリアプランニング

シート」を使って、具体的に未来の自分をイメージしてみましょう。

● 人はいつ「大人」になるのだろう。結婚や選挙など、法律的な観点から、大人と子どもの境を考えてみよう。

青少年相談支援情報サイト

選挙権年齢の引下げについて
　公職（国会や地方公共団体の議会の議員、首長）に関する定数と選挙方
法を規定する法律「公職選挙法」が改正され、2016年6月から、選挙権が
それまでの20歳以上から、「18歳以上」に引き下げられたよ。
　このグラフは、2022年7月の参議院議員通常選挙について、年代別の
投票率を表したもので、10～30代の若い世代の投票率は、上の世代に
比べて低いことがわかるね。
　日本では、若い世代の政治への無関心が問題となっているけれど、こ
れから直接自分自身に関わってくる就職や結婚、子育て、親の介護に関
する様々な課題を解決していくには、当事者となるあなたが積極的に投
票し、政治に関わっていくことが大切なんだ。

○市民相互の関係を規定する法律「民法」が改
正され、2022年4月から、成年年齢が20歳か
ら18歳に引き下げられたよ。
○しかし、働くことができる年齢、お酒を飲
める年齢など、行為によって適用される年齢
はまちまちなんだ。
○成年に達すると、親の同意がなくても様々
な契約ができるようになるけれど、その契約
に対して責任を負うのも自分自身となるんだ。

高校生はもう大人？子ども？

大人になったらどんなことができるの？

あなたは「大人」だと思う？

子どもは、何歳になったら「大人」になると思う？

気づいたこと、考えたことを書こう

〈　　YES　・　NO　　〉

成人

行為

婚姻（結婚）男性18歳女性16歳 民法
未成年であっても婚姻した場合は「成年に達したものとみなす」と
いう規定に従えば、20歳になる前に民法上「成年」として扱われる
ことになります。これを「婚姻による成年擬制」と言います。なお、
2022年4月より、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられました。

労働 満15歳 労働基準法 「満15歳に達した日以降の最初の3月31日が経過する日」まで、児
童を使用してはならないとしています。

喫煙・飲酒・
競馬 20歳 民法

飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、成年年齢
が18歳になっても、これまでと変わりません。健康面への影響や
非行防止、青少年保護等の観点から現状維持となりました。

携帯電話
の契約 20歳 民法

携帯電話に限らず、クレジットカードや一人暮らしの部屋の契約な
ど、成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるよう
になります。2022年4月より、成年年齢が18歳に引き下げられました。

普通自動車
免許 18歳 道路交通法 中型免許は20歳から、大型免許は21歳から取得できます。

年齢 根拠法 内　容

悩んでいるけれど、どうしたらいいかわからない。どこに相談したらいいのかわからない。ひとりで考えていても解決できな
いときは、「神奈川県青少年相談支援情報サイト」を見てみよう。相談方法や、相談機関を紹介しているよ。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/cnt/soudan/index.html

ディスカッションポイント

■ 法律に基づく主な行為の適用年齢

● 2022年参議院議員通常選挙における年代別投票率（抽出）
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○家庭（家庭基礎「生涯の生活設計」／家庭総合「ライフスタイルと生活設計」他）、 公民（現代社会「青年期と自己形成」）、保
健体育（保健「思春期と健康」他）などの授業でmirai bookを利用することを想定しています。
○「Q１：高校生はもう大人?子ども?」を事例に、１コマの授業（50分）を実施する場合の「授業の進行例」を掲載しています。
Q２～Q10についても、この進行例を参考としてください。また、テーマに関する補足情報を掲載しています。
○「学習指導要領との関係性」欄を参考に、該当する単元の授業の導入として利用するなど、一部のＱを抜粋して使ってい
ただくこともできます。
○「授業の進行例」は、アクティブラーニングを基本とし、グループ・ペアワークで他の人の意見を知ることができるように
配慮しています。グループワークは４名程度、ペアワークは２名のグループ分けを想定しています。
○mirai bookのP14、15は 「ライフキャリアプランニングシート」を生徒が作成するページとなっています。本誌P23掲載
のとおり、視聴覚教材を併用するなどして、１コマの単独の授業を実施することも可能ですが、Q１～10までの授業終了後、
又は一部のQを抜粋して授業をしていただいた後に 「ライフキャリアプランニングシート」を作成する授業を実施するとよ
り効果的です。
※記載しているURL情報は、2024年３月時点のものです。

※当該年度の在庫との兼ね合いにより、ご希望に添えない場合があります。

ライフキャリア教育の授業等で活用していただける視聴覚教材です。

ライフキャリアについて考えるきっかけとなるように、様々な職業や生き方を選択した社会人の皆さんを紹介する冊子です。

❶ 高校生向け視聴覚教材（DVD）「自分の『mirai』について考える」

❷ ロールモデル事例集「MEET ME BOOK ～ロールモデル編～」Vol.1、Vol.2

①人生の選択編
（13分）

②先輩の声編
（13分）

高校生のディスカッションやグラフデータを基に、「進学」
や「就職」などの将来の選択肢を考えます。
同じ高校生のリアルな意見を紹介し、より身近な問題とし
て考えられる展開となっています。

高校生にとって少し先輩にあたる20代～30代前半の社会
人のインタビューを中心に、ライフキャリアの考え方やラ
イフキャリアプランニングシートの活用法などを紹介し、
高校生が自分のキャリアを考えるきっかけをつくります。

　mirai bookの他に、県は次の教材を作成しています。県内高校には無料で配布※しますので、共生推進本部室 男女共同
参画グループ（電話 045-210-3640）へお問い合わせください。



大人になるとはどういうことか、青年期について考える
ページです。成長するにつれてどういったことが自分た
ちにも該当してくるのか、法律や権利などの面から理解
を深め、「大人」に伴う責任に気づくことを目的とします。

〔現代社会〕青年期と自己の形成
〔保健〕　　喫煙、飲酒と健康
　　　　　思春期と健康
　　　　　結婚生活と健康

〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
〔家庭総合〕人の一生と青年期の自立

高校生はもう大人？子ども？成人

目的 学習指導要領との関係性
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❷

補足情報→

❹

❸

COLUMN

豆知識

2022年参議院議員通常選挙におけ
る年代別投票率
青少年相談支援情報サイト

総務省ホームページ：国政選挙にお
ける年代別投票率について

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_
s/news/sonota/nendaibetu/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/
cnt/soudan/index.html

参議院議員通常選挙における年代別投票率の推
移　R４年

■ mirai book Q1 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

県ホームページ：【青少年センター】
神奈川県青少年相談支援情報サイ
ト（ひきこもり・不登校等で悩んで
いる方への情報）



○婚姻：現在、婚姻開始年齢に男女差が設けられているのは、男女間で心身の発達に差異があるためとされています。しかし、
今日では、社会的・経済的な成熟度といった観点からは、男女間に特段の違いはないと考えられることから、男女の取扱
いの差異を解消することになりました。
〔出典〕法務省：民法（成年年齢関係）改正Q&A　http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html　Q7どうして女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げるのですか？

○各種契約：未成年者取消権行使の年齢も引き下げられるため、契約は慎重にする必要があることを伝えましょう。
＊未成年者取消権…未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、
民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を
保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。成年に達すると、親の同意がなく
ても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決
めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
〔出典〕政府広報オンライン：18歳から"大人"に！成年年齢引き下げで変わること、 変わらないこと。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html　３成年に達して一人で契約する際に注意することは？

補足情報

授業の進行例

○この授業の目的を、指導者用資料の「目的」欄を参考に伝えます。
○各Ｑに関連する問いかけをしてもよいでしょう。
【Ｑ１の場合の例】子どもと大人の境目は何歳くらいだと思う？　など

○テーマへの質問について、生徒が各自の回答と、その理由を記入します。
○回答は、自分なりの意見で、色々あって良いことを伝えます。

○ディスカッションポイントについて、グループワーク１のメンバーで意見交換を行います。
○自分の考えを発表するとともに、他の人の意見を知ることにより、考えを深め
ます。

○DATA、COLUMN、豆知識を生徒が読みます。
※豆知識は、時間に応じて、後で各自読む形でもかまいません。
○DATAやCOLUMNについてどう思うか問いかけ、何人かの生徒に発表させます。
【Ｑ１の場合の例】10代、20代の投票率を他の世代と比べてみて、どう思う？　など
○指導者用資料の補足情報などを参考に、適宜補足説明をします。

○ペア又は４名程度で、テーマへの質問に対する回答を共有します。

○この授業で気づいたことや考えたことを記入します。

○授業を通しての気づきやグループワークで印象的だったことなどを、数名の生徒に発表
させます。

導入

個人ワーク１

グループワーク
１

講義１

個人ワーク２

グループワーク
２

共有

2分

5分

5分

20分

10分

5分

3分

❶テーマへの
質問

❶テーマへの
質問

❷DATA、
COLUMN、
豆知識

❸ディスカッション
ポイント

❹気づき

ー

展　開 所要時間
（計50分）

mirai book
該当部分 内　容



卒業後の進路について考えるページです。自分は何を大
切にして進路を決めるかを考え、主体的に進路を選択で
きるようにすることが目的です。

〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
　　　　　消費生活と生涯を見通した経済の計画

〔家庭総合〕人の一生と青年期の自立
　　　　　生活における経済の計画

進路はどうする？進路

目的 学習指導要領との関係性

補足情報→

DATA1　

DATA2

DATA3

豆知識

進路に関する価値観

高校卒業後の入学先別にみた卒業
までに必要な入在学費用

奨学金受給状況

大学・短大・高等専門学校・専門学校
に進学する際の新しい支援制度

（一社）全国高等学校 PTA連合会・（株）
リクルートマーケティングパート
ナーズ：高校生と保護者の進路に関す
る意識調査 （2017年）

日本政策金融公庫：教育費負担の実
態調査結果（2021年）

（独）日本学生支援機構．学生生活調
査（2020年）

（独）日本学生支援機構　奨学金貸
与・返還シミュレーションサイト
文部科学省：高等教育の修学支援新
制度特設ページ

http://souken.shingakunet.com/
research/2010/07/post-7a54.html

https://www.jfc.go.jp/n/fi ndings/kyoiku_
kekka_m_index.html

https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_
chosa/2020.html

https://simulation.sas.jasso.go.jp/
simulation/
https://www.mext.go.jp/kyufu/

Archives過去の調査結果／第８回高校生と保護
者の進路に関する意識調査2017／調査報告書／
Ⅱ 進路・将来にまつわる考え／17. 進路につい
ての価値観

令和２年度学生生活調査結果／【分割版】／調査
結果の概要等／Ⅱ調査結果の概要／７奨学金の
受給状況　（令和２年度）

教育費負担の実態調査結果（2021年12月20日発
表）／Ⅱ調査結果／１教育費の支出状況（３）高校
入学から大学卒業までにかける教育費用　図-６

■ mirai book Q2 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

【 Q：国公立大学に自宅外から通い、4年間、無利息で、月  々３万円借りた場合、何年かけて返済できるかな? 】
貸与総額は1,440,000円+保証料総額45,456円となるよ。返済は卒業して6ヶ月後にスタートするので、月  々9,230円で返済をするとしたら、
13年かかることになる。卒業時に23歳だった場合、36歳まで返済が続くんだね。利息付きの奨学金だと、返済額はもっと増えるよ。
（（独）日本学生支援機構 奨学金貸与・返還シミュレーションサイトより　https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/）

奨学金を利用している人はどれくらいいる？

進路は一度決めたら終わりではないよ
　就職した後に、新たな興味・関心を抱いて大学に進学したり、留学したりする人もいるよ。また、取り組みたい課題をみつけて転職したり、
起業したりする人もいるんだ。
　新たな出会いや経験を通して、あなたの世界はどんどん広がっていくよ。それに伴って、選んだ進路が変わることもあるかもしれないね。

（独）日本学生支援機構：学生生活調査（2020年）

区分

大学（昼間部）

短期大学（昼間部）

修士課程

博士課程

専門職学位課程

2020年度

49.6％

56.9％

49.5％

52.2％

37.1％

大学・短大・高等専門学校・専門学校
に進学する際の新しい支援制度 SDGs（持続可能な開発目標）

　2020年４月から、「高等教育の修学支援新制度」が始まったよ。
これは、意欲ある子どもたちの大学・短大・高等専門学校（４年・５
年）・専門学校への進学を支援するための制度で、「授業料の減免」
「給付型奨学金」の２つの支援があるよ。世帯の収入や、進学前
の明確な進路意識と強い学びの意欲などの要件があるよ。利用
したい人は、手続き方法やスケジュールも確認しよう。

▶ 文部科学省　高等教育の修学支援新制度特設ページ
https://www.mext.go.jp/kyufu/

　持続可能な開発目標（SDGsエス・ディー・ジーズ：Sustainable Development 
Goalsの略）とは、2015年９月に国連サミットで採択された持続可能な世界を
実現するための2030年までの国際目標だよ。17のゴール・169のターゲット
から構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っているんだ。
　この「mirai book」では、17のゴールのうち、「４ 質の高い教育をみんなに」「５ 
ジェンダー平等を実現しよう」「８ 働きがいも経済成長も」「10 人や国の不平等を

なくそう」のゴールに関連しているよ。
　あなたは、2030年に向けて、ど
んなことができるかな。

■ 奨学金受給状況
○進学に際して、無利息や、通常の教育ローンより
も低い金利でお金を借りて進学する学生もいるよ。
この制度を「奨学金」というよ。
○大学（昼間部）生では、全体の49.6％が日本学生支援
機構などの奨学金を利用しているよ。

気づいたこと、考えたことを書こう

● あなたは何を大切にして進路を選ぶ？周りの人の意見を聞いてもう一度考えてみよう。
● その進路を選ぶことが、将来のあなたにどうつながるのか、具体的に想像して考えてみよう。

ディスカッションポイント

進路はどうする？

勉強するにはどれくらいお金がかかる？

進路について考えたことはある？

あなたは何を大切にして進路を選ぶ？

〈　　YES　・　NO　　〉

進路

（一社）全国高等学校PTA連合会・（株）リクルートマーケティングパートナーズ：高校生と保護者の進路に関する意識調査（2017年）

日本政策金融公庫：教育費負担の実態調査結果
（2021年）
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■高校卒業後の入学先別にみた卒業までに必要な入在学費用

■ 男子
■ 女子

○全国の高校生に実施した意識調査の結果によると、高校生が進路について思うことは、男女ともに「将来は役に立つ資格を身につけたい」
「収入や雇用が安定している仕事をしたい」「将来は手に職をつけて仕事をしたい」がトップ３となっているよ。
○男女別で差が大きい価値観は「奨学金制度を活用して進学したい」「できるだけ学費の安い学校に進学したい」で、いずれも女子生徒の方が
回答割合が高かったんだ。
○あなただったら、どの価値観を大事にするかな？

○高校卒業後の入学先別にみると、私
立大学に入学した場合の累計金額は、
文系で689.8万円、理系で821.6万円
となっているのに対し、国公立大学で
は481.2万円となっているよ。
○進学に費用がかかるけれど、学歴を
積んだ方が平均して高い収入を得て
いるというデータもあるよ。
○進学先での学びや経験、人間関係な
どがその後の人生に活きることもあ
るね。

進路をどうやって決めているの？
■ 進路に関する価値観

100%

80%

60%

40%

20%

0

284.0万円
366.5万円

481.2万円

689.8万円

821.6万円■在学費用

■入学費用

1,200万円

1,000万円

800万円

600万円

400万円

200万円

0
高専・専修
・各種学校

私立短大 国公立大学 私立大学
文系

私立大学
理系

233.8

50.2

290.0

76.5

414.0

67.2

608.0

81.8

732.8

88.8

補足情報→



あまり影響がない

まったく影響がない3.4％

ある程度影響がある非常に影響がある どちらともいえない

無回答
1.8％

32.2％

影響がある・計 75.1%

42.9％ 11.1％ 8.6％

○学歴による賃金差

○奨学金について「わからない」が約46%、まだよく知らない生徒も
　貸与型奨学金制度の利用意向について、「ぜひ利用したい」高校生は9.0％、「できれば利用したい」と合わせた「利用したい・
計」は31.9％、「考えたことがないのでわからない」が最も多く46.2％でした。一方、保護者は子どもに「ぜひ利用してほしい」が
13.8％、「できれば利用してほしい」と合わせた「利用してほしい・計」は40.9％、「考えたことがないのでわからない」は23.6％で
した。また、保護者の32.2％が家庭の経済事情は子どもの進路決定に「非常に影響がある」と回答しており、さらに「ある程度影
響がある」と合わせた「影響がある・計」は75.1％を占めています。

補足情報
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40

60

60

80

80

100（％）

100（％）

0

0

■ 学歴、性、年齢階級別賃金

■ 貸与型奨学金の利用意向

■ 家庭の経済事情の進路決定への影響  

高校生

保護者

保護者

まったく利用したくない・
して欲しくない

考えたことがないので
わからない

できれば
利用したい・
してほしい

ぜひ
利用したい・してほしい

あまり利用したくない・
して欲しくない

無回答1.8％

無回答4.5％

9.0％ 22.9％ 15.6％ 4.5％ 46.2％

13.8％ 27.1％ 23.6％ 7.4％ 23.6％

利用したい計・31.9%

利用してほしい計・40.9%

〔出典〕厚生労働省：賃金構造基本統計調査（2022年）　https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/index.html　
結果の概要／学歴別

〔出典〕（一社）全国高等学校 PTA連合会・（株）リクルートマーケティングパートナーズ：高校生と保護者の進路に関する意識調査 (2017年）
Archives過去の調査結果／第８回高校生と保護者の進路に関する意識調査2017／調査報告書はこちら／Ⅱ 進路・将来にまつわる考え／19.貸与
型奨学金制度の利用意向
〔出典〕（一社）全国高等学校 PTA連合会・（株）リクルートマーケティングパートナーズ：高校生と保護者の進路に関する意識調査 （2019年）
第９回高校生と保護者の進路に関する意識調査2019／全体の調査報告書はこちら／Ⅱ 進路・将来にまつわる考え／19．家庭の経済事情の進路
決定への影響 
http://souken.shingakunet.com/research/2010/07/post-7a54.html
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　進学にはお金がかかる一方で、社会に出た後、学歴による賃金差があるという調査結果が出ています。学歴別に賃金を
みると、男女計では、高校 27.38万円、専門学校 29.42万円、高専・短大 29.25万円、大学 36.28万円、大学院 46.42万円
となっている。男女別にみると、男性では、高校 29.75万円、大学 39.21万円、女性では、高校 22.29万円、大学 29.40万円
となっている。

大学院 平均47.84万円

高専・短大 平均34.83万円

高専・短大 平均26.93万円

専門学校 平均31.60万円
高校　平均29.75万円

大学　平均39.21万円

専門学校 平均26.94万円

高校　平均22.29万円

大学院 平均40.43万円

大学　平均29.40万円

高校
専門学校
高専・短大
大学
大学院

高校
専門学校
高専・短大
大学
大学院



https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/
cnt/f7579

Q3、Q4は、職業や働き方について考えるページです。働
く理由・目的や、雇用形態による賃金差を知り、自分は何
のために働くのか、どのような働き方をしたいかをイメー
ジすることが目的です。

〔現代社会〕青年期と自己の形成
〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
〔家庭総合〕人の一生と青年期の自立

どうやって仕事を選ぶ？働く

目的 学習指導要領との関係性

どうやって仕事を選ぶ？

大人にとって働く目的って何？

身近な大人は、どんな仕事をしている？なぜその仕事を選んだのかな？

あなたは何を大切にして仕事を選びたい？

働く

■ 男子
■ 女子

県：高校生の男女共同参画意識に関する調査報告書（2014年）

自分のやりたい仕事だから

自分の能力や技術を生かしたいから

将来性・安定性があるから

給料がよさそうだから

性別に関係なく活躍できる仕事だから

休みが多く、余暇も楽しめそうだから

家事・育児・介護などとの両立が可能だから

わからない

その他

○このグラフは、神奈川の高校生に実施した
意識調査で、将来就きたい職業が「ある」と回
答した高校生に対して、「その職業に就きたい
理由」を質問したものだよ。
○男女ともに「自分のやりたい仕事だから」が
最も多く、２番目に多かったのが、男子生徒
は「将来性、安定性があるから」、女子生徒は
「自分の能力や技術を生かしたいから」だった
んだ。
○あなただったら、どんな仕事に就きたい？
その理由は何かな？

○全国の18歳以上の人に「働く目的は何か」を聞いてみたところ、男女ともに「お金を得るために働く」が最も多かったよ。男性は「社会の一
員として務めを果たすために働く」、女性は「生きがいをみつけるために働く」が続いているね。
○この「生きがい」というのは、何だろう？自分にとって、楽しいこと？そのためだったら頑張れること？どんなことだろうか、考えてみよう。

高校生はどんな理由で職業を選んでいる？
■ その職業に就きたい理由（複数回答）

0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

　残業代が出ない、急に「明日から来なくて
いい」と言われたなど、働いているときに困っ
たことがあったら、県では労働相談や労働情
報の収集・発信を行っているよ。
https://www.pref.kanagawa.

jp/docs/k5n/cnt/f7579

労働問題に直面したら

気づいたこと、考えたことを書こう

● 人は何のために働くのだろう。身近で働いている人が、どんな理由で働いているかを聞いて、働くことについて考えてみよう。
ディスカッションポイント

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数（1,888人）

男性 （862人）

女性（1,026人）

（該当者数）

内閣府：国民生活に関する世論調査（2022年）

お金を得るために働く

13.8 7.4 13.3 4.1

8.6 6.1 14.7 5.7

61.4

64.9

自分の才能や
能力を発揮する
ために働く

社会の一員として、
務めを果たすために
働く

生きがいをみつける
ために働く

無回答

■ 働く目的は何か

63.3 11.0 6.7 14.1 4.9

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2

豆知識

その職業に就きたい理由

働く目的は何か

労働問題に直面したら

県：高校生の男女共同参画意識に関
する調査報告書（2014年）

内閣府：国民生活に関する世論調査
（2022年）
県ホームページ：かながわ労働セン
ターの労働相談

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/
pub/p785385.html

https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-life/
2.html#midashi24

高校生の男女共同参画意識に関する調査報告書
／内容／第２章／Ⅱ調査結果の詳細／２職業に
ついて／問７－１あなたがその職業につきたい
理由はどのようなことでしょうか

■ mirai book Q3 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）



〔出典〕厚生労慟省：新規学卒者の離職状況　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html 
新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移／表　学歴が高校、大学で2020年3月卒業の３年目までの離職率

〔出典〕厚生労働省：若年者雇用実態調査の概要（2018年）　https：//www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-h30.html
結果の概要／個人調査／２ これまでの就業状況／ (4)初めて勤務した会社をやめた主な理由 表23

○３年以内の離職率は約３割。どんな仕事か職場か、就職前によく知る必要があります
　国のデータによると、高校や大学卒業３年後の離職率は、それぞれ37.0%、32.3% 2020（いずれも ３月卒業者）となっ
ています。また、初めて勤務した会社をやめた主な理由として、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」が最も多く、
次いで 「人間関係がよくなかった」、 「賃金の条件がよくなかった」、 「仕事が自分に合わない」 となっています。こうした現
状も、ライフキャリアを考える際には認識しておく必要があるでしょう。

○高齢になるほど、「生きがいをみつけるために働く」が増えます
　年齢別にみると、「お金を得るために働く」と答えたのは、18～29歳が最も多く、その後、高齢になるにつれて減り、
「生きがいをみつけるために働く」が増えています。

補足情報

■ 2020年3月卒の3年目までの離職率

■ 卒業後初めて勤務した会社をやめた主な理由（上位5つ）

3年目までの離職率 1年目 2年目 3年目

37.0%高校 15.1% 11.7% 10.2%

10.6%32.3%大学 11.3% 10.4%

ノルマや責任が重すぎた5位 13.9%
仕事が自分に合わない4位 20.1%
賃金の条件がよくなかった3位 23.4%
人間関係がよくなかった2位 26.9%
労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった1位 30.3%

〔出典〕内閣府：国民生活に関する世論調査（2022年）　https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-life/2.html#midashi24
２ 調査結果の概要／３．生き方、考え方について／ (2)働く目的は何か 図24-1

■ 働く目的は何か
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70歳以上

0％ 10％ 20％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％30％

お金を得るために働く
社会の一員として、

勤めを果たすために働く

自分の才能や
能力を発揮するため

に働く

生きがいを
みつけるために
働く

無回答

79.379.3 5.45.4 7.67.6 6.06.0 1.61.6

76.976.9 9.09.0 8.08.0 6.16.1 ーー

76.176.1 5.65.6 8.48.4 8.88.8 1.11.1

75.275.2 9.79.7 6.56.5 7.77.7 1.01.0

61.661.6 13.413.4 6.56.5 15.215.2 3.33.3

40.840.8 15.515.5 5.35.3 25.325.3 13.013.0



https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/
cnt/f532110/documents/life-h.html

Q3、Q4は、職業や働き方について考えるページです。働
く理由・目的や、雇用形態による賃金差を知り、自分は何
のために働くのか、どのような働き方をしたいかをイメー
ジすることが目的です。

理想の生活をするなら、どんな働き方がいい？働く

目的 学習指導要領との関係性

理想の生活をするなら、どんな働き方がいい？

働き方で収入にどれくらい差がでる？

生活していくうえで、何を大切にしたい？

毎月、いくらあれば理想の生活ができると思う？

働く

変化していく働き方

○このグラフは、１か月当たりの支出額について、世
帯の代表者となる世帯主の年代別に表したものだよ。
○どの年代も「食料」が最も支出割合が高く、支出額
全体の約４分の１を占めているね。「住居」は、20代で
支出全体の５分の１を占めているけれど、年代が上
がると割合は低くなっているよ。「教育」の割合は、40
～50代で高くなっているね。
○年代別にみると、50代の支出額が最も高く、60代
でも、30代の支出額を上回っているね。
○支出の傾向から、それぞれの年代で、どのようなライ
フイベントが起こっているのか、イメージしてみよう。

○このグラフは、全国で、期間の定めのない労働契約で雇われ、その企業の就業規則で定められた所定労働時間の上限（フルタイム）まで労
働する「正社員・正職員」と、「正社員・正職員以外」の賃金について調査したものだよ。
○「正社員・正職員以外」には、期間の定めのある労働契約で雇われる「契約社員」や、派遣元となる人材派遣会社に登録し、派遣先となる企
業で働く「派遣社員」などが含まれるよ。
○男女ともに、「正社員・正職員」は20代から年齢が上がるにつれて、賃金が上昇し、50代をピークに徐々に減少するのに対し、「正社員・正職
員以外」では、年齢によってあまり変化は見られないね。

生きていくのにどれくらいお金がかかる？

　価値観の多様化やIT化による仕事環境の変化により、「最初に就職した会
社で定年まで働き続ける」「仕事は１つだけ」「仕事か家庭かのどちらかを選
ばなくてはならない」というこれまでの考え方に縛られない働き方が広ま
りつつあるんだ。例えばカフェでパソコンを開いて仕事をしている人を見
たことはあるかな。彼らは、会社のオフィスではなく、自宅などで働く「テ

レワーク」の制度を利用している人かもしれないね。通勤時間がかからず、
柔軟に働けるよね。
　県作成の「MEET ME BOOK ロールモデル編」では、自分
の好きなことで起業した人や育児休業を取得した男性社員
など、様々な働き方をしている人を紹介しているよ。ぜひ
チェックしてみよう！

気づいたこと、考えたことを書こう

● DATA1の生活費を踏まえて、今後の働き方（例：正社員と正社員以外）についてどう思うか考えてみよう。
ディスカッションポイント

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/cnt/f532110/documents/life-h.html
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男 性

厚生労働省：賃金構造基本統計調査（2022年）

■ 雇用形態・性・年齢階級別賃金

正社員・正職員以外
平均19.89万円

正社員・正職員以外
平均24.75万円

正社員・正職員
平均35.36万円 正社員・正職員

平均27.64万円

女 性

総務省：家計調査（2022年）　年代別の平均的な支出・収入と、費目の内訳を元に作成

■ 世帯主の年代別にみた勤労者世帯の消費支出（1ヶ月あたりの平均）

～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳～

10万円 20万円 30万円 40万円

16.47万円

24.50万円

29.55万円

31.84万円

27.71万円

23.65万円

■ 食料　■ 住居　■ 光熱・水道　■ 交通・通信　■ 教育　■ 教養娯楽　■ その他　

補足情報→

補足情報→

〔現代社会〕青年期と自己の形成
〔保健〕　　自己実現
　　　　　労働災害と健康
　　　　　働く人の健康の保持増進

〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
　　　　　消費生活と生涯を見通した経済の計画

〔家庭総合〕人の一生と青年期の自立
　　　　　生活における経済の計画

DATA1　

DATA2

COLUMN

世帯主の年代別にみた勤労者世帯
の消費支出（１カ月あたりの平均）

雇用形態・性・年齢階級別賃金

変化していく働き方

総務省：家計調査（2022年）

厚生労働省：賃金構造基本統計調査
（2022年）

県ホームページ：高校向けライフ
キャリア教育支援

https://www.stat.go.jp/data/kakei/2.html

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/
roudou/chingin/kouzou/z2022/index.html

４.詳細結果表／総世帯／＊年／2022年／表番
号４ 世帯人員・世帯主の年齢階級別／総世帯の
うち勤労者世帯

■ mirai book Q4 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

結果の概要／雇用形態別／第６－１表 雇用形態、
性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び雇用形態間
賃金格差
啓発冊子／MEET ME BOOK　ロールモデル編　
vol.1、vol.2



○正規雇用と非正規雇用では、収入面以外にも様々な違いがあります
　神奈川の事業所において、2022年の男性の正社員の割合は82.8%、女性の正社員の割合は61.8%となっています。男性の
非正社員は17.2％ですが女性の非正社員は38.2％であり、コロナ禍以降、女性も正社員が非正社員の割合を上回りました。
　正規雇用（正社員・正職員）と非正規雇用（非正社員・非正職員）は、賃金面だけでなく、任せられる仕事の責任や、経験の
蓄積、能力を高める機会などについても差が出てきます。非正規雇用には、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の機会
が乏しい、セーフティーネットが不十分などの課題があります。

資料のダウンロード
県ホームページ：高校向けライフキャリア教育支援（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/cnt/f532110/documents/life-h.html）
の「啓発冊子」よりPDFデータをダウンロードできます。

補足情報

■ 男性正社員　■ 男性非正社員　■ 女性正社員　■ 女性非正社員　　
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■ 神奈川県の男性および女性の正社員・非正社員割合

〔出典〕県：神奈川県男女共同参画推進条例に基づく事業所からの届出結果から作成　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/p2564.html
神奈川県男女共同参画推進条例に基づく事業所からの届出結果／令和４年度までの経年推移（表）
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85.085.0
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53.953.9
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19.419.4

52.252.2

80.680.6
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44.444.4
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38.438.4

81.881.8

61.661.6

女性
非正社員

男性
非正社員
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17.217.2
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結婚を含め、パートナーと一緒に暮らすということにつ
いて考えるページです。共に生きていきたいと思うパー
トナーにいつか出会えたらどうするか、「結婚」や「家族」の
形にこだわることなく、自分の将来についてイメージを
持つことを目的とします。

〔保健〕思春期と健康
〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
〔家庭総合〕家族・家庭と社会

理想の人に出会えたら、結婚を考える？結婚

目的 学習指導要領との関係性

理想の人に出会えたら、結婚を考える？結 婚

理想のパートナーとの出会いはどこかな？何歳で出会い、結婚する？出会っても結婚しない？

理想のパートナーは、どんな人？

恋人とはどこで出会った？

何歳くらいで結婚する？しない？

■ 未婚者が現在の交際相手と出会ったきっかけ

厚生労働省：出生動向基本調査（2021年）

○今の交際相手と出会ったきっかけを全国の未婚者に尋ねた調査結果によると、男女ともに
○次いで男性は「友人・兄弟姉妹を通じて」、女性は「ネットで」となっているよ。

「学校で」が最も多くなっているよ。

○このグラフは、初めて結婚した年齢の平均である「平均初婚
年齢」の推移を、男女別に表したものだよ。
○全国のグラフでは、1970年には、男性は約27歳、女性は約
24歳で結婚していたけれど、年々上昇し、2022年には男性は
31.1歳、女性は29.7歳となっているよ。
○神奈川のグラフを見ると、2022年の男性は31.8歳、女性は
30.2歳と、全国よりも高くなっているね。
○高年齢で結婚するようになっている現象を「晩婚化」といい、
同時に出産年齢も上がっているんだ。しかし、妊娠には「適
齢期」があるので、子どもをもちたいと考えている人は、「Ｑ８　
結婚したら、子どもはどうする？」もチェックしてみよう！

好きになる人が異性とは限らないよ
　私たちの中には、生物学的な性（からだの性）と個人が自認する性（ここ
ろの性）が一致しない人や、恋愛感情や性的欲求が同性や両性（男女両方）
に向いている人などがいるんだ。
　社会的には少数派となるそのような人たちのことを「性的マイノリ
ティ」というんだけれど、2001年にオランダで世界初の同性結婚が認め
られて以降、世界の様々な国で、同様の婚姻制度の導入や、夫婦に準じ

る権利を同性カップルにも認めるパートナーシップ法の施行が広まりつ
つあるんだ。日本でも、2015年に渋谷区が同性カップルを結婚に相当す

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/cnt/f430243/index.html

未婚男性

未婚女性

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

気づいたこと、考えたことを書こう

● 結婚について、周囲の人の希望や理由を聞いて、あなたはどう思うかもう一度考えてみよう。
● なぜ晩婚化が進んでいるのか、考えてみよう。

ディスカッションポイント

る関係と認めパートナーシップ証明書を発行する条例を

制定し、県内全市町村でも証明書等の発行を行っている

よ。性的マイノリティについて、詳しくは県ホームペー

ジを見てみよう。

36歳

34歳

32歳

30歳

28歳

26歳

24歳

22歳

■ 平均初婚年齢の推移

厚生労働省：人口動態調査（2022年）

神奈川
31.8歳

1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2022年

平均初婚年齢（男性）

平均初婚年齢（女性）

全国　　　神奈川

全国　　　神奈川
全国
31.1歳
全国
29.7歳

神奈川
30.2歳

14.5％
職場や仕事で

18.0％18.0％
友人・兄弟姉妹を通じて友人・兄弟姉妹を通じて

30.1％
学校で

11.9％
ネットで

街なかや旅先で

6.1％4.2％

サークル・クラブ・習いごとで

7.0％

アルバイトで

3.0％ 4.2％

幼なじみ・隣人

見合いで
　0.7%

その他
　0.2%

不祥

15.8％ 17.3％17.3％ 26.8％ 3.0％6.3％ 6.5％

0.9％

3.5％ 17.9％

0.9％ 1.2％

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2　

COLUMN

未婚者が現在の交際相手と出会っ
たきっかけ

平均初婚年齢の推移

好きになる人が異性とは限らない
よ

厚生労働省（国立社会保障・人口
問題研究所）：出生動向基本調査
（2021年）

厚生労働省：人口動態調査（2022
年）

県ホームページ：性的マイノリティ
（LGBT等）に関する正しい理解を

https://www.ipss.go.jp/ps-dokou/j/
doukou16/doukou16/_gaiyo.asp

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
jinkou/kakutei22/index.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/
cnt/f430243/index.html

第16回（2021年）/結果の概要/第 I部独身者調
査の結果/2　交際経験/2.3異性の交際相手と
知り合ったきっかけ　図表2-3-1

詳細な統計表はこちらから／人口動態統計／
確定数／婚姻　年次／2022年／上巻／表番号
9-12 　都道府県別にみた年次別夫妻の平均初
婚年齢（1）夫、（2）妻（それぞれ全国及び神奈川
県の数字）

■ mirai book Q5 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）



　晩婚化と同時に、未婚化も進んでいます。生涯独身でいる人の割合を示す指標である「生涯未婚率」は、男性では全国
で28.25％、神奈川で30.07％と、約４人に１人が、女性では全国で17.81％、神奈川で17.28％と、約６人に１人が生涯
独身となっています。（2020年現在）
　国の調査結果によると、25～34 歳の未婚者に「独身にとどまっている理由」を聞いたところ、「適当な相手にめぐり会わな
い」が最も多くなっています。
　　「結婚しない」理由として、男性では「まだ必要性を感じない」が、女性では「自由や気楽さを失いたくない」が多く、「結
婚できない」理由としては、男性、女性ともに「結婚資金が足りない」が続いています。

○公的に認められることで何が良いのでしょうか？

補足情報
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■ 独身にとどまっている理由（25～34歳の未婚者）

男性
女性

○婚姻届を出すことだけが「結婚」ではありません
　「結婚」という言葉は、「多くの出会いの中から、生涯共に歩んでいきたいと思うパートナーを見つけて、家族となる」とい
う意味で使用しています。事実婚や同性同士のカップルの存在などを背景に、家族のあり方も多様化していることを前提
に進めてください。

〔出典〕【生涯未婚率】厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）：人口統計資料集(2023年）
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2023RE.asp?chap=0
Ⅻ．都道府県別統計／表12-37 都道府県、性別50歳時未婚割合：1920～2020年
〔出典〕【独身にとどまっている理由】厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）：出生動向基本調査（2021年）　
http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html
第16回（2021年）／結果の概要／第Ⅰ部 独身者調査の結果概要／１結婚についての考え方／1.３結婚へのハードルと独身でいる理由 図表1-3-2（25～ 34歳）

　日本でも、同性カップルを「結婚に相当するパートナー」として、自治体が認定する制度が2015年に全国で初めて東京
都渋谷区でスタートしました。神奈川県内の全市町村でも、証明書等の発行を行っています。この証明書等があると、公
営住宅への入居申込み、保険金の受取人指定などができるようになります（ただし、自治体や保険会社等によって対応は
異なります）。また、企業でも、同性パートナーがいる社員に、結婚祝いなど慶弔金の支給や結婚休暇の付与を決めた
ケースも出てきました。

3.8 2.3

25.8
29.3

14.314.4
22.424.5

26.6
31.0

43.3
48.1

20.018.2
23.1

13.4

5.2 4.5
1.4 2.9



共に生きていきたいと思うパートナーと良い関係を築き、
どのように自分たちなりの家庭を作っていくのかをイ
メージするページです。特に、「男は仕事、女は家庭」とい
うような性別に基づく固定的な役割分担意識に捉われる
ことなく、仕事と家庭生活の責任を互いに分かち合える
役割分担について考えることが目的です。

〔保健〕結婚生活と健康
〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
〔家庭総合〕家族・家庭と社会

自分の家族と、どんな家庭を作りたい？家庭

目的 学習指導要領との関係性

自分の家族と、どんな家庭を作りたい？

あなたにとって「家庭」ってどんな場所？

今、あなたが家庭の中で担当している役割は何？

家 庭

家庭とはどんな場所？
■ 家庭の役割（複数回答）

内閣府：国民生活に関する世論調査（2022年）

○このグラフは、全国の18歳以上の人に、家庭はど
のような意味をもっているか尋ねた結果を表したも
のだよ。
○男女ともに、「家族の団らんの場」「休息・やすらぎ
の場」「家族の絆を強める場」という回答が上位にき
ていることがわかるね。
○あなたにとって、家庭とはどんな場所かな？将来、
どのような家庭をつくりたい？

幸せな家庭を築く夫婦のコミュニケーション
　「婚姻届を出した」、「一緒に住み始めた」からといって、すぐに素敵なパート
ナー関係が築けるわけじゃないよ。これまで異なる環境に育った2人が共に生
きていくのだから、楽しいだけではなく、戸惑うこともたくさんあるだろうね。
より良いパートナーシップを築くには、自分の主張だけではなく相手の話にも
耳を傾けることが大事なんだ。そこで、県では、「幸せな家庭を
築く夫婦のコミュニケーション」という冊子を作成したよ。夫
婦だけではなく、友人やパートナーとのコミュニケーションの
取り方の参考にもなるよ。チェックリストを一部紹介するね。

□ あなたはパートナーがしてくれた些細なことに対して「ありがとう」を言いますか？

□ あなたはパートナーがしてほしくないことをした時、「ごめんなさい」と謝りますか？

□ あなたはパートナーに対して不満を感じた時、落ち着いてそれを伝えることができますか？

□ あなたはパートナーから不満を言われた時、落ち着いて対処できますか？

□ あなたとパートナーの意見が食い違った時、相手の話を冷静に聴くことができますか？

パートナーとのコミュニケーション・チェックリスト

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/pub/communication.html

全体

女性

男性

家庭での女性と男性の役割をどう考える？
■ 男女の役割分担についての高校生の意識
「女性も男性も役割分担して、家事・育児に積極的に関わるべきだ」

県：高校生の男女共同参画意識に関する調査報告書（2014年）

○このグラフは、神奈川の高校生に実施した意識調
査で、「女性も男性も役割分担して、家事・育児に積
極的に関わるべきだ」という意見についてどのよう
に考えるか尋ねた結果を表したものだよ。
○男女ともに、約８割の人が「女性も男性も役割分
担して、家事・育児に積極的に関わるべき」だと思っ
ていることがわかるね。
○「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の計が、
女性が85.5％、男性が76.8％となっており、女性の
方がより肯定的だね。0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

46.9％ 10.2％

8.0％50.1％

13.2％45.5％

1.0％

4.3％

不明・
無回答
4.8％

3.1％

3.3％

そう思わない3.1％

2.4％

2.4％

そう思う
どちらとも
いえない

どちらかといえばそう思わない
2.3％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

■ 男子
■ 女子

気づいたこと、考えたことを書こう

● これまで「男性は仕事、女性は家庭」というイメージがあったかもしれないけれど、今はどうだろう。
　 男性と女性が性別に関わりなく、協力しあっていくことについて話しあってみよう。

ディスカッションポイント

32.6％
どちらかといえばそう思う

35.4％

31.3％

無回答
その他

子どもをしつける場
親の世話をする場

子どもを生み、育てる場
夫婦の愛情をはぐくむ場
親子が共に成長する場
家族の絆を強める場
休息・やすらぎの場
家族の団らんの場

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2

COLUMN

家庭の役割

男女の役割分担についての高校生
の意識

幸せな家庭を築く夫婦のコミュニ
ケーション

内閣府：国民生活に関する世論調査
（2022年）
県：高校生の男女共同参画意識に関
する調査報告書（2014年）

県ホームページ：幸せな家庭を築く
夫婦のコミュニケーション

https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-
life/2.html#midashi23
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/
pub/p785385.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/
pub/communication.html

２調査結果の概要／３．生き方、考え方につい
て／(1)家庭の役割　表23-１（男女別）
高校生の男女共同参画意識に関する調査報告書
／内容／第２章／Ⅱ調査結果の詳細／４男女共
同参画社会について／問11②女性も男性も役割
分担して、家事・育児に積極的に関わるべきだ

■ mirai book Q6 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）



○家事・育児の担い手は誰？
　神奈川で配偶者のいる人を対象に、家事や育児を主に誰がやっているのか尋ねたところ、家事は 「ほとんど妻」 と 「どち
らかというと妻」 を合わせた 「妻」 が78.9%でした。また、育児は、 「ほとんど子の母親」 「どちらかというと子の母親」 を
合わせた 「母親」 が56.8%でした。 「夫と妻（育児の場合は父親と母親）が同じくらい分担」は10％未満であり、役割が偏っ
ていることが伺えます。

〔出典〕県：県民ニーズ調査（課題調査）（2021年）　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f3489/211217.html
調査結果／報告書／課題調査 第３部 調査結果の詳細
○家庭における役割分担（家事・育児）のグラフの妻の合計の比率について、実際の回答者数の合計から算出しているので、個々の比率の単純な合計とは値が異なる場合がある。

「男女共同参画社会」／第７章 男女共同参画社会／5 家庭における役割分担【問32】／図表7-5-1／（1）家事（2）育児

　「アサーティブコミュニケーション」という言葉を聞いたことはありますか？アサーティブなコミュニケーションとは、
自分の気持ちや欲求を素直に、率直に表現しながらも、相手には自分とは異なる気持ちや欲求があって当然と考え、相手
の話にも耳を傾けて聴き、相手の気持ちを共感的に受け止め、２人で話し合って解決していこうとする相互尊重のコミュ
ニケーションのことです。
　県は、夫婦やパートナー間において生ずる様々なストレスを緩和し、末永く幸せな結婚生活を送っていただくことを
願って、アサーティブコミュニケーションのことを分かりやすく解説し、気づきを促すとともに、「I message （「私は」メッ
セージ）」など、具体的な自己表現の仕方や傾聴の方法などを掲載した冊子「幸せな家庭を築く夫婦のコミュニケーション」
を2019年３月に作成しました。家庭生活だけでなく、職場、生徒とのコミュニケーションにも活用していただけますので、
ぜひダウンロードしてみてください。
県ホームページ：幸せな家庭を築く夫婦のコミュニケーション　
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/pub/communication.html

補足情報
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■ 家庭における役割分担（家事・育児）

家事

どちらかというと夫　0.2％
ほとんど夫 　
夫婦以外

0.3％
0.2％夫と妻が同じくらい分担8.9％

どちらかというと夫　1.8％

行う必要がない 0.6％

ほとんど夫 　1.4％
夫婦以外
　0.5％

夫 3.2％
妻 78.9％

ほとんど妻　
50.0％

どちらかというと妻
29.0％

夫と妻が同じ
くらい分担14.6％

無回答 2.2％

無回答 5.7％

育児
行う必要がない
28.0％

ほとんど妻
31.0％

どちらかというと妻
25.8％

妻 56.8％ 夫 0.5％



自分の家庭を持った後に、仕事と家庭生活の両立（ワーク・
ライフ・バランス）などを踏まえて、共働きか、どちらか
が専業で家庭の仕事を引き受けるのかを考えるページで
す。共働き、片働きに関するデータなどから考えを深め
ることを目的としています。

〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
　　　　　消費生活と生涯を見通した経済の計画

〔家庭総合〕家族・家庭と社会
　　　　　生活における経済の計画

結婚したら、仕事はどうする？
結婚
仕事

目的 学習指導要領との関係性

結婚したら、仕事はどうする？結婚・仕事

仕事はずっと続けたい？

パートナーと考えが違ったら？

女性の就業をめぐる状況
　神奈川では、長時間労働や、日本一長い通勤時間などにより、仕事と家庭
の両立は容易ではないんだ。
　日本の女性の年齢階級別労働力率は、出産・子育て期にあたる30代で低下
し、その後、再就職することにより上昇する、いわゆるＭ字カーブを描いて
いるよ。神奈川を含め、全国的に、近年Ｍ字カーブは改善傾向にあるけど、
神奈川では、就業者が落ち込む35歳～39歳の女性の労働力率は全国第46
位となっているよ。
　一度離職してしまうと正規雇用での再就職は難しく、キャリアの積み上げ
がなされないため、このことが管理職や役員へ登用される女性が少ない原因
のひとつとなっているとも考えられるよ。
　しかしＭ字カーブは他の欧米諸国では見られない。日本も働き方改革や、在宅勤務制度の導入などの取組みによって、こうした状況が変わっていくこ
とが望まれるね。

共働き世帯数の推移
■ 共働き世帯数の推移

1,200

1,100

1,000

900

800

700

600

500

400

（万世帯）

○昔は夫１人が働き、妻は専業主婦と
いう家庭が主流だったけれど、1997年
以降は、共働き世帯の数が専業主婦世
帯の数を上回っているんだ。
○2022年には、共働き世帯が1,191万
世帯、専業主婦世帯が430万世帯と、
共働き世帯が専業主婦世帯の３倍近い
数となっているよ。

総務省：家計調査（2022年）を元に作成

1985 19951990 2000 2005 2010 2015 2022

専業主婦世帯

共働き世帯

○このグラフは、全国の共働きの世帯と片働きの世帯との収入と支出を比べてみたものだよ。
○共働き世帯の方が、12万円ほど実収入が多く、実支出も、共働き世帯の方が４万円ほど多いよ。
　実収入から実支出を除いた黒字額にはどれくらい差があるかな。

共働きと片働きとではどれくらい差がでる？
■ 共働きと片働きの収支（1ヶ月あたり）

1,191

430

100

80

60

40

20

0

（％）

県：かながわ男女共同参画推進プラン（第5次）を元に作成

● 年齢階級別労働力率

20～2425～2930～34 50～5435～39 55～5940～44 60～6445～49 65～（歳）15～19

神奈川・男性（2020）

片働き
片働き

共働き
共働き

0 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円 60万円 70万円

実収入 564,210円

実収入 687,836円

気づいたこと、考えたことを書こう

0 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円

● あなたの理想とする仕事と家庭のあり方について、パートナーと考えが違った場合はどうするかを考えてみよう。
ディスカッションポイント

（年）

936

718

日本全国・女性（2020）
神奈川・女性（2020）
神奈川・女性（2015）

世帯主収入
499,541円

その他
64,669円

その他
40,319円

配偶者の収入
176,531円
配偶者の収入
176,531円

世帯主収入
470,986円

内閣府：男女共同参画白書（2023年）　2010年、2011年の値（白ぬき表示）は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果

82,084円

79,875円

19,204円

20,752円

24,084円

23,683円

54,840円

47,066円

22,091円

17,358円

32,197円

30,645円

103,708円

92,199円

129,341円

113,746円

食料
○項目は四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも合計とは一致しない。
住居 光熱・水道 交通・通信 教育 教養娯楽 その他の消費支出 非消費支出

実支出
425,325円

実支出
467,549円

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2

COLUMN

共働き世帯数の推移

共働きと片働きの収支（１ヶ月あ
たり）

年齢階級別労働力率

内閣府：男女共同参画白書（2023
年）

総務省：家計調査（2022年）

県：かながわ男女共同参画推進プラ
ン（第５次）

https://www.gender.go.jp/about_danjo/
whitepaper/r05/zentai/html/honpen/b1_
s00_00.html

https://www.stat.go.jp/data/kakei/2.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/
5plan.html

特集　新たな生活様式・働き方を全ての人の活躍に
つなげるために～職業観・家庭観が大きく変化する
中「令和モデル」の実現に向けて～/共働き世帯数と
専業主婦世帯数の推移（妻が64歳以下の世帯）

プランの内容／２ 現状と課題／２ 個別分野ごとの
現状と課題／(2)女性の就業をめぐる状況 グラフ５
（2020年の神奈川・男性／女性、全国・女性）

４.詳細結果表／二人以上の世帯／＊年／2022
年／表番号3-11「妻の就業状態、世帯類型別」二
人以上の世帯のうち勤労者世帯（有業者は夫婦
のみ（有業人員２人）、夫のみ有業世帯）

■ mirai book Q7 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）
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80％
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20％

○高校生の３人に２人以上が「共働き」が理想の家庭
　高校生の結婚後の「理想の家庭」について、全体では、共働き75.1%、専業主婦/主夫は22.7%と回答。３人に２人以上は
共働きが結婚後の「理想の家庭」となっています。女子で「妻は専業主婦となる」を希望するのは18.3％です。また、共働き
の形態について、男子は「どちらかがフルタイム、一方がパートアルバイト、派遣などで働き続ける」が１番多くなってい
ますが、女子は「夫婦ともにフルタイムで働き続ける」が最も多く、「共働き」を男女別にみると、女子の方が14.6ポイント
高くなっています。
〔出典〕リクルート進学総研：高校生価値意識調査(2018年）※未公開資料

○Ｍ字カーブが見られるのは日本と韓国の女性だけです
　COLUMNにも記載のとおり、日本の女性の年齢階級別労働力率は、30代で低下し、その後、再就職することによるＭ
字カーブを描きます。この「Ｍ字カーブ」は日本以外では韓国で見られますが、欧米諸国では、20代後半から50代後半まで
の労働力率は、女性もほぼ一定割合となっており、グラフは台形を描きます。
　日本では出産・子育て期の女性が働き続けにくい理由として、「男は仕事、女は家庭」などの性別に基づく固定的な役割分
担意識が根強くあることや、男性の家事や育児への参画の度合いが違うことなどが考えられます。Q９「仕事と家庭生活を
どう両立していく？」 のDATA１「男性の家事・育児時間の国際比較」にあるとおり、日本の男性は１日の家事・育児時間が
１時間半程度であるのに比べ、海外の男性は２時間半から３時間半程度となっています。日本でも、働き方改革や多様な
働き方の促進により、長時間労働の改善や、通勤時間を短縮できる在宅勤務の広がりなど、男女ともに仕事や家庭を両立
できるような環境づくりが進んでいます。

○神奈川県の女性活躍推進の取組み
　県では、性別に関わらず、自分らしい生き方や働き方が実現できるよう、出産や子育てなどのライフイベントを迎える
前の入社３～５年程度の女性に対して、自身のキャリアについて考える機会を提供する「女性のための初期キャリア形成
支援セミナー」や、女性活躍やダイバーシティ推進を阻害する「アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）」に気
づき、部下の個性や事情（育児・介護）に応じた効果的な働きかけ方を、グループワークやケーススタディ
を交えて学ぶ「女性を部下に持つ男性管理職向けセミナー」などを実施しています。
　また、自分らしい進路を考える機会を提供するため、企業等から社員を講師として学校等に派遣する中高
生向け出前講座を積極的に実施するなど、企業等と協力しながら女性活躍やダイバーシティ推進の取組みを
進めています。

神奈川県立かながわ男女共同参画センター　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/top.html

補足情報

■ 主要国における女性の年齢階級別労働力率

日本 フランス ドイツ 韓国 スウェーデン アメリカ

 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～ （歳）

〔出典〕内閣府：男女共同参画白書（2022年）　https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo02-05.html 
第１節　就業／第２分野　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和/第１節　就業／2-5図



〔保健〕　　結婚生活と健康
〔家庭基礎〕子どもの発達と保育
　　　　　消費生活と生涯を見通した経済の計画
〔家庭総合〕子どもの発達と保育・福祉
　　　　　生活における経済の計画

結婚したら、子どもはどうする？子育て

目的 学習指導要領との関係性

結婚したら、子どもはどうする？

子どもを持ちたい？持ちたくない？その理由は？

子どもを持ちたいなら、何歳で持ちたい？

子育て

女性は何歳くらいで子どもを出産している？

妊娠・出産に適した年齢ってある？

子育てにはどれくらいお金がかかる？

■ 女性の出産年齢の割合

■ 女性の各年齢における卵子の数の変化

■ 第1子1人当たりの子育て費用年間総額

1985年

2022年

○このグラフは、全国で子どもを出産した女性の人数
の割合を、５歳ごとの年齢階級別に表したものだよ。
○約40年前の1985年は、30歳未満で出産する女性が
65％以上だったけれど、今では約34％と、30歳未満
の割合と30歳以上の割合が、この40年で逆転してい
ることがわかるね。
○女性が１人目の子どもを産む平均年齢も、40年前
よりも４歳上がっているよ。このように女性の出産
年齢が高くなっている現象を「晩産化」というんだ。

○内閣府の調査結果によると、一人当たりの１年間の子育て費用の平均は、小学校入学
前の子どもが約104万円、小学生が約115万円、中学生が約156万円となっているよ。
○ここには食費、生活用品費、教育費、おこづかい、レジャーなどの費用も含まれているよ。
○それぞれ年数をかけてみると、合計で約1,886万円になり、中学卒業までに子育てには
一定のお金がかかることがわかるね。
○国は、少子化対策として、2019年10月から幼稚園、保育所、認定こども園等を利用す
る３歳から５歳までのすべての子どもたちの利用料を無料にする取組みを始めたので、
小学校入学前にかかる費用は下がる可能性があるよ。

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

47.7%

26.3% 36.3% 23.8%

26.6% 26.7歳

30.9歳

30歳以上30歳未満

6.5%1.2%

0.6%

0.6%

6.2%

約４0年前
第1子出産時の
母の平均年齢

厚生労働省：人口動態調査（2022年）

プレコンセプションケア

内閣府：インターネットによる子育て費用に関する調査（2009年）

区分

小学校入学前の子ども

小学生

中学生

金額

約104万円

約115万円

約156万円

気づいたこと、考えたことを書こう

● 子どもを持つってどういうことだろう。子どもがいる生活について考えてみよう。
ディスカッションポイント

■19歳以下 20～24歳 ■25～29歳 ■30～34歳 ■35～39歳 ■40歳以上　

200

60

30

0
0 5 10 20 30 40 50 年齢（歳）

出生時
約200万個

思春期には
20～30万個

閉経期には
ゼロに近づく

出典：国立成育医療研究センター「プレコンノート」

卵
子
の
数（
万
）

○このグラフは、女性の年齢による卵子の数の変化を表しているよ。卵子は生まれた時が一番多く、年齢とともに数
が減っていくのがわかるね。
〇男女ともに年をとると妊娠しにくくなって、今は4.4組に1組の夫婦・カップルが不妊の検査や治療を受けたことがあ
るとされているよ。不妊の理由は男女半々といわれているよ。最近では、独身女性が将来の妊娠に備えて20・30代で
卵子を凍結保管する場合もあるよ。また、養子縁組で子どもを迎え入れるなど、家族には色々な形があるよ。高校生
の今は、将来、子どもを持ちたいかどうか、まだ分からない人も多いと思うけど、知識として知って、今後のライフプラン
を考えてみよう。 

17.3%

6.9%

　男女ともに将来、子どもを持ちたいと思った
時に、望んだ妊娠・出産ができるように10代か
ら自分たちの生活や健康をしっかり作ろうとい
う考え方だよ。
　県では、「丘の上のお医者さん」というサイト
で妊娠・出産の正しい知識を紹介しているよ。
プレコンセプションケアの実践のために大切な
知識だから、まずはサイトを見てみよう。
　プレコンセプションケアの詳しい実践方法
は、「プレコン・チェックシート」を見てみてね。

丘の上のお医者さん プレコン・チェックシート

補足情報→

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2　

DATA3　

豆知識

女性の出産年齢の割合

女性の各年齢における卵子の数の
変化

プレコンセプションケア

厚生労働省：人口動態調査（2022
年）

国立成育医療研究センター
「プレコンノート」

https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/
section/preconception/preconnote/index.html
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/13024511/
www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/
cyousa21/net_hiyo/g_mokuji_pdf.html

概要版／３

【女性の出産年齢の割合】
詳細な統計表はこちらから／人口動態統計／
確定数／出生　年次／2022年／上巻／表番号
4-6 母の年齢（５歳階級）別にみた年次別出生
数・百分率及び出生率（女性人口千対）
【第１子出産時の母の平均年齢】
詳細な統計表はこちらから／人口動態統計／
確定数／出生　年次／2022年／上巻／表番号
4-19 出生順位別にみた年次別母の平均年齢

．調査結果／ (1)就学区分別、年齢・
学年別に見た年間子育て費用額／図表3-1-1

県ホームぺージ：丘の上のお医者さん
プレコンチェックシート 

内閣府：インターネットによる子育
て費用に関する調査（2009年）

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
jinkou/kakutei22/index.html

https://www.okanouenooisyasan.com/
https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/
section/preconception/pcc_check-list.html

  

■ mirai book Q8 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

第1子1人当たりの子育て費用年間
総額

子どもを持つことについて考えるページです。妊娠・出産
についての知識や、子育てにかかる費用などのデータに
触れ、子どもを持つことのイメージを少しでも得ること
を目的とします。



○子どもを持つ理由は、「生活が楽しく豊かになるから」
「

補足情報

　卵子は女性が胎児の時に作られて、妊娠20週には700万個ありますが、出生時には200万個まで減少して生まれます。
その後は閉経まで減少し、新しく作られることはありません。また、年齢が進むと流産率も増加します。歳を重ねてか
らの妊娠はお母さんと赤ちゃんの健康リスクにもなり、産後は育児と親の介護が重なる可能性もあります。ライフプラ
ンを立てる時はこれらのことも考慮した方が良いでしょう。
〔出典〕内閣府：「共同参画」2014年2月号　https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2013/201402/pdf/201402.pdf

○ほしいと思う子どもの数と、実際は異なっており、背景に経済的な理由などがあります

〔出典〕厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）：出生動向基本調査(2021年）　http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html
第16回（2021年）／結果の概要／第Ⅰ部 独身者調査の結果　３希望するライフコース像／３.３希望子ども数・男女児組合せと子どもを持つ理由／図表3-3-4

■ 未婚者（18～49歳）の子どもを持つ理由（複数回答）

■ 妻の年齢別に見た、理想の子ども数を持たない理由（予定子ども数が理想子ども数を下回る夫婦 上位8つ）（複数回答）

結婚して子どもを持つことは自然なことだから

子どもを持つことで周囲から認められる

子どもがいると生活が楽しく心が豊かになる

子どもは老後の支えになるから

子どもは将来の社会の支えになるから

子どもは夫婦関係を安定させるから

好きな人の子どもを持ちたいから

交際相手や親など周囲が望むから

その他

未婚男性
未婚女性

33.5％
23.8％

5.0％
5.2％

68.1％
72.8％

13.6％
19.0％
23.2％

16.3％

40.8％
47.2％

9.8％
14.1％

3.4％
6.1％

15.1％
15.1％

子育てや教育に
お金がかかり
すぎるから

自分の仕事
（勤めや家業）に
差し支えるから

家が
狭いから

高年齢で
生むのは
いやだから

欲しいけれども
できないから

健康上の理由からこれ以上、育児の
心理的、肉体的負担
に耐えられないから

夫の家事・育児
への協力が得ら
れないから

100%

80%

60%

40%

20%

0

〔出典〕厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）：出生動向基本調査（2021年）　http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html
【夫婦の平均理想子ども数、平均予定子ども数】
第16回（2021年）／結果の概要／第Ⅱ部 夫婦調査の結果／第７章 子どもについての考え方／７.1夫婦の理想子ども数・予定子ども数と男女組み合わせ/図表7-1-1
【夫婦が理想の子ども数を持たない理由】
第16回（2021年）／結果の概要／第Ⅱ部 夫婦調査の結果／第７章 子どもについての考え方／７.4夫婦が理想の数の子どもを持たない理由/図表7-4-2

35歳未満 35歳以上77.8

48.6 43.7

25.5

13.7

23.1
13.7 18.0

21.4
14.9

21.4
13.7 11.17.5

22.919.7

　希望の子ども数を１人以上と回答した未婚者に、なぜ子どもを持ちたいのかたずねたところ、男女とも 子どもがいる
と生活が楽しく豊かになるから」という回答が最も多くなりました。２番目に多かったのは、男女とも「好きな人の子ど
もをもちたいから」でした。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

　理想的な子どもの数と実際に持つつもりの予定子ども数を夫婦にたずねたところ、理想的な子ども数2.25人に対して
予定子ども数が2.01人となっています。理想の子ども数を持たない理由として、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」
が52.6%ともっとも多く、とくに妻の年齢35歳未満の若い層では約８割となっています。また、35歳以上の層では「高年齢
で生むのはいやだから」が43.7%という結果になっており、晩産化が進んでいることも影響していると考えられます。



仕事と家庭生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）につい
て考えるページです。「育児休業制度」を理解し、家事、育
児の分担やワーク・ライフ・バランスについて自分の将来
をイメージすることを目的とします。

〔家庭基礎〕子どもの発達と保育
　　　　　高齢期の生活

〔家庭総合〕子どもの発達と保育・福祉
　　　　　高齢者の生活と福祉

仕事と家庭生活をどう両立していく？
家庭
仕事

目的 学習指導要領との関係性

介護

■家事・育児関連時間全体　■ うち育児の時間
4時間

3時間

2時間

1時間

0

仕事と家庭生活をどう両立していく？家庭・仕事

子どもが生まれたら、あなたとパートナーの家事分担比率はどれくらいにしたい？

家族の健康状態が悪くなったら仕事と介護は両立できる？

　〈　あなた（　　　　）：パートナー（　　　　）　〉

※「介護を必要とする親はいない」「無回答」を除く
※親は「ご自身の親（実親・義理親）」
県：かながわ男女共同参画推進プラン（第5次）

○このグラフは、神奈川の18歳以上の人に、家庭における親の介護の役
割分担を尋ねた結果を表したものだよ。
○働く女性が増えてきている一方で、介護は約５割女性が負担している
ことがわかるね。

○育児、介護と、多くの役割が女性に偏っている現状を、どう思う？

介護の担い手は誰?
■ 介護の担い手について

夫婦以外　15.0％ほとんど夫　
3.5％

どちらかというと
夫　
2.7％
夫と妻が
同じくらい
分担
24.7％

妻が負担
54.1％

どちらかと
いうと妻
20.9％

ほとんど
妻　33.2％

男性の家事・育児時間の国際比較
■ ６歳未満の子どものいる夫の家事、育児関連時間

○このグラフは、６歳未満の子どもがいる男性の１日あたりの家事・育
児時間を、国際比較したものだよ。
○日本の男性は海外に比べて家事や育児の時間が短く１時間半程度なの
に、海外の男性は２時間半～３時間程度となっているね。
○神奈川の男性は、全国の数値よりも、さらに家事や育児の時間が短いね。
○あなたの家では、誰がどのくらい家の仕事をしているかな？日本では
男性が家事や育児に時間をとれないのはどうしてだろう？ 

チームで子育て！
　もしも「子育ては女性のもの」と考えているとしたら、ちょっともったい
ないかもしれないね。県は、パパも一緒に子育てする楽しさを伝えるため 
「パパノミカタ」というウェブサイトや冊子を作って情報を発信しているよ。
　例えば子どもに「走っちゃダメ！」というよりも「歩こうね」と言った方
が伝わりやすいって知ってた？「パパノミカタ」には、ゲームやクイズ形

式で、パパもママもほめ上手・伝え上手になる練習をす
る方法などが掲載されているよ。
　子どもと一緒にパパもママもチームの一員として、一
緒に育ち合うのが「子育て」なのかもしれないね。
https://c.rakuraku.or.jp/mikata パパノミカタ

内閣府：男女共同参画白書（2020年）　総務省：社会生活基本調査（2016年）日本神奈川 アメリカ イギリス フランス ドイツ スウェーデン ノルウェー
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3:21

1:07

3:00

0:59

2:30

0:401:00

2:46

1:11

3:07

0:49

1:23

0:41

1:15

育児休業とは？
　育児休業は、育児・介護休業法に基づき、子育てをする労働者が男女を問わず取得できる休業のことだよ。
　育児休業中は、給与は支給されないか減額されるけれど、それを補うものとして、育児休業給付金が支給されるよ。
　2022年度には、80.2％の女性が育児休業制度を利用しているけれど、男性の利用は17.13％に留まっているよ。

気づいたこと、考えたことを書こう

● 海外では、男性も、家事や育児に積極的に参加しているようだ。
　 日本との差はどこにあるのか、日本ではどうしたら男性が積極的に参加するようになるのか、考えて意見を交換してみよう。

ディスカッションポイント

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2

COLUMN
豆知識

６歳未満の子どものいる夫の家事、
育児関連時間

介護の担い手について

チームで子育て！

育児休業とは？

県：かながわ男女共同参画推進プラ
ン（第5次）

県ホームページ：パパノミカタ
厚生労働省：雇用均等基本調査
（2022年）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/
5plan.html

https://c.rakuraku.or.jp/mikata
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r04.
html

■ mirai book Q9 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

結果の概要／事業所調査／Ⅰ 育児・介護休業制
度等に関する事項／１ 育児休業制度／(4) 育児
休業制度の利用状況／イ育児休業者割合

コラム１　生活時間の国際比較／図表２－２

統計表一覧／調査票Ａに基づく結果／生活時間に関する結果／地域／
表番号７１－４曜日、男女、世帯の家族類型、共働きか否か、６歳未
満の子供の有無・育児支援の利用の状況、行動の種類別総平均時間（子
供のいる世帯の夫・妻）－全国、都道府県／「1 週全体 14_神奈川県・1_
夫・1_夫婦と子供の世帯・0_総数・2_６歳未満の子供がいる」の「07_家
事、08_介護・看護、09_育児、10_買い物」の計（＝家事関連時間）

https://www.gender.go.jp/about_danjo/
whitepaper/r02/zentai/html/column/clm_01.html

https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/
kekka.html

内閣府：男女共同参画白書（2020
年）
総務省：社会生活基本調査（2016
年）

プランの内容／Ⅱ現状と課題／２個別分野ごとの
現状と課題／（3）働き方とワーク・ライフ・バランスを
めぐる状況/グラフ10　家庭における育児・親の介護の
後割分担（神奈川）



○なぜ日本の男性は家事・育児時間が短いのでしょう？
　日本の男性が、海外に比べて家事や育児の時間が短い背景には、長時間労働、長時間通勤などが考えられます。 神奈川
では、男女ともに全国の中でも長時間労働、長時間通勤の傾向が強く見られ、週60時間以上働く雇用者の割合が10.0%（全
国６位 2017年 総務省：就業構造基本調査）、１日当たりの通勤・ 通学時間が105分（全国1位 2016年 総務省：社会生活基本調
査）です。このことが仕事と家庭の両立を困難にしており、解決策のひとつとして、社会全体でテレワークなどの多様・柔
軟な働き方が推進されています。
〔出典〕県：かながわ男女共同参画推進プラン（第５次）　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/5plan.html
プランの内容／２ 現状と課題／１ 男女共同参画を取り巻く神奈川の状況／ (2)男女共同参画をめぐる神奈川の特徴

○男性が家事・育児に関わるために必要なこと
　男性が家事、育児、介護や地域活動にかかわっていけるようになるためには、どのようなことが必要だと思うか複数
回答（3つまで選択可）で尋ねたところ、「上司・同僚の理解があること」が55.9% で最も多く、次いで「休暇が取り
やすくなること」が36.6%であった。
　県では、知事をはじめ幹部職員が「イクボス宣言」をして、部下のワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリア
と人生を応援しながら、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司となることをめざしています。

○男性が育児休業制度を利用しなかった理由
　

〔出典〕県：県民ニーズ調査（課題調査）（2021年）　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f3489/211217.html 
調査結果／報告書／課題調査 第３部 調査結果の詳細「男女共同参画社会」／第７章 男女共同参画社会／３ 男性が家事や育児などにかかわるために必要なこと【問30】／ 図表7-3-1

〔出典〕厚生労働省：仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業（2022年）　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00006.html 　
概要版/労働者調査報告書/Ⅱ労働者調査［離職経験なし］の結果概要/３.育児のための休暇・休業について/（6）末子の育児に関して、育児休業を取得しなかった理由/図表14

補足情報

■ 男性が家事や育児などに関わるために必要なこと（上位５つ）（複数回答）

■ いずれの休暇・休業も利用しなかった理由（わからない（22.2％）を除く上位５つ）（複数回答）

0

0

20％

20％

40％

40％

60％

上司・同僚の理解があること

休暇が取りやすくなること

家事等は女性が行うべきという意識が変わること

職場の人員配置に余裕ができること

昇進・昇給への悪影響がないこと

会社で育児休業制度が整備されていなかったから

収入を減らしたくなかったから

職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから

自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから

残業が多い等、業務が繁忙であったから

55.9％55.9％

36.6％36.6％

21.9％

30.3％30.3％

22.5％

29.9％29.9％

22.0％

21.9％

25.0％25.0％

39.9％

　「男性・正社員」のうち、末子の育児のために休暇・休業制度のなかで育児休暇制度を利用しなかった回答者につ
いて、その理由をみると、「収入を減らしたくなかったから」が39.9％、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲
気だったから」が22.5％、「自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから」が22.0％となっています。



自分が年を重ね、高齢になった時にどのように暮らした
いかをイメージするページです。現在の延長線上にシニ
アライフがあると感じることを目的とします。

〔保健〕加齢と健康　我が国の保健・医療制度
　　　地域の保健・医療機関の活用　様々な保健活動や対策
　　　労働災害と健康　働く人の健康の保持増進

〔家庭基礎〕高齢期の生活　共生社会と福祉
〔家庭総合〕高齢者の生活と福祉　共生社会における家庭や地域

自分が高齢になったら？シニア

目的 学習指導要領との関係性

65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳

県HP：未病について（健康寿命の延伸に向けた取組）

自分が高齢になったら？シニア

何歳からが「高齢者」だと思う？

「生きがい」ってどんなことだと思う？

健康でいられる平均年齢がいくつか知ってる？

高齢になって生き生き過ごすには？

■ 神奈川の平均寿命と健康寿命との比較

■ 高齢者が生きがい（喜びや楽しみ）を感じているか

■ 現在行っている社会的な活動（複数回答）

18.3％

男性

女性

平均寿命

平均寿命

健康寿命

健康寿命

健康寿命

82.0782.07歳歳

79.6％ 19.8％

73.15歳

74.97歳

87.88歳

内閣府：高齢者の経済生活に関する調査結果（2019年）

○「健康寿命」という言葉を知っているかな？これは、平
均寿命から寝たきりや認知症などの介護状態の期間を差
し引いた期間のことだよ。
○このグラフは、2019年の神奈川の平均寿命と健康寿命
の状況を、男女別に表したものだ。女性の方が男性に比
べて、平均寿命は６歳ほど、健康寿命は２年ほど長くなっ
ているね。
○人生100歳時代と言われているけれど、あなたが高齢
者になる頃にはどんな社会になっているかな。

○年齢を重ねても日々楽しく過ごすにはどうしたら良い
のだろう。
○全国の60歳以上の男女に「生きがいを感じているか」を
尋ねた結果を見ると、約８割の人が「生きがいを感じて
いる」ことがわかるね。
○「現在行っている社会的な活動」については、男女とも
に「自治会、町内会などの自治組織の活動」「趣味やスポー
ツを通じたボランティア・社会奉仕などの活動」が上位に
入っているよ。
○自身のこれまでのライフキャリアで築いてきた人間関
係や、趣味など自分の好きなものを楽しむ時間が、高齢
になってからの活動につながっていることがわかるね。

「未病改善」の取組
　神奈川県は団塊の世代や高度経済成長期に県に転入してきた世代の高齢化が進行するた
め、今後、全国平均を上回るペースで高齢化が進むと予測されているよ。
　そこで注目しているのが「未病」という考え方。私たちの心身の状態は常に健康と病気と
の間を行き来していて、この変化の過程を「未病（ME-BYO）」と言うんだ。
　県では、日常生活において、「食、運動、社会参加」を柱に、生活習慣を改善するなど心身を
より健康な状態に近づけていく「未病改善」によって、子どもから高齢者まで、誰もが笑って
元気に生き生きと暮らせる社会をめざしているよ。詳しくは県ホームページを見てみよう。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/me-byokaizen/

healthylifeexpectancy.html

未病改善ヒーロー
ミビョーマン

8.92歳

12.91歳

4.3％

15.5％

23.9％自治会、町内会などの
自治組織の活動
趣味やスポーツを通じた
ボランティア ・社会奉仕など
の活動

趣味やスポーツを通じた
ボランティア ・社会奉仕など
の活動

まちづくりや地域安全
などの活動

1位

3位

2位

男性 女性

19.9％

3.0％

自治会、町内会などの
自治組織の活動

まちづくりや地域安全
などの活動

気づいたこと、考えたことを書こう

ー
ン

● 高齢者が生きがいや喜びを持って生活していくために必要なことを考えてみよう。
ディスカッションポイント

未病改善

国連の世界保健機関（WHO）では、65歳以上の人のことを「高齢者」としています。65 ～ 74歳を「前期高齢者」、 75歳以上を「後
期高齢者」と区分し、日本の統計なども同様となっています。

補足情報

テーマへの質問①　何歳からが「高齢者」だと思う？

補足情報

DATA1　

DATA2

COLUMN

神奈川の平均寿命と健康寿命との
比較
高齢者が生きがい（喜びや楽しみ）
を感じているか／現在行っている
社会的な活動

「未病改善」の取組

内閣府： 高齢者の経済生活に関す
る調査結果（2019年）

県ホームページ：未病について（健
康寿命の延伸に向けた取組）

https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/r01/
gaiyo/index.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/
me-byokaizen/healthylifeexpectancy.html

第２章　調査結果の概要／1　生きがい、健康状態、社
会的活動に関する事項／（1）生きがいの程度（Q1） 図表
２－１－１－１、（3）社会的な活動（Q3） 図表2－1－3－2

■ mirai book Q10 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

県ホームページ：未病について（健
康寿命の延伸に向けた取組）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/
me-byokaizen/healthylifeexpectancy.html



mirai book掲載の各Ｑを通じて、自分のライフキャリアについて考えてきた集大成として、未来のライフキャリアプラン
を作成することを目的とします。

mirai の道をライフキャリアプランにしてみよう !
目的

授業の進行例

○mirai bookの各Ｑを通じて、自分のライフキャリアについて考えてきたことを生か
し、未来のライフキャリアプランを作ってみることを伝えます。
○全体の大まかな流れを説明します。
※先生が次の３つの進め方のうち１つを選んで進めてください。
【プラン１】視聴覚教材に収められている２編のうちどちらか１編を選択し視聴します。
【プラン２】ロールモデル事例集を配布し、掲載されているロールモデルの中から、
自分が良いと思う（共感する）ロールモデルを１～２人選び、その理由を考えます。（10
分）その後、数名の生徒に、自分が選んだロールモデルと選んだ理由を発表させます。
（３分）
※ロールモデル事例集は、授業前に生徒へ配布し予め読んできてもらうと、よりス
ムーズに授業を進めることができます。
【プラン３】個人ワーク１から進め、以降の展開を次のとおり変更
　・個人ワーク２の後に、個人ワーク１、２での記載内容をペアで共有（５分）
　・ペアワーク１の時間を４分→8分に延長
　・個人ワーク５の後に、生徒に気づきや感想を発表してもらう（4分）

○mirai book掲載のライフ
キャリアプランシートは、空欄
に書き込む形となっています
が、選択肢に○をつける形で記
入できるシートを県ホームペー
ジ（★参照）で公表しています。
適宜ダウンロードしてご活用く
ださい。
○視聴覚教材やロールモデル
事例集は県内高校へ無料で配
布しています。活用する場合
は、本誌P3を参照し予め入手
しておいてください。

★県ホームページ：高校向けライフキャリア教育支援　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/cnt/f532110/documents/life-h.html 
　啓発冊子／ライフキャリアプランニングシート

〔STEP １～３共通〕
○書き終わった人は次のス
テップに進んでいてもかまわ
ないことを伝えます。
○時間内で書き終わらない場
合は、一旦中止して次のス
テップに進むよう促します。

○総括の言葉は、先生のこれ
までのご経験などを踏まえ、
大切と思うことをメッセージ
として伝えていただいてかま
いません。

《 STEP２　今の自分について考えてみよう》
○自分が今、興味を持っていることや、熱心に取り組んでいること、これからやっ
てみたいと思っていることを言葉にして、改めて今の自分を見つめ直してほしいこ
とを伝えます。
○STEP１同様、キーワードを記入する形でもかまいません。

《 STEP３　これからの自分をイメージしよう》
○20歳、25歳、30歳（30代）、40歳（40代）の自分の姿をイメージし、「仕事、勉強」に
ついては何をしているのか、どのようなことをしたいか、「家族、友だち、恋人」とは
どのようにすごしているかなど、具体的に書くよう伝えます。
○STEP１、２同様にキーワードを書いたり、絵で描いてみてもかまいません。
○mirai book掲載の各Qのテーマへの質問に対する自分の回答や、気づきを振り返
る時間を設けても良いでしょう。
○時間が足りない場合は、20歳と40歳の部分だけやってみるなど、記入する部分を
限定してもかまいません。

《 STEP１　これまでの自分について思い出してみよう》
○自分の子どもの頃からこれまでの生活を振り返り、それぞれの時代で印象に残っ
ていることを記入します。「運動会でのリレー」や「ピアノ」など、キーワードでもかま
いません。
〔考えるヒント〕
・どんな遊び・授業・習い事が好きだったか？好きになるきっかけは何だったか？
・嬉しかったこと、頑張ったこと、くやしかったエピソードは？

《 STEP４　10年後の自分にメッセージを送ろう》
○10年後の自分に向けて「元気に働いていますか？」「あこがれていたユーチュー
バーになって、有名になっていますか？」「○歳までに○○する目標は達成できまし
たか？」など、タイムカプセルレターのように楽しんで書くように伝えましょう。

○ペアで、STEP３で記入した内容を共有します。

○この授業で気づいたことや感想を記入します。

例えば…
○今日は自分のライフプランシートを作ってみましたが、人生はこの通りに進むと
は限らず、思い通りにいかなかったり、思いがけない出来事が起こったりします。
○皆さん、シートを作成しながら自分が得意なことや好きなこと、大切にしたいこ
とに気づけたのではないでしょうか。思った通りにいかない場合でも、こうした自
分の中の軸をもとにして、違う道を主体的に選び取っていくことができます。
○今後、何かを選ぶ時には「皆がこうしているから、こうするものだから」「これが一
般的には正解」という考え方に捉われることなく、「自分が納得しているか」を大切に
してほしいです。
○これから、多くの経験をし、出会い、皆さんらしい人生を歩んで行くと思います。
ライフキャリアプランは、そんな中で日々変化していくので、折に触れて見直して
書いてみてください。

導入

個人
ワーク１

個人
ワーク２

ペア
ワーク１

総括

個人
ワーク３

個人
ワーク４

個人
ワーク５

16分

3分

3分

12分

4分

5分

4分

3分

STEP1

STEP2

STEP3

STEP3

STEP4

気づき
(ページ下部)

ー

展　開 所要時間
（計50分）

mirai book
該当部分 内　容 参　考



平成28年10月14日　神奈川県

2024年3月

神奈川県 共生推進本部室

ともに生きる社会かながわ憲章についてはこちら

　平成28年７月26日、県立の障害者支援施設である「津久井やまゆり園」において
大変痛ましい事件が発生しました。県と県議会は、このような事件が二度と繰り返さ
れないよう、ともに生きる社会の実現をめざし「ともに生きる社会かながわ憲章」を
策定しました。


