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Ⅰ 調査概要 

１．調査の目的 

子ども・子育て支援事業計画、ひとり親家庭等自立促進計画、子どもの貧困対策計画を統合し

た計画を策定するにあたり、市民へアンケート調査を行い、意識やニーズの分析を行うことによ

り、基礎資料とするために実施した。 

 

２．調査の設計 

（１）調査対象： 船橋市全域・市内在住の 10歳～18歳の子ども、及びその保護者。 

調査対象（調査票種類）は以下の 10種（総計 21,155件）。 

 
 

（２）調査方法： 郵送配布・用紙及び WEBアンケート方式で回収。 

 

（３）調査期間： 令和 5年 12月 13日～12月 31日 

 

（４）回収率： 総計 8,234件の有効回答（有効回収率 38.9％）。 

 

  

調査票種類

⓪母子健康手帳交付者

①就学前児童保護者

②小学生保護者

③中高生保護者

④ひとり親家庭保護者

⑤ひとり親家庭保護者（就学前児童）

⑥ひとり親家庭保護者（小学生）

⑦ひとり親家庭保護者（中高生）

⑧子ども（小学生）

⑨子ども（中高生）
中学校1年生～高校3年生相当年齢の子ども
（一般世帯・ひとり親世帯共通）

調査対象

母子健康手帳交付者（第 1 子）

一般世帯の就学前子どもの保護者

一般世帯の小学校1年生～6年生の保護者

一般世帯の中学校1年生～高校3年生相当年齢の保護者

ひとり親手当（児童扶養手当・ひとり親家庭等医療
費・遺児手当）の認定を受けている保護者

①と④で、重複して対象となった保護者

②と④で、重複して対象となった保護者

③と④で、重複して対象となった保護者

小学校5年生～6年生の子ども
（一般世帯・ひとり親世帯共通）

調査対象（調査票種類） 配布数 有効回答数 有効回収率
前回（H30）

回収率

⓪母子健康手帳交付者 219 81 37.0% 38.0%

①就学前児童保護者 5,853 2,693 46.0% 53.9%

②小学生保護者 2,855 1,350 47.3% 51.3%

③中高生保護者 2,756 1,074 39.0% -

④ひとり親家庭保護者 2,904 960 33.1%

⑤ひとり親家庭保護者（就学前児童） 132 50 37.9%

⑥ひとり親家庭保護者（小学生） 143 52 36.4%

⑦ひとり親家庭保護者（中高生） 242 77 31.8%

⑧子ども（小学生） 1,390 506 36.4% -

⑨子ども（中高生） 4,661 1,391 29.8% -

38.0%
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３．集計・分析にあたって 

（１）図表中の「ｎ」とは回答者総数（または該当者質問での該当者数）のことで、 

100％が何人の回答に相当するかを示す比率算出の基数である。 

（２）数値（%）は単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の計が一致しないことが 

ある。 

（３）図表中の数値（％）の合計と分析文中の数値（％）の合計は、数値（％）を 

単位未満四捨五入している影響により一致しないことがある。 

（４）複数回答の場合、回答者総数に対する割合を表示しているため、構成比の合計が 100％ 

を超えることがある。 

（５）本文及びグラフ等の図や表中、意味をそこなわない範囲で簡略化した選択肢がある。 

（６）本文中、各調査票を以下の略称で表記する。 

【各調査票の略称】 

⓪母子健康手帳交付者→母          ⑥ひとり親家庭保護者（小学生）→ひ小 

①就学前児童保護者→就           ⑦ひとり親家庭保護者（中高生）→ひ中高 

②小学生保護者→小             ⑧子ども（小学生）→子小 

③中高生保護者→中高            ⑨子ども（中高生）→子中高 

④ひとり親家庭保護者→ひ 

⑤ひとり親家庭保護者（就学前児童）→ひ就 

（７）ひとり親家庭保護者は、子どもの年齢により就学前、小学生、中高生に分けて集計して 

いる。 

（８）⑤～⑦の回答は、一部の設問では①～③の回答に含めて集計している。 

（９）図表中の「前回調査」とは、平成３０年度に行った「船橋子ども・子育て支援に関する 

アンケート調査」、「船橋市の子供のいる世帯の生活状況等に関する調査」のことであり、 

★をつけて表記する。 

（10）子どもの年齢が不明なデータが存在することから、ひとり親家庭保護者の全体の合計と 

就学前、小学生、中高生別の合計人数に差異が生じている。 

 

４．「生活困難度」指標に基づく分類について 

下記①～③の３つの要素について、該当する要素の数に応じて、 

    『困窮層』＝２つ以上の要素に該当、 

    『周辺層』＝いずれか１つの要素に該当、 

    『一般層』＝いずれの要素にも該当しない、 

の３層に分類後、結果の分析に資した。 

※『一般層』には各要素を判別するための設問で不明・無回答により判別不能であった対象を含む 

 

 ①低所得要素      ：保護者票中の世帯の手取り収入と世帯人数の設問から算出した簡

易的な等価可処分所得が「令和４年国民生活基礎調査」から算出

される基準未満（127万円未満）の世帯。 

等価可処分所得＝世帯の可処分所得※÷√世帯人数 

※収入に関する回答の各選択肢の中央値をその世帯の収入の値とする 

（例えば、「50万円未満」であれば 25万円、「50～75万円未満」であれば 

62.5万円とする。なお、「900万円以上」は 950万円とする。） 
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＜対象設問＞ 

 

 

 

 

 

②家計のひっ迫要素   ：保護者票中の家計のひっ迫度をはかる設問８項目中、１つ以上が 

該当する場合。 

＜対象設問＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 ③子どもの体験の欠如要素：保護者票中の子どもの体験に関する設問１０項目中、費用面での 

不能理由（①費用がかかるため）が２つ以上ある場合。 

＜対象設問＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 あなたの世帯の昨年１年間の手取り収入の額を教えてください。 

問 お子さんと同居し、生計を同一にしているご家族の構成と人数をお答えください。単身赴任中の方や学業の

ために世帯を離れているお子さんがいる場合には、ご家族の人数に含めて教えてください。 

問 あなたの世帯では、過去１年の間に、経済的な理由で、以下の費用・サービス・料金について、支払えないこ

とがありましたか。 

①必要とする食料（お酒やコーヒーなどの嗜好品を除く） 

②必要とする衣服（高価な衣服やアクセサリーなどを除く） 

③電話料金  ④電気料金  ⑤ガス料金  ⑥水道料金  ⑦家賃  ⑧住宅ローン 

問 あなたのご家庭では、お子さんに次のことをしていますか。 

「したいができなかった」場合はその理由を下の理由欄の番号を記入してください。 

・スポーツに関する習い事やクラブに通う 

・音楽、習字、絵画等の習い事やクラブに通う 

・学習教室に通う（または家庭教師に来てもらう） 

・キャンプやバーベキューなどの野外活動をする 

・旅行に行く 

・美術館、博物館、科学館に行く 

・スポーツ観戦や劇場に行く 

・遊園地やテーマパークに行く 

・公共施設などで行われる、無料の教室やイベントに参加する 

・誕生日祝いやクリスマス・お正月などの季節の行事を行っている 

＜理由欄＞  

①費用がかかるため ⑤一緒に活動する友達がいないため 

②時間がないため ⑥情報がないため 

③開催時間が合わないため ⑦子どもが対象年齢に達していないため 

④開催場所が遠いため ⑧その他 

 



4 

 

【 生活困難度指標に基づく分類の割合 】 

 

 

※ひとり親保護者とは、ひとり親手当（児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費・遺児手当）の認定を 

受けている保護者を指す。 

 

 

５．家庭類型の定義 

この報告書における家庭類型とは、アンケート調査における母親及び父親の現在の就労状況を基に、

下表のとおり分類したものであり、就労時間や今後の就労意向等により分類される「量の見込み」の

算出に用いる家庭類型とは異なる。 

 

表記 母親の就労状況 父親の就労状況 

フル×フル 
フルタイムで就労している、また
はその産休・育休・介護休業中で
ある 

フルタイムで就労している、また
はその産休・育休・介護休業中で
ある 

フル×パート 

フルタイムで就労している、また
はその産休・育休・介護休業中で
ある 

パートタイム、アルバイトなどで
就労している、またはその産休・
育休・介護休業中である 

パートタイム、アルバイトなどで
就労している、またはその産休・
育休・介護休業中である 

フルタイムで就労している、また
はその産休・育休・介護休業中で
ある 

フル×無業 

フルタイムで就労している、また
はその産休・育休・介護休業中で
ある 

就労していない 

就労していない 
フルタイムで就労している、また
はその産休・育休・介護休業中で
ある 

 

なお、「パート×パート」「パート×無業」「無業×無業」は対象者が少ないため、図表及びコメン

トを省略している。  

9.0

4.4

4.2

4.8

4.3

30.0

41.4

28.1

28.0

15.4

12.5

13.5

11.1

11.7

28.3

26.4

29.4

28.0

75.6

83.1

82.3

84.1

84.0

41.7

32.2

42.5

44.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=6256）

一般全体（n=5117）

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

ひとり親全体（n=1139）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

困窮層 周辺層 一般層
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Ⅱ 調査結果 

１．保護者アンケート結果 

１-１．世帯の人数や年齢等について 

（１）居住地域 

問 お住まいの地区（町丁目）をお答えください。 

母問１、就問１、小問１、中高問１、ひ問２３、ひ就問１、ひ小問１、ひ中高問１ 

 

・回答内容より５地区（南部、西部、中部、東部、北部）に分類した。 

・各調査対象の居住地域は以下のとおりとなっている。 

 

 
※帯グラフにおいては、1.0％未満はラベル非表示（特記ないものに関しては、以降同様） 

 

 

  

21.0

18.3

18.0

17.4

16.1

14.8

14.9

38.3

29.0

27.3

25.0

21.3

26.1

22.6

3.7

11.7

11.7

11.5

13.2

14.1

14.2

30.9

24.6

25.5

27.5

27.6

24.3

25.0

6.2

15.6

16.9

17.9

20.7

19.7

21.5

1.1

1.0

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=81）

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

南部 西部 中部 東部 北部 不明
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（２）子どもの年齢（令和５年４月１日時点） 

問 あて名のお子さんの生年月を記入してください。 

就問２、小問２、中高問２、ひ問１、ひ就問３、ひ小問３、ひ中高問３ 

 

・各調査対象の子どもの年齢は以下のとおりとなっている。 

 

 

（３）就学等の状況 

問 あて名のお子さんの現在の就学等の状況を教えてください。（１つに○） 

小問３、中高問３、ひ問２、ひ就問４、ひ小問４、ひ中高問４ 

 

・各調査対象の就学等の状況は以下のとおりとなっている。 

 

※2.0％未満はラベル非表示  

0歳

22.7

0歳

7.5

1歳

14.0

1歳

10.9

2歳

13.6

2歳

14.4

3歳

14.3

3歳

21.8

4歳

17.2

4歳

19.5

5歳

16.8

5歳

25.9

6歳

14.5

6歳

12.5

7歳

16.2

7歳

18.9

8歳

17.2

8歳

16.9

9歳

18.0

9歳

18.4

10歳

15.3

10歳

13.8

11歳

16.6

11歳

19.4

12歳

17.4

12歳

12.1

13歳

17.8

13歳

14.3

14歳

17.3

14歳

17.5

15歳

15.5

15歳

20.8

16歳

14.9

16歳

18.4

17歳

13.0

17歳

15.9

不明

1.4

不明

2.2

不明

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳

11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 不明

8.0 70.1 13.8 4.0

98.3

96.4

54.0

43.2

40.4

42.8

2.1

5.8

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

在宅育児 保育園 幼稚園 認定こども園

特別支援学校（就学前） その他（就学前） 小学校 中学校

高等学校（全日制） 高等学校（定時制） 高等学校（通信制） 高等専門学校

特別支援学校（就学後） フリースクール 専修学校（高等課程） 社会人

就学・就労していない その他（就学後） 無回答
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（４）妊娠経過 

問 妊娠経過についてお答えください。（１つに○） 

母問３ 

 

・「妊娠初期（～４ヶ月：妊娠０週～15週）」が最も多い。 

 

 
 

（５）回答者 

問 このアンケートにご回答いただく方は、あて名のお子さんからみてどなたですか。（１つに○） 

就問３、小問４、中高問４、ひ問１９、ひ就問５、ひ小問５、ひ中高問５ 

 

・回答者は、一般世帯で 8割以上、ひとり親世帯で 9割以上が「お母さん」となっている。 

 

 
  

80.2 3.7 16.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=81）

妊娠初期（～４ヶ月：妊娠０週～15週） 妊娠中期（５～７ヶ月：妊娠16週～27週）

妊娠後期（８～10ヶ月：妊娠28週～39週） 無回答

85.3

85.1

80.7

92.0

93.4

92.8

14.6

14.7

19.2

5.7

5.6

5.2

1.7

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

お母さん お父さん 祖父母 その他 無回答
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（６）親の婚姻状況 

問 お子さんと同居し、生計を同一にしている親の婚姻状況を教えてください。（１つに○） 

就問４、小問５、中高問５ 

 

・生計を同一にしている親の婚姻状況は、9割以上が「結婚している（再婚や事実婚を含む）」とな

っている。 

 

  
＜生活困難度別＞ 

 
 

  

98.8

98.1

96.9

1.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

結婚している（再婚や事実婚を含む） 離婚 死別 未婚 わからない 親はいない 無回答

96.0

97.3

98.5

3.1

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

結婚している（再婚や事実婚を含む） 離婚 死別 未婚 わからない 親はいない 無回答
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（７）家族の人数 

問 お子さんと同居し、生計を同一にしているご家族の構成と人数をお答えください。単身赴任中の方や学業

のために世帯を離れているお子さんがいる場合には、ご家族の人数に含めて教えてください。（それぞれ１つ

に○） 

就問５、小問６、中高問６、ひ問２４、ひ就問２、ひ小問２、ひ中高問２ 

 

 ・家族の人数は、一般世帯では 3～4人、ひとり親世帯では 2～3人が半数以上となっている。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 
※2.0％未満はラベル非表示 

  

4.6

2.1

28.7

32.2

25.3

26.9

16.7

20.5

21.3

26.1

25.3

34.5

36.7

34.1

13.2

12.3

16.8

11.5

18.2

14.4

8.0

4.3

5.8

2.7

3.5

3.5

3.4

2.0

17.6

20.7

22.4

17.8

19.9

21.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 不明・無回答

3.7

28.9

32.3

25.1

14.3

21.4

23.5

29.8

32.6

16.2

30.8

40.5

34.4

17.3

15.2

12.4

16.5

22.3

12.5

6.1

8.4

3.6

4.5

5.2

2.7

3.5

3.4

4.5

2.2

4.0

3.0

4.5

4.0

3.1

2.8

16.1

22.5

10.5

40.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 不明・無回答
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（８）同居家族 

問 現在、あなたといっしょに暮らしているご家族は、どなたですか。（あてはまる番号すべてに○） 

母問２ 

 

・同居家族は以下のとおりとなっている。 

 

 

 

  

92.6

0.0

2.5

0.0

0.0

4.9

2.5

0.0

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

配偶者

父親

母親

兄弟姉妹

祖父母

その他

いない

無回答

母子健康手帳交付者（n=81）
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１-２．子どもの生活について（子どもとのかかわり方など） 

（１）朝食について 

問 お子さんは、１週間に朝食をどれくらい食べていますか。（１つに○） 

就問６、小問７、中高問７、ひ問３、ひ就問８、ひ小問８、ひ中高問８ 

 

・「毎日食べる」割合は、ひとり親世帯で低い傾向にある。 

・生活困難度別にみると、「毎日食べる」割合はひとり親世帯の困窮層で最も低い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 
  

93.8

93.9

78.1

85.6

80.3

68.0

2.6

3.8

11.1

8.6

10.0

12.6

2.0

7.1

3.4

7.4

10.7

2.6

3.7

2.3

2.3

8.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

毎日食べる 週に４～６日食べる 週に１～３日食べる 食べない 無回答

84.8

89.2

91.0

70.8

79.2

75.2

8.9

5.3

4.4

11.1

11.5

10.7

4.5

3.1

2.2

10.5

5.9

8.6

1.8

2.3

2.2

7.3

3.4

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

毎日食べる 週に４～６日食べる 週に１～３日食べる 食べない 無回答
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問 朝食を「毎日食べる」「週に４～６回食べる」「週に１～３回食べる」方にうかがいます。お子さんは、朝

食を誰と食べることが多いですか。（１つに○） 

就問６-１、小問７-１、中高問７-１、ひ問３-１、ひ就問８-１、ひ小問８-１、ひ中高問８-１ 

 

・朝食を「一人で食べる」割合は、一般世帯、ひとり親世帯に関わらず中高生で最も高い。 

 ・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「大人の家族の誰かと食べる」割合が最も低い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 
  

70.9

54.7

39.8

64.7

56.3

40.4

22.3

34.2

23.9

20.0

27.5

22.8

6.5

11.0

36.1

14.7

16.0

36.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2618）

小学生保護者（n=1346）

中高生保護者（n=1034）

就学前ひとり親保護者（n=170）

小学生ひとり親保護者（n=382）

中高生ひとり親保護者（n=522）

大人の家族の誰かと食べる 子どもだけで食べる 一人で食べる 無回答

51.8

53.0

61.6

44.3

53.1

51.4

33.2

33.9

24.3

31.3

21.2

20.9

14.1

13.0

13.9

23.7

25.4

27.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=220）

周辺層（n=625）

一般層（n=4153）

【ひとり親】

困窮層（n=316）

周辺層（n=311）

一般層（n=449）

大人の家族の誰かと食べる 子どもだけで食べる 一人で食べる 無回答
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（２）子どもにしていること 

問 あなたのご家庭では、お子さんに次のことをしていますか。 

   「したいができなかった」場合はその理由を下の理由欄の番号を記入してください。（それぞれ１つに○） 

就問７、小問８、中高問８、ひ問６、ひ就問９、ひ小問９、ひ中高問９ 

 

●スポーツに関する習い事やクラブに通う 

（※前回調査では、「習い事（音楽、スポーツ、習字等）に通わせる」） 

  

・「している」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「している」の割合が最も低い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「費用がかかるため」の割合が高い。 

 ・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層、周辺層で「費用がかかるた

め」の割合が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

26.8

68.2

46.3

59.8

20.7

43.7

31.1

43.1

72.4

31.6

52.1

35.2

78.7

55.0

67.5

49.6

1.6

5.0

1.3

1.4

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

（前回調査）

★ 一般保護者

（n=2073）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者

（n=1445）

している していない 無回答

31.3

38.1

42.9

60.6

50.7

25.1

38.2

37.1

49.6

41.5

68.3

61.9

56.1

35.0

43.3

74.9

61.8

60.0

43.7

52.0

4.5

6.0

2.9

6.7

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=1877）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=67）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=702）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=557）

している していない 無回答
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「したいができなかった」理由（スポーツに関する習い事やクラブに通う） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

24.5

23.3

8.5

5.6

0.9

4.5

49.9

11.9

33.7

25.0

14.3

8.7

2.6

4.6

0.5

36.7

26.9

33.8

4.1

6.2

3.4

0.7

0.0

47.6

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=983）

小学生保護者（n=196）

中高生保護者（n=145）

68.2

34.1

18.8

5.9

1.2

4.7

14.1

16.5

67.7

34.7

12.1

4.8

4.0

3.2

0.0

29.0

59.6

21.8

1.9

5.8

2.6

4.5

0.0

34.0

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=85）

小学生ひとり親保護者（n=124）

中高生ひとり親保護者（n=156）

83.5

25.6

7.4

9.9

5.0

9.1

12.4

7.4

59.2

34.3

13.5

11.8

0.8

5.3

23.7

14.7

10.4

22.1

7.9

4.2

1.1

3.1

43.7

22.2

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=121）

周辺層（n=245）

一般層（n=958）

82.8

26.3

6.5

7.0

3.8

4.3

4.8

19.9

57.5

42.5

12.5

6.3

2.5

6.3

1.3

26.3

35.0

24.0

12.0

2.0

1.0

2.0

2.0

46.0

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=186）

周辺層（n=80）

一般層（n=100）
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●音楽、習字、絵画等の習い事やクラブに通う 

 （※前回調査では、「習い事（音楽、スポーツ、習字等）に通わせる」） 

 

・「している」の割合は、小学生保護者で高い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層で「している」の割合が最も低

い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「費用がかかるため」の割合が高い。 

 ・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層、周辺層で「費用がかかるた

め」の割合が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

10.2

35.5

22.3

59.8

9.8

21.2

12.6

43.1

89.0

63.9

75.9

35.2

89.7

77.2

85.5

49.6

1.8

5.0

1.5

1.9

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

（前回調査）

★ 一般保護者

（n=2073）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者

（n=1445）

している していない 無回答

11.2

12.5

20.9

60.6

50.7

8.8

17.1

18.3

49.6

41.5

87.9

87.3

78.0

35.0

43.3

90.9

82.3

78.5

43.7

52.0

1.1

4.5

6.0

3.2

6.7

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=1877）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=67）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=702）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=557）

している していない 無回答
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「したいができなかった」理由（音楽、習字、絵画等の習い事やクラブに通う） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

27.4

25.0

9.7

4.3

1.0

6.0

46.1

9.3

39.7

34.3

9.3

8.3

1.3

9.3

1.0

25.3

35.9

34.4

2.6

0.5

2.1

2.6

0.0

34.9

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=1000）

小学生保護者（n=300）

中高生保護者（n=192）

71.1

30.1

16.9

6.0

2.4

6.0

13.3

13.3

62.4

28.0

10.4

8.8

3.2

4.8

0.0

20.8

59.6

20.5

1.8

3.5

1.2

3.5

0.0

29.2

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=83）

小学生ひとり親保護者（n=125）

中高生ひとり親保護者（n=171）

84.4

20.6

6.4

4.3

3.5

7.1

9.9

3.5

66.9

35.5

13.3

6.8

0.3

5.8

17.4

11.3

13.9

27.0

7.8

4.1

1.1

6.2

37.7

18.7

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=141）

周辺層（n=293）

一般層（n=1058）

85.6

21.1

6.1

6.7

2.2

4.4

3.9

13.9

61.0

39.0

12.2

4.9

2.4

4.9

2.4

24.4

29.7

22.0

7.6

5.1

1.7

4.2

1.7

36.4

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=180）

周辺層（n=82）

一般層（n=118）
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●学習教室に通う（または家庭教師に来てもらう） 

  

・「している」の割合は、中高生保護者で高い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層で「している」の割合が最も低

い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「費用がかかるため」の割合が高い。 

 ・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層、周辺層で「費用がかかるた

め」の割合が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

11.0

39.5

55.8

28.3

10.9

30.2

40.2

26.2

88.3

60.1

43.0

66.5

86.2

68.3

57.5

66.4

1.2

5.3

2.9

1.5

2.3

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

（前回調査）

★ 一般保護者

（n=2073）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者

（n=1445）

している していない 無回答

15.2

21.1

29.6

28.6

19.4

21.9

35.1

37.7

32.9

22.8

84.8

78.8

69.5

66.6

74.6

76.9

64.3

58.5

60.8

70.4

4.8

6.0

1.2

3.8

6.3

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=1877）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=67）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=702）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=557）

している していない 無回答



18 

 

「したいができなかった」理由（学習教室に通う（または家庭教師に来てもらう）） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

  

25.8

16.0

4.4

2.2

0.6

3.1

57.5

8.3

53.0

26.5

2.7

1.9

0.4

3.0

6.1

25.0

52.0

19.6

2.7

0.7

1.4

2.7

0.0

35.1

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=810）

小学生保護者（n=264）

中高生保護者（n=148）

67.2

26.6

14.1

4.7

3.1

4.7

14.1

12.5

78.1

24.1

6.6

2.9

0.0

4.4

2.2

19.0

70.7

14.3

2.0

2.0

1.4

1.4

0.0

25.9

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=64）

小学生ひとり親保護者（n=137）

中高生ひとり親保護者（n=147）

82.8

16.4

3.7

1.5

0.7

3.0

14.2

3.0

73.8

25.0

6.7

4.4

0.8

4.8

19.4

9.1

15.4

17.2

3.0

1.3

0.6

2.5

49.5

18.9

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=134）

周辺層（n=252）

一般層（n=836）

90.0

16.7

5.6

3.3

1.1

3.3

2.8

13.3

69.0

26.2

8.3

3.6

1.2

3.6

2.4

25.0

40.5

22.6

4.8

1.2

1.2

2.4

6.0

32.1

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=180）

周辺層（n=84）

一般層（n=84）



19 

 

●キャンプやバーベキューなどの野外活動をする 

  

・「している」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「している」の割合が最も低い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「費用がかかるため」の割合が高い。 

 ・一般世帯、ひとり親世帯ともに小中高生の保護者で「時間がないため」の割合が高い。 

 ・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層で「費用がかかるため」の割合

が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

32.7

42.6

32.2

22.4

22.5

16.6

66.5

56.7

66.5

75.9

75.7

80.9

1.3

1.7

1.8

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

している していない 無回答

22.3

26.9

37.2

13.5

22.4

22.1

77.7

73.1

61.8

86.0

77.3

73.5

1.1

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

している していない 無回答



20 

 

「したいができなかった」理由（キャンプやバーベキューなどの野外活動をする） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

  

15.9

22.4

3.8

7.6

4.9

7.4

49.7

10.9

29.2

42.3

8.1

11.4

7.7

6.4

1.7

25.5

25.3

45.8

8.0

5.3

5.8

3.6

0.4

24.4

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

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=728）

小学生保護者（n=298）

中高生保護者（n=225）

50.7

28.2

4.2

9.9

23.9

5.6

14.1

9.9

44.1

36.2

9.2

15.1

23.7

9.2

1.3

19.1

40.7

39.0

1.2

11.0

13.4

6.4

0.0

30.2

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

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=71）

小学生ひとり親保護者（n=152）

中高生ひとり親保護者（n=172）

72.2

31.0

5.6

10.3

4.8

4.8

10.3

5.6

44.9

40.9

7.3

9.3

7.7

10.9

19.0

13.0

6.6

28.7

5.1

7.4

5.4

5.5

35.1

19.5

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=126）

周辺層（n=247）

一般層（n=878）

59.4

35.8

3.2

12.3

17.1

7.0

3.2

18.2

39.8

44.1

9.7

11.8

21.5

7.5

4.3

17.2

21.7

29.6

3.5

13.0

20.9

7.8

1.7

33.0

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=187）

周辺層（n=93）

一般層（n=115）



21 

 

●旅行に行く 

（※前回調査では、「１年に１回くらい家族旅行に行く」） 

 

・「している」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「している」の割合が最も低い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「費用がかかるため」の割合が高い。 

 ・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層、周辺層で「費用がかかるた

め」の割合が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

76.4

80.3

69.8

81.2

46.6

58.3

44.4

47.1

23.1

19.6

29.3

16.4

52.9

40.2

54.0

47.2

2.4

1.5

1.6

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

（前回調査）

★ 一般保護者

（n=2073）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者

（n=1445）

している していない 無回答

31.7

56.1

81.4

82.3

53.7

25.7

55.3

62.7

56.6

42.9

67.9

43.9

18.1

15.8

41.8

74.3

44.4

34.1

38.3

52.0

2.0

4.5

3.2

5.1

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=1877）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=67）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=702）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=557）

している していない 無回答



22 

 

「したいができなかった」理由（旅行に行く） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

  

52.5

30.0

1.8

1.3

0.2

0.0

28.4

12.3

70.7

41.0

6.8

3.4

0.0

1.5

0.5

14.1

61.4

50.4

5.3

0.4

0.9

0.0

0.0

9.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がい

ないため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=457）

小学生保護者（n=205）

中高生保護者（n=228）

80.8

35.6

1.4

1.4

4.1

1.4

5.5

15.1

85.8

35.4

3.9

3.1

0.8

1.6

0.8

7.1

85.4

34.5

4.0

0.0

0.4

0.4

0.0

11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がい

ないため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=73）

小学生ひとり親保護者（n=127）

中高生ひとり親保護者（n=226）

97.4

31.8

3.3

2.6

0.0

0.7

3.3

3.3

85.4

39.0

5.3

2.0

0.4

0.4

6.5

7.3

34.1

38.9

3.2

1.0

0.4

0.2

22.3

16.8

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=151）

周辺層（n=246）

一般層（n=493）

93.8

28.3

3.3

0.8

1.3

0.8

1.3

7.9

78.4

52.6

6.2

2.1

0.0

1.0

2.1

12.4

67.8

34.4

1.1

1.1

2.2

1.1

0.0

16.7

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=240）

周辺層（n=97）

一般層（n=90）



23 

 

●美術館、博物館、科学館に行く 

 

・「している」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「している」の割合が最も低い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「費用がかかるため」の割合が高い。 

・一般世帯、ひとり親世帯ともに小中高生の保護者で「時間がないため」の割合が高い。 

 ・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層で「費用がかかるため」の割合

が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

42.0

56.4

40.5

29.3

42.2

23.6

57.3

42.9

57.8

69.5

56.0

74.5

1.7

1.1

1.8

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

している していない 無回答

27.2

38.9

47.4

18.4

32.6

38.5

72.8

60.9

51.5

81.3

66.8

57.9

1.1

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

している していない 無回答



24 

 

「したいができなかった」理由（美術館、博物館、科学館に行く） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

  

10.9

17.6

2.8

13.0

0.2

5.1

54.4

9.8

20.5

44.6

8.5

17.4

0.4

8.0

3.6

20.1

17.0

47.3

6.9

5.3

2.1

6.4

1.1

29.3

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

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=632）

小学生保護者（n=224）

中高生保護者（n=188）

41.4

32.8

3.4

22.4

3.4

6.9

15.5

6.9

48.0

42.9

6.1

8.2

1.0

4.1

2.0

19.4

36.4

37.7

4.3

4.9

3.1

4.3

0.0

25.9

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

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=58）

小学生ひとり親保護者（n=98）

中高生ひとり親保護者（n=162）

64.6

32.7

3.5

15.0

0.0

4.4

13.3

4.4

29.0

36.1

8.2

17.5

0.0

9.8

25.1

9.3

2.8

26.3

4.1

11.0

0.8

5.2

39.2

18.7

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=113）

周辺層（n=183）

一般層（n=748）

58.6

34.9

4.7

9.5

1.2

4.7

4.7

12.4

29.7

46.9

4.7

12.5

4.7

6.3

1.6

21.9

14.1

38.8

4.7

5.9

3.5

3.5

2.4

35.3

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=169）

周辺層（n=64）

一般層（n=85）



25 

 

●スポーツ観戦や劇場に行く 

 

・「している」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層で「している」の割合が最も低

い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「費用がかかるため」の割合が高い。 

 ・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層で「費用がかかるため」の割合

が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

30.5

51.9

52.7

23.0

36.6

33.9

68.8

47.5

46.0

75.9

61.1

64.2

1.3

1.1

2.3

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

している していない 無回答

21.0

25.2

44.2

21.9

32.9

41.5

78.6

74.7

54.9

77.8

66.1

54.7 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

している していない 無回答



26 

 

「したいができなかった」理由（スポーツ観戦や劇場に行く） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

  

14.8

13.4

6.6

6.7

0.4

4.6

61.6

10.4

33.9

28.0

19.3

13.4

0.4

5.9

3.1

23.6

31.7

43.3

17.2

4.4

1.7

3.9

0.0

23.3

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=732）

小学生保護者（n=254）

中高生保護者（n=180）

48.1

22.2

7.4

16.7

3.7

1.9

16.7

11.1

61.5

29.8

11.5

10.6

1.0

4.8

2.9

20.2

55.9

32.4

8.8

4.1

2.4

2.4

0.0

22.9

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=54）

小学生ひとり親保護者（n=104）

中高生ひとり親保護者（n=170）

73.5

29.1

11.1

12.0

0.9

7.7

19.7

0.9

47.9

29.7

14.8

13.1

0.4

8.1

22.5

8.5

6.4

17.6

9.8

5.7

0.6

3.4

47.1

19.3

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=117）

周辺層（n=236）

一般層（n=813）

77.1

30.6

8.2

8.8

1.8

4.1

2.9

10.6

45.3

34.4

10.9

7.8

3.1

3.1

7.8

20.3

26.6

25.5

10.6

7.4

2.1

1.1

2.1

37.2

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=170）

周辺層（n=64）

一般層（n=94）



27 

 

●遊園地やテーマパークに行く 

 

・「している」の割合は、中高生ひとり親保護者で低い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層で「している」の割合が最も低

い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「費用がかかるため」の割合が高い。 

 ・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層、周辺層で「費用がかかるた

め」の割合が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

77.3

80.9

71.8

68.4

64.5

49.7

22.2

18.8

26.9

31.0

33.8

48.4

1.3

1.8

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

している していない 無回答

40.2

62.7

81.2

36.8

63.7

68.6

59.8

37.3

18.1

62.9

36.0

27.8 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

している していない 無回答



28 

 

「したいができなかった」理由（遊園地やテーマパークに行く） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

  

43.3

18.2

2.2

2.6

0.5

0.2

43.3

9.8

65.9

43.0

3.4

4.5

0.0

0.6

1.1

11.7

51.3

46.7

4.6

2.6

4.6

0.7

0.7

19.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がい

ないため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=418）

小学生保護者（n=179）

中高生保護者（n=152）

82.6

21.7

4.3

15.2

2.2

0.0

10.9

8.7

84.8

37.5

3.6

7.1

0.0

0.0

0.9

7.1

78.2

30.9

3.6

3.0

1.8

0.0

0.0

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がい

ないため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=46）

小学生ひとり親保護者（n=112）

中高生ひとり親保護者（n=165）

95.2

25.4

3.2

2.4

0.0

0.0

8.7

1.6

80.8

31.5

3.0

4.9

2.0

0.0

10.3

7.9

22.1

30.5

2.9

2.4

1.2

0.7

36.2

17.4

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=126）

周辺層（n=203）

一般層（n=420）

92.4

23.4

2.5

7.1

1.0

0.0

2.5

7.1

77.9

50.0

8.8

7.4

1.5

0.0

0.0

8.8

46.6

39.7

1.7

1.7

1.7

0.0

1.7

24.1

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=197）

周辺層（n=68）

一般層（n=58）



29 

 

●公共施設などで行われる、無料の教室やイベントに参加する 

 

・「している」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・「している」の割合は、一般世帯、ひとり親世帯ともに中高生の保護者で低い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「している」の割合が最も低い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「時間がないため」の割合が高い。 

・いずれの世帯でも「時間がないため」、「開催時間が合わないため」、「情報がないため」の割合

が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

52.5

48.9

27.1

36.8

36.6

14.0

46.9

50.7

71.0

62.6

61.6

83.7

1.9

1.8

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

している していない 無回答

36.2

41.4

47.5

18.1

27.6

28.8

63.4

58.4

51.6

81.3

72.0

67.4 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

している していない 無回答



30 

 

「したいができなかった」理由（公共施設などで行われる、無料の教室やイベントに参加する） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

  

1.5

26.3

28.9

9.5

4.3

25.9

19.2

9.7

2.2

29.3

34.2

6.2

6.2

20.9

0.9

17.8

3.5

34.7

18.5

1.2

3.5

24.9

0.6

23.1

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

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=464）

小学生保護者（n=225）

中高生保護者（n=173）

10.0

42.0

32.0

16.0

14.0

30.0

2.0

2.0

9.3

40.2

26.2

9.3

4.7

17.8

0.9

21.5

5.4

35.6

21.5

7.4

8.1

16.8

0.0

29.5

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

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=50）

小学生ひとり親保護者（n=107）

中高生ひとり親保護者（n=149）

11.6

31.4

31.4

11.6

5.8

29.1

7.0

3.5

3.4

36.6

31.7

10.3

5.5

31.0

5.5

12.4

0.5

26.6

26.9

5.5

4.3

22.2

12.4

16.5

0% 20% 40% 60%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=86）

周辺層（n=145）

一般層（n=631）

14.0

39.9

24.5

12.6

10.5

22.4

0.7

16.8

2.9

43.5

33.3

10.1

7.2

26.1

0.0

18.8

1.1

31.9

19.1

4.3

4.3

9.6

1.1

33.0

0% 20% 40% 60%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=143）

周辺層（n=69）

一般層（n=94）



31 

 

●誕生日祝いやクリスマス・お正月などの季節の行事を行っている 

（※前回調査では、「お誕生日のお祝いをする」） 

 

・いずれの世帯でも約 9割が「している」と回答している。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「している」の割合が最も低い。 

 

 ・「したいができなかった」理由について、ひとり親世帯で「費用がかかるため」の割合が高い。 

 ・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯ともに困窮層で「費用がかかるため」の割合

が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

97.3

98.5

97.1

97.0

96.0

94.9

88.6

92.9

2.3

1.4

2.4

1.3

3.4

3.8

10.0

3.8

1.6

1.3

1.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

（前回調査）

★ 一般保護者

（n=2073）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者

（n=1445）

している していない 無回答

92.4

96.3

98.0

97.3

94.0

87.4

95.3

92.8

94.2

93.7

7.1

3.8

1.6

1.4

1.5

12.3

4.3

4.6

3.4

3.1

1.3

4.5

2.5

2.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=1877）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=67）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

（前回調査）

★ 非相対的貧困層

（n=702）

（前回調査）

★ 相対的貧困層

（n=557）

している していない 無回答



32 

 

「したいができなかった」理由（誕生日祝いやクリスマス・お正月などの季節の行事を行っている） 

 

 

＜生活困難度別＞ 

 

  

23.3

18.6

4.7

2.3

2.3

4.7

41.9

11.6

46.2

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.8

50.0

35.7

7.1

0.0

7.1

7.1

0.0

35.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がい

ないため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前保護者（n=43）

小学生保護者（n=13）

中高生保護者（n=14）

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

16.7

84.6

23.1

0.0

0.0

7.7

0.0

0.0

15.4

80.6

22.2

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がい

ないため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

就学前ひとり親保護者（n=6）

小学生ひとり親保護者（n=13）

中高生ひとり親保護者（n=36）

81.3

18.8

6.3

6.3

0.0

0.0

6.3

6.3

56.3

25.0

6.3

0.0

6.3

6.3

6.3

25.0

2.6

23.7

2.6

0.0

2.6

5.3

42.1

23.7

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【一般】

困窮層（n=16）

周辺層（n=16）

一般層（n=38）

90.0

12.5

2.5

0.0

0.0

2.5

0.0

12.5

57.1

57.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.6

50.0

25.0

0.0

0.0

12.5

0.0

0.0

25.0

0% 50% 100%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいな

いため

情報がないため

子どもが対象年齢に達して

いないため

その他

【ひとり親】

困窮層（n=40）

周辺層（n=7）

一般層（n=8）



33 

 

（３）子どもとのかかわり方 

問 あなたとお子さんのかかわり方について、あてはまるものを選んでください。（それぞれ１つに○） 

就問８、小問９、中高問９、ひ問７、ひ就問１０、ひ小問１０、ひ中高問１０ 

 

① お子さんの勉強をみる 

 

・「あてはまる」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・「あてはまる」の割合は、一般世帯、ひとり親世帯ともに小学生保護者で高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「あてはまる」の割合が最も低い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

  

28.0

47.7

14.7

21.3

34.5

8.7

24.7

36.8

26.9

29.3

38.1

20.6

8.4

11.7

28.8

21.3

18.7

26.6

38.3

3.8

29.1

27.6

7.4

43.4

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答

29.0

28.3

30.8

14.0

23.0

21.3

27.2

31.3

28.0

31.3

25.5

27.2

18.3

15.3

13.0

22.8

23.0

23.2

25.4

25.0

27.7

31.0

28.3

27.2 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答



34 

 

② お子さんと一緒に遊ぶ（室内遊び・屋外・ゲーム含む） 

 

・「あてはまる」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・「あてはまる」の割合は、一般世帯、ひとり親世帯ともに就学前保護者で高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「あてはまる」の割合が最も低い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 
  

71.1

39.6

18.8

52.9

33.5

16.1

24.1

40.3

31.3

36.2

40.7

26.0

3.3

17.3

27.4

9.8

19.7

27.1

1.1

2.7

22.0

1.1

4.6

29.7

1.5

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答

39.7

47.7

53.1

23.4

29.8

29.5

36.6

31.7

29.2

34.8

29.5

33.3

18.3

14.1

11.4

24.0

22.7

19.8

5.4

6.4

5.9

16.7

17.4

16.2

1.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答



35 

 

③ テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴時間等のルールを決めている 

 

・「あてはまる」の割合は、一般世帯、ひとり親世帯ともに小学生保護者で高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「あてはまる」の割合が最も低い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 
  

35.1

48.7

21.9

36.2

41.4

17.1

28.2

33.4

31.1

26.4

36.6

25.5

16.8

13.0

22.9

23.6

12.8

22.2

19.4

4.8

23.5

13.8

7.9

34.6

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答

32.1

33.3

36.5

24.3

30.7

29.7

26.3

32.5

30.0

29.2

28.0

30.5

21.0

17.2

16.8

22.8

18.6

17.1

20.1

16.9

16.1

23.1

22.4

21.7 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答



36 

 

④ お子さんに読み聞かせをしている 

（小・中高・ひ小・ひ中高：お子さんに本や新聞を読むように勧めている） 

 

・「あてはまる」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・「あてはまる」の割合は、一般世帯、ひとり親世帯ともに就学前保護者で高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「あてはまる」の割合が最も低い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 
  

51.8

35.0

24.5

33.9

25.1

11.5

28.5

36.7

39.8

26.4

29.2

25.3

13.0

20.0

19.2

24.1

28.4

22.4

6.1

8.1

16.0

15.5

16.1

39.9

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答

33.0

37.5

42.7

16.1

24.2

18.9

29.0

33.0

33.3

24.3

22.7

31.4

25.4

18.3

15.3

27.5

25.2

22.5

12.1

11.1

8.2

31.6

28.0

25.5 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答



37 

 

⑤ お子さんと園での生活（幼稚園や保育園、こども園等）の話をする 

（小・中高・ひ小・ひ中高：お子さんと学校生活の話をする） 

 

・「あてはまる」の割合は、一般世帯の小学生保護者で最も高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「あてはまる」の割合が最も低い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 
  

59.4

71.2

60.1

69.5

62.1

43.5

14.4

25.8

30.9

17.8

26.1

26.9

2.1

2.2

6.6

4.0

5.1

7.2

23.4

2.0

8.6

5.4

21.7

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答

61.6

61.7

62.8

50.0

53.1

57.5

22.8

23.1

20.5

26.9

25.2

24.0

6.7

3.0

2.9

6.7

6.8

4.8

8.9

12.0

13.3

15.8

14.9

12.2 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答



38 

 

⑥ お子さんと一緒に料理をする 

 

・「あてはまる」の割合は、一般世帯、ひとり親世帯ともに小学生保護者で高い。 

・生活困難度別による大きな差はみられない。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 
  

21.1

25.1

16.0

14.4

23.5

18.9

22.5

36.8

27.3

34.5

34.5

22.6

16.7

25.5

32.2

21.8

28.1

24.8

39.0

12.5

23.9

29.3

12.8

32.9

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答

24.1

20.2

21.1

17.8

19.9

21.1

24.1

27.3

27.4

30.1

28.3

27.4

22.8

23.4

22.1

21.9

28.6

26.1

29.0

28.9

28.9

29.5

23.3

24.0 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答



39 

 

⑦ お子さんの将来（夢・進路・職業等）について、一緒に考えたり、話したりする 

 

・「あてはまる」の割合は、一般世帯、ひとり親世帯ともに中高生保護者で高い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯では大きな差はみられないが、ひとり親世帯では困窮層で

「あてはまる」の割合が低い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 
  

19.4

38.2

48.7

21.3

38.6

50.5

23.1

42.4

37.7

19.5

38.6

35.3

14.3

15.0

10.7

21.3

18.2

9.1

42.5

4.3

2.5

37.9

3.6

4.9

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答

32.1

28.9

30.7

36.3

45.0

44.0

30.8

33.3

31.0

35.7

33.2

33.3

16.1

15.2

13.4

15.8

12.1

14.3

21.0

22.5

24.4

11.7

9.6

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答



40 

 

⑧ お子さんから勉強や成績のことについて話してくれる 

（小・中高・ひ小・ひ中高のみ） 

 

・「あてはまらない」の割合は、中高生ひとり親保護者で最も高い。 

・生活困難度別にみると、ひとり親世帯の困窮層で「あてはまらない」の割合が最も高い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 
  

46.1

46.2

41.9

44.1

33.3

32.7

35.5

30.2

15.3

14.4

16.1

12.2

5.2

6.4

5.4

12.8

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答

39.6

44.6

46.7

32.8

43.5

43.1

33.3

34.4

32.8

32.5

28.4

30.4

20.7

14.1

14.7

16.3

15.0

12.9

6.3

6.9

5.5

17.8

12.7

12.5 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=111）

周辺層（n=276）

一般層（n=2037）

【ひとり親】

困窮層（n=326）

周辺層（n=306）

一般層（n=457）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない 無回答



41 

 

１-３．学校生活や教育について 

（１）学習の状況 

問 お子さんは、平日に学校以外の場でどれくらい勉強をしていますか。（それぞれ１つに○） 

小問１０、中高問１０、ひ問１０、ひ小問１１、ひ中高問１１ 

 

① 自宅での勉強 

 

・「全くしていない」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、「全くしていない」の割合は困窮層で高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

4.2

10.8

5.9

20.6

37.1

20.0

43.3

22.4

43.9

27.7

38.7

20.1

9.9

22.5

9.0

15.0

8.0

5.6

1.3

4.7

3.5

5.3

9.6

2.0

1.0

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

小学生ひとり親保護者（n=390）

中高生ひとり親保護者（n=572）

全くしていない 30分未満 30分～1時間未満 1時間～2時間未満 2時間～3時間未満

3時間以上 わからない 無回答

12.6

8.3

6.7

18.1

15.6

12.0

37.8

28.6

29.2

33.0

31.5

28.9

35.1

37.0

36.8

28.5

24.6

28.9

9.9

13.8

16.0

9.3

14.5

13.4

2.7

4.3

4.4

2.9

6.2

2.5

3.0

1.5

3.6

1.9

3.6

2.5

6.3

6.2

5.3

1.8

1.5

1.9

1.1

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=111）

周辺層（n=276）

一般層（n=2037）

【ひとり親】

困窮層（n=270）

周辺層（n=276）

一般層（n=418）

全くしていない 30分未満 30分～1時間未満 1時間～2時間未満 2時間～3時間未満

3時間以上 わからない 無回答



42 

 

② 塾など自宅以外での勉強 

 

・「全くしていない」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、「全くしていない」の割合は困窮層で高い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 

 

 

 

 

  

49.0

39.0

58.2

44.1

7.5

3.3

8.7

4.0

16.3

5.7

16.7

8.0

14.3

22.1

9.2

20.6

3.0

13.8

8.4

2.5

9.9

1.5

5.1

4.9

4.7

6.4

1.4

2.3

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

小学生ひとり親保護者（n=390）

中高生ひとり親保護者（n=572）

全くしていない 30分未満 30分～1時間未満 1時間～2時間未満 2時間～3時間未満

3時間以上 わからない 無回答

61.3

50.0

43.0

61.5

48.2

43.3

7.2

6.2

5.4

4.1

6.2

6.9

3.6

12.0

12.0

9.6

12.7

12.0

9.9

15.6

18.5

13.3

14.5

18.7

3.6

5.4

8.3

3.7

6.5

6.2

2.7

5.4

6.0

1.1

5.1

4.3

1.8

3.3

2.7

3.3

5.1

2.9

9.9

2.2

4.1

3.3

1.8

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=111）

周辺層（n=276）

一般層（n=2037）

【ひとり親】

困窮層（n=270）

周辺層（n=276）

一般層（n=418）

全くしていない 30分未満 30分～1時間未満 1時間～2時間未満 2時間～3時間未満

3時間以上 わからない 無回答

・自宅、自宅以外ともに、困窮層で「全くしていない」割合が高く、学習時間が短い傾向がある

ことから、家庭の経済状況が勉強時間に影響を与えている可能性がある。 

・特に困窮層では、塾など自宅以外での勉強を「全くしていない」が 6割を超えている。 



43 

 

（２）学校での成績 

問 お子さんの、学校での成績はいかがですか。（１つに○） 

小問１１、中高問１１、ひ問１１、ひ小問１２、ひ中高問１２ 

 

・ひとり親世帯の困窮層で「あまりよくない」「よくない」の割合が高い。 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

25.9

19.7

14.9

12.6

24.8

20.3

16.9

14.7

38.9

33.4

42.8

30.6

7.0

15.3

16.9

23.1

2.9

10.8

6.9

15.6

1.5

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

小学生ひとり親保護者（n=390）

中高生ひとり親保護者（n=572）

良好 まあまあ良好 ふつう あまりよくない よくない 無回答

18.0

16.7

24.3

9.6

16.3

14.1

16.2

23.2

23.1

12.2

19.9

14.8

37.8

39.5

36.0

31.9

34.8

38.5

12.6

15.2

10.0

23.0

15.9

22.0

15.3

5.4

6.0

20.4

11.2

7.4

3.0

1.8

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=111）

周辺層（n=276）

一般層（n=2037）

【ひとり親】

困窮層（n=270）

周辺層（n=276）

一般層（n=418）

良好 まあまあ良好 ふつう あまりよくない よくない 無回答
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（３）子どもの進学段階に関する希望・展望 

問 お子さんは将来、どの段階まで進学すると思いますか。（１つに○） 

就問９、小問１２、中高問１２、ひ問８、ひ就問１１、ひ小問１４、ひ中高問１３ 

 

・「大学」の割合はひとり親世帯の困窮層で最も低い。 

 

＜生活困難度別＞       

 
※2.0％未満はラベル非表示 

 

  

14.3

5.2

3.3

21.6

14.9

12.2

5.8

4.2

3.9

10.2

11.8

9.9

2.2

50.4

63.0

66.8

33.0

47.5

51.2

4.0

2.2

3.0

2.1

22.3

22.5

20.9

29.8

19.6

20.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

中学 高校 専門学校 高等専門学校 短大 大学 大学院 その他 まだわからない 無回答

・「大学」の割合は、困窮層になるにつれて低くなり、「高校」までや「専門学校」までの割合

は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い傾向がみられる。 

・また、ひとり親世帯の困窮層において、「まだわからない」の割合が高いという特徴がみられ

た。 
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問 前問で「まだわからない」以外を選んだ方へうかがいます。その段階まで進学すると思う理由は何ですか。

（あてはまる番号すべてに〇） 

就問９-１、小問１２-１、中高問１２-１、ひ問８-１、ひ就問１１-１、ひ小問１４-１、ひ中高問１３-１ 

 

・「お子さんがそう希望しているから」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

・「一般的な進路だと思うから」の割合は、ひとり親世帯よりも一般世帯で高い。 

・「家庭の経済的な状況から考えて」の割合はひとり親世帯の困窮層で最も高い。 

 

＜生活困難度別＞ 

  

 

 

 

  

24.9

47.4

10.4

20.2

8.1

9.8

0.6

20.4

57.5

7.3

10.5

7.3

10.1

0.6

23.7

58.4

11.6

8.0

5.1

9.6

0.5

0% 20% 40% 60%

お子さんがそう希望している

から

一般的な進路だと思うから

お子さんの学力から考えて

家庭の経済的な状況から考

えて

その他

特に理由はない

無回答

【一般】

困窮層（n=173）

周辺層（n=496）

一般層（n=3358）

43.5

24.9

11.0

24.9

7.6

5.1

0.0

48.6

35.5

4.2

10.0

8.1

4.6

0.0

50.1

30.8

9.3

9.3

6.4

7.2

1.9

0% 20% 40% 60%

お子さんがそう希望している

から

一般的な進路だと思うから

お子さんの学力から考えて

家庭の経済的な状況から考

えて

その他

特に理由はない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=237）

周辺層（n=259）

一般層（n=377）

・困窮層では、家庭の経済的な状況が進学選択に影響を与えているとみられる。 

・一般世帯とひとり親世帯の間で、進路選択の理由に差異がみられることも特徴の一つである。 
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（４）学習の手助けなどの場の利用 

問 お子さんについて、基礎学力の向上や学習習慣の定着を目的とした、学習の手助けなどの場があったら、

利用したいと思いますか。（１つに○） 

小問１３、中高問１３、ひ問１２、ひ小問１３、ひ中高問１４ 

 

・「すでに利用している」「無料なら利用したいと思う」の割合は、一般世帯、ひとり親世帯にか

かわらず小学生保護者で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

  

17.5

21.7

10.0

20.8

2.6

71.6

58.8

69.4

77.4

50.2

60.2

10.2

19.3

23.5

11.5

26.4

26.8

6.1

1.0

2.6

10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

（前回調査）

★ 一般保護者（n=1262）

小学生ひとり親保護者（n=390）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=1177）

すでに利用している 無料なら利用したいと思う 利用するつもりはない 無回答

7.2

12.3

21.0

15.6

18.8

15.3

83.8

80.1

63.0

67.4

57.6

59.3

7.2

7.6

15.5

14.8

22.8

22.7

1.8

2.2

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=111）

周辺層（n=276）

一般層（n=2037）

【ひとり親】

困窮層（n=270）

周辺層（n=276）

一般層（n=418）

すでに利用している 無料なら利用したいと思う 利用するつもりはない 無回答
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１-４．家庭での生活について（子育てや教育の情報源、相談相手など） 

（１）子育てや教育を主に行っている人 

問 子育てや教育を主に行っている方はどなたですか。（１つに○） 

就問１０、小問１４、中高問１４、ひ就問１２、ひ小問１５、ひ中高問１５ 

 

・就学前保護者では、子育てや教育は、「父母ともに」行っている割合が高い。 

 

 

 

 

  

60.0

52.7

49.3

53.0

46.4

38.3

46.0

47.5

44.8

49.9

2.2

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2743）

（前回調査）

★ 就学前保護者（n=3229）

小学生保護者（n=1402）

（前回調査）

★ 小学生保護者（n=1535）

中高生保護者（n=1151）

父母ともに 主にお母さん 主にお父さん 主に祖父母 その他 無回答

・子どもの年齢が上がるにつれて、子育て・教育は「主にお母さん」に移行する傾向がみられ

る。 
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（２）子育てや教育の情報源 

問 あて名のお子さんの子育てや教育に関して、情報は何から得ていますか。（あてはまる番号すべてに○） 

就問１１、小問１５、中高問１５、ひ問１８、ひ就問１３、ひ小問１６、ひ中高問１６ 

 

 

・子育てや教育の情報は、「家族・親族」「友人・知人」「インターネット・SNS」から得ている割

合が高い。 

・「幼稚園、保育園、認定こども園、学校など」の割合は、就学前で高い。ただし、一般世帯の困

窮層では低くなっている。 

 

 

  

68.5

71.6

22.4

61.5

19.6

1.0

0.4

5.6

16.9

27.9

71.4

2.9

0.4

0.2

56.6

77.0

25.1

46.5

6.2

0.4

0.2

3.6

21.4

31.9

60.5

1.7

1.4

0.1

52.9

67.9

14.2

37.2

1.9

0.7

0.2

3.7

18.3

33.1

61.2

6.2

1.0

0.4

0% 20% 40% 60% 80%

家族・親族

友人・知人

近所の人

幼稚園、保育園、認定こど

も園、学校など

児童ホーム・子育て支援セ

ンター

育児サークル

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

市の広報・HP・パンフレット・

メール・アプリ

テレビ・新聞・雑誌などのマ

スメディア

インターネット・SNS

その他

情報源がない/情報の入手

手段がわからない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

52.3

63.8

5.7

61.5

12.6

0.0

1.1

8.6

14.9

13.2

60.9

1.7

1.7

0.0

47.6

61.1

10.2

34.5

3.6

0.3

0.5

5.9

27.9

24.0

54.5

2.3

3.1

0.8

37.1

51.2

5.2

25.2

1.0

0.0

0.7

7.2

19.2

15.7

49.7

4.9

6.1

0.7

0% 20% 40% 60% 80%

家族・親族

友人・知人

近所の人

幼稚園、保育園、認定こど

も園、学校など

児童ホーム・子育て支援セ

ンター

育児サークル

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

市の広報・HP・パンフレット・

メール・アプリ

テレビ・新聞・雑誌などのマ

スメディア

インターネット・SNS

その他

情報源がない/情報の入手

手段がわからない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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＜生活困難度別＞       

 

 

  

45.5

63.8

15.2

42.0

8.9

1.3

1.3

5.4

15.6

22.8

58.0

2.2

3.1

0.9

59.7

66.9

21.3

53.8

10.3

0.5

0.2

3.6

16.4

27.5

65.0

2.5

1.1

0.2

63.3

73.5

21.7

52.8

12.8

0.8

0.3

4.8

18.8

30.8

67.0

3.4

0.6

0.2

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

近所の人

幼稚園、保育園、認定こど

も園、学校など

児童ホーム・子育て支援セ

ンター

育児サークル

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

市の広報・HP・パンフレット・

メール・アプリ

テレビ・新聞・雑誌などのマ

スメディア

インターネット・SNS

その他

情報源がない/情報の入手

手段がわからない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

35.7

54.7

5.8

34.8

5.0

0.3

0.9

8.5

24.0

16.7

50.9

3.5

7.9

0.3

46.3

55.0

8.7

34.2

3.4

0.0

0.3

5.6

25.2

20.2

56.8

3.7

2.5

0.3

45.9

58.9

6.7

33.1

2.9

0.0

0.8

6.9

17.3

18.1

52.0

3.4

3.2

1.1

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

近所の人

幼稚園、保育園、認定こど

も園、学校など

児童ホーム・子育て支援セ

ンター

育児サークル

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

市の広報・HP・パンフレット・

メール・アプリ

テレビ・新聞・雑誌などのマ

スメディア

インターネット・SNS

その他

情報源がない/情報の入手

手段がわからない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）
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（３）知りたい子育ての情報 

問 あなたは、どのような子育て情報を知りたいと考えていますか。（あてはまる番号すべてに○） 

就問１２、小問１６、中高問１６、ひ就問１４、ひ小問１７、ひ中高問１７ 

 

・「病院・休日当番医などに関する情報」「子どもに関する手当（児童手当・医療費助成など）に

関する情報」の割合が高い。 

・生活困難度別にみると、困窮層ほど「子どもに関する手当（児童手当・医療費助成など）に関

する情報」の割合が高い。 

 

＜生活困難度別＞           

 

  

38.4

35.5

58.7

60.9

35.9

49.7

35.7

31.1

29.9

21.7

8.7

36.9

42.2

37.2

2.1

0.7

37.1

52.5

55.6

19.7

51.3

10.3

17.5

7.6

5.3

5.4

27.9

34.5

28.2

27.5

4.1

0.8

48.3

61.4

3.7

5.1

26.4

29.3

21.6

23.0

6.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

子育て支援施設（幼稚園・保育

園など）の受け入れに関する情

報

乳幼児健診、予防接種などに関

する情報

病院・休日当番医などに関する

情報

子どもに関する手当（児童手

当・医療費助成など）に関する

情報

子育て支援センター・児童ホー

ムなどで行われるイベント情報

小学校に関する情報

放課後ルーム（学童保育）に関

する情報

船っ子教室（放課後子供教室）

に関する情報

一時預かり、ファミリー・サポー

ト・センターに関する情報

病児保育に関する情報

障害児（発達支援）保育・特別

支援教育・障害児支援に関する

情報

健康・発達についての情報

子どもの育て方(接し方)に関す

る情報

食事・栄養に関する情報

子どもに関する相談先の情報

（友達付き合い、いじめ、非行、

不登校、ひきこもりなど）

その他

無回答

就学前保護者（n=2743）

小学生保護者（n=1402）

中高生保護者（n=1151）

16.7

23.6

52.0

69.1

21.1

35.6

18.5

20.0

16.0

13.8

8.7

29.1

35.3

29.1

18.5

4.0

1.1

19.9

26.8

52.1

66.4

25.5

40.6

24.2

24.6

20.1

15.0

7.1

32.5

36.4

30.0

10.2

2.9

0.4

20.1

28.7

55.4

58.0

24.7

39.3

20.9

20.2

17.1

12.2

6.9

32.4

37.7

31.8

12.2

3.7

0.9

0% 20% 40% 60% 80%

子育て支援施設（幼稚園・保育

園など）の受け入れに関する情

報

乳幼児健診、予防接種などに関

する情報

病院・休日当番医などに関する

情報

子どもに関する手当（児童手

当・医療費助成など）に関する

情報

子育て支援センター・児童ホー

ムなどで行われるイベント情報

小学校に関する情報

放課後ルーム（学童保育）に関

する情報

船っ子教室（放課後子供教室）

に関する情報

一時預かり、ファミリー・サポー

ト・センターに関する情報

病児保育に関する情報

障害児（発達支援）保育・特別

支援教育・障害児支援に関する

情報

健康・発達についての情報

子どもの育て方(接し方)に関す

る情報

食事・栄養に関する情報

子どもに関する相談先の情報

（友達付き合い、いじめ、非行、

不登校、ひきこもりなど）

その他

無回答

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）
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（４）必要な情報の入手 

問 妊娠・出産に関する必要な情報は入手できていますか。（それぞれ１つに○） 

母問４ 

 

① 妊娠・出産に関する制度について 

 

・「得られている」の割合は、約 6 割となっており、前回調査と比べると増加した。 

 

 

② 妊娠中の過ごし方について 

 

・「得られている」の割合は、7割強となっており、前回調査と比べると増加した。 

 

 

③ 出産・分娩に関することについて 

 

・「得られている」の割合は、約 5 割となっており、前回調査と比べると増加した。 

 

 

  

58.0

52.1

38.3

40.3

3.7

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=81）

（前回調査）

★ 母子健康手帳交付者

（n=119）

得られている どちらともいえない 得られていない 無回答

75.3

70.6

23.5

24.4

1.2

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=81）

（前回調査）

★ 母子健康手帳交付者

（n=119）

得られている どちらともいえない 得られていない 無回答

51.9

50.4

42.0

37.8

6.2

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=81）

（前回調査）

★ 母子健康手帳交付者

（n=119）

得られている どちらともいえない 得られていない 無回答
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④ 出産後のことについて 

 

・「得られている」の割合は、約 4 割となっており、前回調査と比べると増加した。 

 

 

⑤ 子育てを応援してくれる制度について 

 

・「得られている」の割合は、約 3 割となっており、前回調査と比べると増加した。 

 

 

 

（５）妊娠・出産・子育てについての情報源 

問 妊娠・出産・子育てについて、情報は何から得ていますか。（あてはまる番号すべてに○） 

母問５ 

 

・「インターネット・SNS」の割合が最も高い。 

 

  

40.7

22.7

44.4

53.8

14.8

22.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=81）

（前回調査）

★ 母子健康手帳交付者

（n=119）

得られている どちらともいえない 得られていない 無回答

32.1

22.7

54.3

44.5

13.6

31.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=81）

（前回調査）

★ 母子健康手帳交付

者（n=119）

得られている どちらともいえない 得られていない 無回答

51.9

50.6

2.5

0.0

19.8

39.5

19.8

81.5

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

近所の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福祉の人

市の広報・HP・パンフレット・メール・アプリ

テレビ・新聞・雑誌などのマスメディア

インターネット・SNS

その他

情報源がない/情報の入手手段がわからない

無回答

母子健康手帳交付者（n=81）
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（６）知りたい情報 

問 あなたは、どのような妊娠・出産・子育てに関する情報を知りたいと考えていますか。（あてはまる番号す

べてに○） 

母問６ 

 

・「子育て支援施設（幼稚園・保育園など）の受け入れに関する情報」「妊娠・出産の基礎知識に

関する情報」「子どもに関する手当（児童手当・医療費助成など）に関する情報」の割合が高

い。 

 

 

  

70.4

40.7

65.4

37.0

48.1

32.1

64.2

34.6

18.5

14.8

18.5

33.3

21.0

40.7

45.7

42.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

子育て支援施設（幼稚園・保育園など）の受け入れに関する情報

妊婦健診に関する情報

妊娠・出産の基礎知識に関する情報

病院（産科）・助産婦に関する情報

乳幼児健診、予防接種などに関する情報

病院（小児科）・休日当番医などに関する情報

子どもに関する手当（児童手当・医療費助成など）に関する情報

子育て支援センター・児童ホームなどで行われるイベント情報

小学校に関する情報

放課後ルーム（学童保育）に関する情報

船っ子教室（放課後子供教室）に関する情報

一時預かり、ファミリー・サポート・センターに関する情報

病児保育に関する情報

健康・発達についての情報

子どもの育て方に関する情報

食事・栄養に関する情報

その他

無回答

母子健康手帳交付者（n=81）
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（７）頼れる人 

問 あなたが次に挙げる事柄で頼れる人はだれですか。（それぞれ選択肢からあてはまる番号をすべて記入） 

就問１３、小問１７、中高問１７、ひ問１３、ひ就問１５、ひ小問１８、ひ中高問１８ 

 

① 子育てに関する相談 

 

・「家族・親族」の割合が最も高い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯に関わらず困窮層では「家族・親族」の割合

が他世帯と比べて低い。 

 

 
  

89.7

62.0

45.1

11.3

17.2

0.5

9.6

20.0

0.7

1.0

0.4

0.5

86.1

67.6

31.2

12.7

19.5

0.2

5.8

16.3

1.2

0.9

0.5

0.5

82.3

61.8

20.9

7.3

18.6

0.1

4.7

11.3

0.9

1.7

2.4

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

72.4

54.0

41.4

6.3

28.2

4.0

12.6

13.2

2.3

6.3

1.1

0.0

71.6

58.3

16.9

4.9

28.1

0.3

6.6

11.0

1.3

5.4

2.6

1.0

66.4

54.0

10.3

4.9

21.9

1.4

7.2

7.5

0.9

6.6

5.1

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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＜生活困難度別＞       

 

 

  

75.9

54.5

26.3

8.9

11.6

0.4

7.1

14.3

1.8

4.9

0.4

0.0

86.4

62.3

38.4

11.9

18.0

0.5

5.3

18.6

1.1

1.9

0.8

0.0

87.9

64.1

36.5

10.8

18.4

0.3

7.9

17.1

0.8

0.8

0.9

0.7

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

59.1

51.2

19.3

3.5

19.6

2.9

11.7

9.1

2.0

11.1

5.3

0.6

75.2

57.8

15.5

7.1

23.9

0.6

8.1

9.9

0.6

5.6

2.5

0.3

72.2

57.1

17.1

4.8

29.5

0.8

5.1

9.7

1.1

2.9

3.2

1.1

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）
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② 重要な事柄の相談 

 

・「家族・親族」の割合が最も高い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯に関わらず困窮層では「家族・親族」の割合

が他世帯と比べて低い。 

 

 

 

 

  

95.6

27.9

10.7

1.3

3.5

0.2

4.2

3.8

0.2

1.1

1.0

0.5

93.6

28.3

10.1

1.8

4.0

0.3

4.0

3.5

0.3

1.3

1.3

0.6

92.0

27.0

7.9

1.1

5.6

0.1

3.1

3.8

0.5

2.1

1.5

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

77.6

33.3

4.6

0.6

8.6

1.7

8.0

1.1

1.1

5.7

6.9

0.0

75.4

31.5

4.3

0.5

7.9

0.3

6.4

1.5

1.3

6.1

3.3

1.0

71.5

36.5

2.8

1.0

7.2

0.5

5.8

2.4

0.3

9.3

6.3

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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＜生活困難度別＞       

 

 

  

85.3

26.8

7.1

2.7

4.0

0.4

4.5

5.8

0.9

8.0

0.9

0.0

94.2

28.4

10.0

1.3

4.2

0.3

3.3

4.2

0.2

2.2

1.4

0.2

94.8

27.8

10.1

1.3

4.0

0.2

4.0

3.6

0.3

0.9

1.2

0.7

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

64.3

33.9

5.6

0.9

6.4

0.9

6.7

2.0

1.2

13.5

6.1

0.6

78.0

35.7

2.5

0.9

6.8

0.6

6.5

2.5

0.6

6.5

3.7

0.3

77.9

33.5

2.9

0.6

9.1

0.4

6.1

1.5

0.6

4.2

5.9

1.1

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）
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③ いざという時のお金の援助 

 

・「家族・親族」の割合が最も高い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯に関わらず困窮層では「頼れる人がいない」

の割合が他世帯と比べて高い。 

 

 

 

 

  

81.3

1.9

0.1

0.0

0.4

0.2

0.8

0.4

0.1

4.9

12.8

0.6

77.6

1.6

0.0

0.0

0.1

0.1

1.1

0.4

0.1

6.1

14.7

0.6

76.2

0.9

0.1

0.1

0.3

0.0

1.3

0.3

0.3

6.8

15.5

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

59.2

2.9

0.0

0.0

1.1

0.6

4.6

0.0

0.6

20.1

17.2

0.6

60.9

1.8

0.0

0.0

0.3

0.0

3.1

0.0

1.5

19.9

15.9

1.3

59.1

3.8

0.0

0.0

0.5

0.3

3.5

0.2

1.4

23.4

13.1

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

64.3

5.4

0.4

0.0

1.3

0.0

1.3

0.9

0.4

25.0

8.0

0.0

75.3

1.7

0.2

0.0

0.3

0.3

1.1

0.6

0.3

11.1

12.3

0.2

80.6

1.4

0.1

0.0

0.3

0.1

1.0

0.3

0.1

3.8

14.4

0.8

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

44.7

4.1

0.0

0.0

0.6

0.6

5.6

0.3

0.9

37.7

12.0

0.6

66.5

3.1

0.0

0.0

0.6

0.3

3.1

0.0

1.9

16.8

14.3

0.3

65.9

2.1

0.0

0.0

0.4

0.0

2.3

0.0

1.3

13.5

17.1

1.5

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）
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④ 日常的に子どもをみてもらえる人 

 

・「家族・親族」の割合が最も高い。 

・一般世帯、ひとり親世帯に関わらず就学前保護者で「幼稚園、保育園、学校等の先生」の割合

が高い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯に関わらず困窮層では「頼れる人がいない」

の割合が他世帯と比べて高い。 

 

 

 

 

  

71.7

5.5

32.9

1.8

0.2

0.0

1.0

0.1

0.6

14.8

2.8

0.6

74.1

12.2

8.6

3.6

0.4

0.1

0.7

0.0

1.0

14.8

5.8

0.5

70.3

12.9

2.4

2.5

0.0

0.0

0.7

0.1

0.9

13.1

11.1

0.8

0% 20% 40% 60% 80%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

60.9

5.2

32.8

1.1

0.0

0.6

2.9

0.0

2.3

18.4

5.2

0.6

64.7

7.7

5.9

1.8

1.0

0.3

1.5

0.0

1.5

20.7

5.6

1.3

58.0

8.4

1.0

2.4

0.3

0.0

1.0

0.2

1.7

19.8

15.0

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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＜生活困難度別＞       

 

 

  

51.8

6.7

17.9

0.9

0.0

0.0

0.9

0.4

2.2

30.8

5.8

0.0

68.1

8.6

19.7

2.3

0.0

0.2

0.8

0.2

0.5

19.1

4.1

0.2

73.7

9.0

20.2

2.5

0.2

0.0

0.8

0.0

0.7

12.9

5.5

0.7

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

48.2

7.0

9.1

0.9

0.3

0.3

2.0

0.0

2.3

29.2

10.5

0.9

67.1

11.5

8.7

2.5

0.3

0.3

2.2

0.0

0.6

15.5

9.6

0.9

65.5

5.5

5.7

2.5

0.8

0.0

0.8

0.2

2.1

16.0

10.7

1.7

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）
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⑤ 子どもの病気やご自身の用事のときなどの緊急時に子どもをみてもらえる人 

 

・「家族・親族」の割合が最も高い。 

・生活困難度別にみると、一般世帯、ひとり親世帯に関わらず困窮層では「頼れる人がいない」

の割合が他世帯と比べて高い。 

 

 

 

 

  

81.5

5.9

5.9

1.7

0.2

0.1

1.2

0.2

1.3

13.8

1.6

0.8

81.6

11.9

0.9

3.9

0.4

0.0

0.6

0.0

1.0

13.5

2.0

0.7

79.8

14.3

0.5

3.6

0.2

0.0

0.8

0.1

0.7

10.8

5.0

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

71.8

4.6

4.0

1.1

0.6

0.6

4.0

0.0

2.3

19.0

5.2

0.0

74.2

8.2

0.5

1.5

0.8

0.0

0.8

0.0

2.0

15.9

3.6

1.0

66.6

11.0

0.5

1.9

0.5

0.0

0.9

0.2

1.7

18.7

7.9

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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＜生活困難度別＞       

 

 

 

 

 

 

  

62.5

6.3

2.7

0.4

0.0

0.0

1.3

1.3

0.4

30.8

3.6

0.0

75.9

7.8

3.9

3.1

0.2

0.2

0.8

0.2

0.9

18.9

1.9

0.5

83.0

9.7

3.4

2.7

0.3

0.1

0.9

0.0

1.1

11.3

2.4

0.9

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

54.7

7.3

1.2

0.3

0.3

0.3

2.0

0.3

2.0

30.7

7.0

0.6

76.4

10.9

0.9

1.2

0.6

0.0

0.9

0.0

2.5

12.7

5.0

0.9

76.8

9.1

1.1

2.9

0.8

0.0

1.1

0.0

1.5

11.8

5.9

1.3

0% 50% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の

先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福

祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

・世帯を問わず、どの事柄においても頼れる人がいないと感じる割合が一定程度あり、困窮層で

はその割合はさらに高くなる傾向がみられる。 
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（８）出産や子育てに関する相談相手 

問 あなたが出産や子育てに関して相談できる人はだれですか。（あてはまる番号すべてに○） 

母問７ 

 

・「家族・親族」の割合が最も高い。 

 

 

 

  

93.8

66.7

42.0

2.5

22.2

0.0

3.7

11.1

1.2

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

病院・診療所

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

母子健康手帳交付者（n=81）
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（９）悩み、困りごと 

問 現在悩んでいる・困っていることはありますか。（あてはまる番号すべてに○） 

就問１４、小問１８、中高問１８、ひ問１４、ひ就問１６、ひ小問１９、ひ中高問１９ 

 

●お子さんに関すること 

 

・学年が上がるほど「教育・進学」の割合が高い。 

・一般世帯、ひとり親世帯に関わらず就学前保護者で「食事・栄養」の割合が高い。 

・生活困難度別にみると、困窮層ほど悩みや困りごとが多い。 

 

 

  

24.7

25.5

0.8

3.5

14.5

30.4

2.6

4.3

6.8

36.2

1.1

33.2

42.4

1.5

7.0

13.0

16.4

8.1

4.8

6.1

28.8

1.0

16.1

59.3

5.3

4.5

13.5

11.1

5.9

3.7

4.6

27.6

1.0

0% 20% 40% 60% 80%

マナー・言葉づかい

教育・進学

就職

非行・交友関係

健康

食事・栄養

身だしなみ

障害

その他

特に悩みはない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

31.0

34.5

3.4

3.4

17.8

32.8

2.9

13.8

8.6

26.4

1.7

34.5

48.6

5.1

7.4

16.4

17.6

8.4

7.9

7.7

21.7

1.5

14.0

59.1

9.6

4.7

15.9

15.2

7.2

5.6

6.5

23.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

マナー・言葉づかい

教育・進学

就職

非行・交友関係

健康

食事・栄養

身だしなみ

障害

その他

特に悩みはない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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＜生活困難度別＞       

  

36.2

51.3

4.9

6.7

24.6

26.3

10.7

7.1

6.3

16.1

0.0

30.5

47.0

3.0

4.8

17.0

25.8

6.9

4.5

5.8

25.3

0.5

23.7

34.8

1.6

4.5

12.8

22.0

4.1

4.2

6.2

34.4

1.2

0% 20% 40% 60% 80%

マナー・言葉づかい

教育・進学

就職

非行・交友関係

健康

食事・栄養

身だしなみ

障害

その他

特に悩みはない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

28.7

64.6

10.2

7.6

23.7

28.1

7.6

10.2

8.2

13.5

0.9

22.7

48.8

7.5

4.7

12.7

15.5

7.1

7.5

6.5

24.8

0.6

20.6

44.2

4.6

4.4

13.5

14.1

6.3

6.3

6.9

29.7

2.5

0% 20% 40% 60% 80%

マナー・言葉づかい

教育・進学

就職

非行・交友関係

健康

食事・栄養

身だしなみ

障害

その他

特に悩みはない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）
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●その他の悩みなど 

 

・一般世帯よりもひとり親世帯で悩みや困りごとが多い。 

・生活困難度別にみると、困窮層ほど悩みや困りごとが多い。 

 

 

  

11.3

25.0

33.0

11.7

15.1

10.6

3.6

36.8

5.9

7.7

18.6

30.4

9.6

17.0

13.8

2.7

37.3

7.2

7.6

17.8

36.0

6.1

23.0

20.0

2.5

30.7

7.0

0% 20% 40% 60% 80%

住居

仕事

家計

家事

自分の健康

親族の健康・介護、介助

その他

特にない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

24.1

40.8

60.3

18.4

32.2

15.5

3.4

17.2

7.5

24.3

39.6

53.7

16.4

30.7

14.8

4.1

18.7

5.1

25.5

28.5

55.6

12.1

31.8

16.4

3.0

18.9

6.8

0% 20% 40% 60% 80%

住居

仕事

家計

家事

自分の健康

親族の健康・介護、介助

その他

特にない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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＜生活困難度別＞       

 

 

 

 

  

23.2

32.6

77.7

20.1

28.1

16.5

5.4

10.3

2.2

14.4

28.9

58.0

15.2

20.9

13.4

3.8

20.9

2.7

8.2

20.1

26.9

8.6

16.1

13.3

2.9

39.2

7.2

0% 50% 100%

住居

仕事

家計

家事

自分の健康

親族の健康・介護、介助

その他

特にない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

43.0

48.2

80.4

21.6

40.6

18.4

4.4

6.1

3.5

20.5

34.2

51.9

12.4

30.1

16.1

3.7

21.7

2.5

14.7

24.0

40.2

10.7

25.7

13.5

2.5

25.7

10.9

0% 50% 100%

住居

仕事

家計

家事

自分の健康

親族の健康・介護、介助

その他

特にない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

・子どもに関する悩みでは、困窮層を除く他の層では「特に悩みはない」という回答が多く、困

窮層では「教育・進学」に関する悩みが顕著になっている。家庭の経済状況がこうした悩みの

要因の一つであると考えられる。 

・困窮層では、その他に関する悩みも多く、経済的な問題が悩みの多さに影響していると考えら

れる。 
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（１０）心理的状態 

問 この１か月間を振り返って、次のような気持ちになったことはありますか。（それぞれ１つに○） 

就問１５、小問１９、中高問１９、ひ問１５、ひ就問１７、ひ小問２０、ひ中高問２０ 

 

・一般世帯よりもひとり親世帯で心理的な困難を感じている割合が高い。 

・生活困難度別にみると、困窮層ほど心理的な困難を感じている割合が高い。 

 

① 神経過敏に感じた 

 

＜生活困難度別＞       

 

7.6

4.7

2.2

14.3

4.7

4.0

8.9

8.8

5.5

14.3

8.7

8.8

35.7

25.8

21.0

31.9

29.2

24.8

21.4

22.0

22.1

15.8

21.1

20.8

26.3

38.8

48.6

23.1

36.0

39.8 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

いつも たいてい ときどき 少しだけ まったくない 無回答
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② 絶望的だと感じた 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

③ そわそわ、落ち着かなく感じた 

 

＜生活困難度別＞       

  

4.9

2.3

9.9

1.9

1.7

6.7

3.6

1.6

11.7

4.7

4.2

22.3

13.3

7.6

23.7

15.8

13.7

26.3

16.1

12.8

20.5

16.8

16.0

39.7

64.7

76.8

33.3

60.2

62.7 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

いつも たいてい ときどき 少しだけ まったくない 無回答

3.6

1.9

9.6

1.2

2.1

7.1

4.4

3.5

7.3

8.1

4.0

26.3

16.4

13.2

25.4

20.8

18.1

26.8

24.1

20.8

22.5

23.9

22.5

36.2

53.1

61.1

34.5

45.7

51.4 1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

いつも たいてい ときどき 少しだけ まったくない 無回答



71 

 

④ 気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じた 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

⑤ 何をするのも面倒だと感じた 

 

＜生活困難度別＞       

  

6.7

2.5

11.1

4.7

3.8

8.9

5.9

3.8

11.7

7.1

6.7

25.9

18.8

13.6

27.8

20.5

18.5

26.3

23.8

21.7

22.2

25.2

24.0

32.1

49.1

59.5

26.6

42.5

45.1 1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

いつも たいてい ときどき 少しだけ まったくない 無回答

14.3

6.1

2.4

14.6

7.1

4.0

14.7

10.6

6.9

15.8

12.7

8.4

26.3

25.3

21.1

31.3

21.4

24.0

21.0

28.3

28.6

21.6

30.4

30.5

23.7

29.7

40.5

16.1

28.3

31.4 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

いつも たいてい ときどき 少しだけ まったくない 無回答
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⑥ 自分は価値のない人間だと感じた 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

6.7

2.2

1.0

12.9

3.7

4.0

7.6

3.8

2.3

11.1

7.5

3.8

17.9

10.6

7.8

18.4

11.8

11.4

20.5

14.8

13.3

17.5

17.1

17.9

47.3

68.6

75.1

39.8

59.9

61.3 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

いつも たいてい ときどき 少しだけ まったくない 無回答
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（１１）支援ニーズ 

問 お子さんにとって、現在、または将来的に、どのような支援があるとよいと思いますか。（あてはまる番号

すべてに○） 

就問１６、小問２０、中高問２０、ひ問１６、ひ就問１８、ひ小問２１、ひ中高問２１ 

 

・一般世帯、ひとり親世帯に関わらず就学前保護者で「保護者の不在時に子どもを預かる場や在

宅サービスの提供」の割合が高い。 

・生活困難度別にみると、困窮層ほど「子ども食堂など、子どもが一人でも時間を過ごせて無料

もしくは安価で食事ができる場所の提供」の割合が高い。 

 

 

 

  

56.0

63.0

43.2

26.3

60.3

44.0

51.4

19.6

3.8

2.3

0.2

43.0

48.7

52.4

20.1

38.1

34.6

47.9

16.5

4.2

4.1

0.4

19.5

18.2

53.1

10.0

16.7

14.6

45.3

24.9

6.3

11.5

0.5

41.1

45.9

33.4

17.5

37.6

22.6

36.5

13.1

3.9

5.7

1.6

0% 20% 40% 60% 80%

地域における子どもの居場所の

提供

自然体験や集団遊びなど、多様

な活動機会の提供

会社などでの職業体験等の機

会の提供

子ども食堂など、子どもが一人

でも時間を過ごせて無料もしく

は安価で食事ができる場所の

提供

保護者の不在時に子どもを預

かる場や在宅サービスの提供

読み書き計算などの基礎的な

学習への支援

子ども本人がなんでも相談でき

るところ（進路や生活など）

子どもの就労に関する支援

その他

特にない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

（前回調査）★ 一般保護者（n=2073）

44.8

45.4

27.0

42.0

62.6

45.4

45.4

31.0

8.6

3.4

0.0

38.1

40.4

35.3

37.9

48.3

43.0

41.9

24.6

3.8

5.6

1.0

19.6

16.8

34.8

21.9

26.6

18.4

40.9

38.8

8.0

14.0

1.2

24.4

24.8

22.7

24.4

27.4

24.3

34.1

27.5

3.3

5.4

3.0

0% 20% 40% 60% 80%

地域における子どもの居場所の

提供

自然体験や集団遊びなど、多様

な活動機会の提供

会社などでの職業体験等の機

会の提供

子ども食堂など、子どもが一人

でも時間を過ごせて無料もしく

は安価で食事ができる場所の

提供

保護者の不在時に子どもを預

かる場や在宅サービスの提供

読み書き計算などの基礎的な

学習への支援

子ども本人がなんでも相談でき

るところ（進路や生活など）

子どもの就労に関する支援

その他

特にない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）★ ひとり親保護者（n=1445）

・就学前保護者は、預かりサービスや遊びや活動の機会を重視しているのに対し、小学生と中高

生保護者は職業体験や相談窓口の提供を重視している傾向がみられる。 

・「支援ニーズ」については、年齢層ごとに異なる焦点があることがうかがえる。 
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＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

43.8

41.1

42.0

40.2

45.5

49.1

48.2

29.0

6.3

3.1

0.0

41.9

48.0

46.7

27.0

47.8

43.6

50.0

24.4

5.6

4.8

0.0

45.5

50.6

48.2

19.4

44.9

33.4

49.1

18.7

4.2

4.8

0.4

0% 20% 40% 60%

地域における子どもの居場所の

提供

自然体験や集団遊びなど、多様

な活動機会の提供

会社などでの職業体験等の機

会の提供

子ども食堂など、子どもが一人

でも時間を過ごせて無料もしくは

安価で食事ができる場所の提供

保護者の不在時に子どもを預か

る場や在宅サービスの提供

読み書き計算などの基礎的な学

習への支援

子ども本人がなんでも相談でき

るところ（進路や生活など）

子どもの就労に関する支援

その他

特にない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

34.8

28.7

36.0

41.5

44.4

38.3

49.4

40.9

8.5

4.1

0.6

27.3

33.5

35.7

27.3

38.5

32.0

37.0

34.2

9.0

10.6

0.0

27.8

26.9

30.9

24.6

36.8

24.8

40.0

25.9

3.8

12.6

1.9

0% 20% 40% 60%

地域における子どもの居場所の

提供

自然体験や集団遊びなど、多様

な活動機会の提供

会社などでの職業体験等の機

会の提供

子ども食堂など、子どもが一人

でも時間を過ごせて無料もしくは

安価で食事ができる場所の提供

保護者の不在時に子どもを預か

る場や在宅サービスの提供

読み書き計算などの基礎的な学

習への支援

子ども本人がなんでも相談でき

るところ（進路や生活など）

子どもの就労に関する支援

その他

特にない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）
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（１２）現在必要としている支援 

問 以下の選択肢のうち、あなたが現在必要としている支援等はありますか。（あてはまる番号すべてに○） 

就問１７、小問２１、中高問２１、ひ問１７、ひ就問１９、ひ小問２２、ひ中高問２２ 

 

・ひとり親世帯では「生活のための経済的な支援（支援金の支給等）」の割合が高い。 

・生活困難度別にみると、困窮層ほど現在必要としている支援が多い。 

 

 

  

31.0

20.5

15.4

3.7

2.3

5.3

22.1

34.9

20.1

6.2

14.8

14.0

8.2

4.2

7.4

2.6

23.8

0.8

23.0

14.1

10.8

1.3

2.8

1.6

12.9

15.3

6.1

5.6

19.6

15.8

7.5

3.2

8.9

2.7

38.0

1.6

19.6

11.1

8.6

0.9

3.8

1.7

15.7

6.2

3.5

9.0

23.9

30.4

8.7

2.5

6.9

1.8

34.1

0.8

34.8

14.4

14.5

2.2

3.3

3.5

27.2

12.6

9.3

16.9

44.1

12.1

2.6

15.0

1.7

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

様々な行政サービスの申請や

相談を一つの場所で行える窓口

子どもや生活などの悩みごとの

相談窓口

同じような悩みを持った人同士

が知り合える場所や集まり

民生委員・児童委員など地域の

人から見守りや声かけ

離婚や養育費についての専門

的な相談窓口

住宅を探すための情報や相談

窓口

生活のための経済的な支援（支

援金の支給等）

病気や出産、事故などの事情が

あったときに一時的に子どもを

預けられる場所

家事や自宅での育児に対する

ヘルパー派遣サービス

一時的に必要となる資金の貸付

子どもの教育・進学に関する相

談窓口

子どもの就学・進学に係る給付

型の奨学金等

自身の就職・転職のための情報

や相談窓口

フードバンクなどの食料の提供

制服バンクなどの物資の提供

その他

特にない

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

（前回調査）★ 一般保護者（n=2073）

37.4

20.1

21.3

2.9

13.2

19.5

58.0

35.1

22.4

20.7

17.8

27.0

13.2

22.4

18.4

2.9

8.6

0.6

28.1

14.3

13.8

1.5

6.9

11.0

46.3

24.3

10.0

15.3

16.9

32.5

12.8

24.0

23.3

3.3

17.1

1.5

25.5

12.1

8.6

1.9

6.3

12.9

47.6

10.0

6.5

17.7

23.8

46.3

10.8

14.7

14.3

2.3

17.5

1.0

31.1

15.4

15.6

2.7

10.9

17.6

19.4

8.2

19.0

23.8

58.0

16.1

4.2

8.6

4.6

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

様々な行政サービスの申請や

相談を一つの場所で行える窓口

子どもや生活などの悩みごとの

相談窓口

同じような悩みを持った人同士

が知り合える場所や集まり

民生委員・児童委員など地域の

人から見守りや声かけ

離婚や養育費についての専門

的な相談窓口

住宅を探すための情報や相談

窓口

生活のための経済的な支援（支

援金の支給等）

病気や出産、事故などの事情が

あったときに一時的に子どもを

預けられる場所

家事や自宅での育児に対する

ヘルパー派遣サービス

一時的に必要となる資金の貸付

子どもの教育・進学に関する相

談窓口

子どもの就学・進学に係る給付

型の奨学金等

自身の就職・転職のための情報

や相談窓口

フードバンクなどの食料の提供

制服バンクなどの物資の提供

その他

特にない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）★ ひとり親保護者（n=1263）



76 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

  

33.0

23.7

12.9

5.8

9.4

7.1

59.4

29.9

14.3

23.7

29.0

39.7

10.3

17.9

25.4

6.7

7.6

0.0

27.2

16.9

11.4

3.0

4.2

4.8

33.8

24.1

14.2

13.1

23.0

29.1

10.6

6.1

12.7

3.8

20.6

0.6

26.0

16.5

12.9

2.2

2.2

3.2

13.8

23.3

12.6

4.7

16.6

15.1

7.6

2.5

6.0

2.0

32.2

1.2

0% 50% 100%

様々な行政サービスの申請や

相談を一つの場所で行える窓口

子どもや生活などの悩みごとの

相談窓口

同じような悩みを持った人同士

が知り合える場所や集まり

民生委員・児童委員など地域の

人から見守りや声かけ

離婚や養育費についての専門

的な相談窓口

住宅を探すための情報や相談

窓口

生活のための経済的な支援（支

援金の支給等）

病気や出産、事故などの事情が

あったときに一時的に子どもを

預けられる場所

家事や自宅での育児に対する

ヘルパー派遣サービス

一時的に必要となる資金の貸付

子どもの教育・進学に関する相

談窓口

子どもの就学・進学に係る給付

型の奨学金等

自身の就職・転職のための情報

や相談窓口

フードバンクなどの食料の提供

制服バンクなどの物資の提供

その他

特にない

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

33.3

18.1

12.6

2.3

8.5

19.0

69.6

24.9

14.3

29.8

27.5

48.5

16.7

33.9

30.1

2.9

4.7

0.9

28.9

18.3

13.4

2.2

10.2

13.0

42.9

15.8

9.9

10.9

18.3

38.5

15.8

15.5

14.9

3.1

17.1

0.0

24.2

8.2

11.4

1.5

5.1

9.3

37.7

16.2

7.2

12.6

16.8

31.4

5.9

10.7

11.4

2.3

23.4

2.1

0% 50% 100%

様々な行政サービスの申請や

相談を一つの場所で行える窓口

子どもや生活などの悩みごとの

相談窓口

同じような悩みを持った人同士

が知り合える場所や集まり

民生委員・児童委員など地域の

人から見守りや声かけ

離婚や養育費についての専門

的な相談窓口

住宅を探すための情報や相談

窓口

生活のための経済的な支援（支

援金の支給等）

病気や出産、事故などの事情が

あったときに一時的に子どもを

預けられる場所

家事や自宅での育児に対する

ヘルパー派遣サービス

一時的に必要となる資金の貸付

子どもの教育・進学に関する相

談窓口

子どもの就学・進学に係る給付

型の奨学金等

自身の就職・転職のための情報

や相談窓口

フードバンクなどの食料の提供

制服バンクなどの物資の提供

その他

特にない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

・ひとり親世帯では、経済的支援のほか、食料や物資の提供など必要としている支援が多岐にわ

たっている。 

・特にひとり親世帯の困窮層においては、経済的支援のニーズが高いことがわかる。 
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１-５．世帯の状況について 

（１）住居の状況 

問 あなたの住居の状況について、教えてください。（１つに○） 

就問１８、小問２２、中高問２２、ひ問２２、ひ就問２０、ひ小問２３、ひ中高問２３ 

 

・「持ち家」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で低い。 

・生活困難度別にみると、「持ち家」の割合は困窮層で低い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 

※2.0％未満はラベル非表示 

71.4

83.2

87.3

17.2

28.4

36.7

4.6

5.1

3.7

3.4

4.9

3.5

3.7

2.1

20.9

10.1

7.9

50.6

37.9

35.3

20.7

18.2

14.5

2.3

5.1

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

持ち家 県営・市営住宅 公社・公団（UR）の賃貸 社宅 民間の借家（賃貸） 親族等と同居 その他 無回答

65.2

74.7

79.0

19.6

33.5

37.1

6.1

5.0

2.5

4.9

4.7

5.3

2.5

2.7

2.9

24.1

17.8

14.5

54.1

30.1

33.1

2.2

11.4

20.5

18.1

4.1

5.0

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

持ち家 県営・市営住宅 公社・公団（UR）の賃貸 社宅 民間の借家（賃貸） 親族等と同居 その他 無回答
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（２）日本語以外の言語の使用 

問 ご家庭ではどれくらい、日本語以外の言語を使用していますか。（１つに○） 

就問１９、小問２３、中高問２３、ひ問２５、ひ就問２１、ひ小問２４、ひ中高問２４ 

 

・一般世帯の困窮層で、日本語以外の言語を使用する割合が高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

  

90.4

94.7

96.2

91.4

91.8

95.8

7.1

3.7

2.4

6.3

6.1

3.3

2.3

1.0

1.1

2.3

1.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

日本語のみを使用している 日本語以外の言語も使用しているが、日本語の方が多い

日本語以外の言語を使うことが多い 無回答

85.7

92.7

93.1

92.4

95.7

93.5

10.3

4.2

5.1

6.4

3.7

4.2

4.0

3.1

1.4

1.2

1.1

1.3

60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

日本語のみを使用している 日本語以外の言語も使用しているが、日本語の方が多い

日本語以外の言語を使うことが多い 無回答
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問 「日本語以外の言語も使用しているが、日本語の方が多い」「日本語以外の言語を使うことが多い」方にう

かがいます。ご家庭に、日本語を日常会話程度に話せる人はいますか。また、それはだれですか。（あてはまる

番号すべてに○） 

就問１９-１、小問２３-１、中高問２３-１、ひ問２５-１、ひ就問２１-１、ひ小問２４-１、ひ中高問２４-１ 

 

・「話せる人はいない」の割合は、就学前ひとり親保護者で高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

79.8

48.6

43.5

2.4

0.8

76.6

51.6

65.6

1.6

0.0

60.5

39.5

50.0

5.3

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分が話せる

自分以外の、家庭内にいる

大人が話せる

子どもが話せる

話せる人はいない

無回答

就学前保護者（n=253）

小学生保護者（n=64）

中高生保護者（n=38）

66.7

13.3

33.3

20.0

6.7

78.6

21.4

50.0

3.6

0.0

77.3

13.6

50.0

9.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分が話せる

自分以外の、家庭内にいる

大人が話せる

子どもが話せる

話せる人はいない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=15）

小学生ひとり親保護者（n=28）

中高生ひとり親保護者（n=22）

71.9

56.3

50.0

0.0

0.0

66.0

40.4

44.7

4.3

4.3

79.7

48.6

48.6

2.5

0.7

0% 50% 100%

自分が話せる

自分以外の、家庭内にいる

大人が話せる

子どもが話せる

話せる人はいない

無回答

【一般】

困窮層（n=32）

周辺層（n=47）

一般層（n=276）

69.2

11.5

42.3

11.5

3.8

78.6

21.4

42.9

7.1

0.0

80.0

20.0

52.0

8.0

0.0

0% 50% 100%

自分が話せる

自分以外の、家庭内にいる

大人が話せる

子どもが話せる

話せる人はいない

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=26）

周辺層（n=14）

一般層（n=25）
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（３）介護や介助が必要な方の有無 

問 あなたの世帯には、高齢であったり障害があったりするなど、介護や介助が必要な方はいますか。（１つ

に○） 

就問２０、小問２４、中高問２４、ひ問２６、ひ就問２２、ひ小問２５、ひ中高問２５ 

 

・介護や介助が必要な方が「いる」割合は、ひとり親世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、介護や介助が必要な方が「いる」割合は、一般世帯では困窮層でやや

高い。 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

4.4

6.1

7.5

13.8

10.0

16.6

95.3

93.4

92.0

85.6

89.5

83.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

いる いない 無回答

11.6

6.9

5.0

14.6

13.4

14.1

88.4

93.0

94.6

85.4

86.3

85.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

いる いない 無回答



81 

 

（４）親の最終学歴 

問 お子さんの親が最後に通った学校について教えてください。（それぞれ選択肢からあてはまる番号を記入） 

（ひとり親：あなたが最後に通った学校について教えてください。） 

就問２１、小問２５、中高問２５、ひ問２７、ひ就問２３、ひ小問２６、ひ中高問２６ 

 

・父母、ひとり親いずれも困窮層ほど「高等学校卒業」の割合が高く、「大学卒業」の割合が低

い。 

 

① お母さん 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

 

  

1.2

1.2

10.9

14.1

17.2

1.6

1.6

1.3

32.6

37.7

46.9

1.1

1.0

47.4

39.6

29.1

3.7

3.3

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

中学校卒業 高等学校中退 高等学校卒業 高専、短大、専門学校等中退

高専、短大、専門学校等卒業 大学中退 大学卒業 大学院中退

大学院修了 その他 わからない 親がいない

無回答

1.8 5.8

1.3

22.3

15.8

12.2

1.8

3.1

1.3

30.8

38.9

37.0

2.2

1.3

28.1

35.8

43.1

3.6

2.3

3.3

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

中学校卒業 高等学校中退 高等学校卒業 高専、短大、専門学校等中退

高専、短大、専門学校等卒業 大学中退 大学卒業 大学院中退

大学院修了 その他 わからない 親がいない

無回答
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② お父さん 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

1.2

1.3

1.2

11.1

12.7

16.3

1.4

1.2

16.7

16.4

17.9

2.3

2.3

1.5

54.8

53.4

51.3

10.6

10.2

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

中学校卒業 高等学校中退 高等学校卒業 高専、短大、専門学校等中退

高専、短大、専門学校等卒業 大学中退 大学卒業 大学院中退

大学院修了 その他 わからない 親がいない

無回答

3.6 4.0

2.0

22.8

15.3

11.6

1.3

1.9

1.0

19.2

21.1

16.1

4.5

2.7

2.0

35.7

48.6

55.4

4.9

6.3

10.9

1.3

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

中学校卒業 高等学校中退 高等学校卒業 高専、短大、専門学校等中退

高専、短大、専門学校等卒業 大学中退 大学卒業 大学院中退

大学院修了 その他 わからない 親がいない

無回答
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③ひとり親 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

 

※以降、ひとり親家庭（就労、資格、養育費、親子交流など）の集計は、193ページの 

「１-１５．ひとり親」の章に記載があります。 

  

5.2

5.1

3.8

5.1

9.2

7.9

4.0

6.2

27.6

20.7

30.9

32.4

6.3

3.6

5.2

6.4

28.7

34.3

38.5

31.8

3.4

2.8

1.0

1.9

13.2

19.4

13.1

12.6

1.1

1.0

3.4

4.1

2.6

1.1

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=1445）

中学校卒業 高等学校中退 高等学校卒業 高専、短大、専門学校等中退

高専、短大、専門学校等卒業 大学中退 大学卒業 大学院中退

大学院修了 その他 わからない 無回答

4.7

4.3

4.4

11.7

3.7

3.8

33.0

24.8

24.0

6.7

4.0

4.0

30.4

41.0

35.4

1.5

1.9

2.5

9.9

14.6

19.8

1.3

1.8

5.0

3.2 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

中学校卒業 高等学校中退 高等学校卒業 高専、短大、専門学校等中退

高専、短大、専門学校等卒業 大学中退 大学卒業 大学院中退

大学院修了 その他 わからない 無回答
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１-６．あて名のお子さんの保護者（父母）の就労状況について 

（１）就労状況 

問 あて名のお子さんの保護者（父母）の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。（それ

ぞれ選択肢からあてはまる番号を記入） 

母問８、就問２２、小問２６、中高問２６ 

 

・お母さんの就労状況は、すべての年齢層で「フルタイムで就労している」の割合が前回調査と

比べると増加している。 

・生活困難度別にみると、一般層で「フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護

休業中である」の割合が高い。 

 

① お母さん 

 

  

19.8

27.7

25.3

39.8

23.4

28.1

17.1

74.1

55.5

51.6

37.3

33.8

23.3

32.7

6.2

14.3

22.9

22.1

42.7

46.8

49.6

2.5

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=81）

（前回調査）

★ 母子健康手帳交付者（n=119）

就学前保護者（n=2693）

（前回調査）

★ 就学前保護者（n=3229）

小学生保護者（n=1342）

（前回調査）

★ 小学生保護者（n=1535）

中高生保護者（n=1065）

就労していない

フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

パートタイム、アルバイトなどで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

無回答
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＜子どもの年齢区分別＞       

 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

21.6

28.3

27.1

25.5

27.9

18.4

19.9

13.9

63.7

54.5

53.2

44.8

35.0

32.8

31.0

34.3

14.2

17.2

19.7

29.6

36.9

48.8

48.8

50.6 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0歳（n=611）

1歳（n=378）

2歳（n=365）

3～5歳（n=1300）

小学校低学年（n=645）

小学校高学年（n=668）

中学生（n=562）

高校生（n=466）

就労していない

フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

パートタイム、アルバイトなどで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

無回答

23.8

22.5

23.1

35.4

36.5

44.3

40.8

41.0

32.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=223）

周辺層（n=639）

一般層（n=4238）

就労していない

フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

パートタイム、アルバイトなどで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

無回答
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② お父さん 

 

 

＜子どもの年齢区分別＞       

 

 

  

2.5

1.1

1.0

1.2

1.8

98.8

91.6

96.9

94.1

98.1

91.9

95.1

1.3

1.6

2.0

5.0

4.4

5.9

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=80）

（前回調査）

★ 母子健康手帳交付者（n=119）

就学前保護者（n=2686）

（前回調査）

★ 就学前保護者（n=3229）

小学生保護者（n=1339）

（前回調査）

★ 小学生保護者（n=1535）

中高生保護者（n=1061）

就労していない

フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

パートタイム、アルバイトなどで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

無回答

1.1

1.3

1.4

1.6

2.2

96.7

97.3

96.4

96.9

98.3

97.9

95.3

94.8

1.6

1.6

2.2

1.4

2.0

1.7

1.1

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0歳（n=609）

1歳（n=377）

2歳（n=363）

3～5歳（n=1298）

小学校低学年（n=644）

小学校高学年（n=666）

中学生（n=558）

高校生（n=465）

就労していない

フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

パートタイム、アルバイトなどで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

無回答
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＜生活困難度別＞       

 

 

 

 

  

4.5

1.1

1.1

90.0

96.8

97.2

5.5

1.9

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=220）

周辺層（n=634）

一般層（n=4232）

就労していない

フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

パートタイム、アルバイトなどで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

無回答

・前回調査よりも、就労している母親の割合は増加していることから、女性の社会参加が一層、

促進されていることがうかがえる。 

・保育園等の利用希望が増加したのは、こうした就労状況の変化も要因の一つと考えられる。 

・困窮層、周辺層では、フルタイム就労者の割合が低く、非正規雇用（パートタイム、アルバイ

ト等）が最も高い割合を占めている。 
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問 「就労していない」方にうかがいます。働いていない主な理由を教えてください。（それぞれ選択肢からあ

てはまる番号を記入） 

就問２２-１、小問２６-１、中高問２６-１ 

 

・お母さんの働いていない主な理由は、「子育てを優先したいため」の割合が高い。 

・生活困難度別にみると、困窮層では「病気（病弱）や障害のため」、一般層では「子育てを優先

したいため」の割合が他世帯と比べて高い。 

 

※お父さんについては該当者が少ないためグラフのみの掲載とする。 

 

① お母さん 

＜生活困難度別＞          

 

 

 

  

0.3

1.5

2.2

17.6

0.3

2.3

33.6

1.5

3.8

63.1

9.1

1.5

2.5

1.3

0.6

27.1

3.5

2.5

22.3

6.7

8.0

55.7

13.4

1.3

3.3

3.3

3.8

20.3

7.7

2.7

12.1

4.4

13.2

42.9

16.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80%

就職活動しているが採用さ

れないため

仕事の探し方がわからない

ため

収入について条件の合う仕

事がないため

時間についての条件の合う

仕事がないため

年齢的に条件の合う仕事が

ないため

仕事に必要な専門知識や

資格がないため

子どもの世話をしてくれる人

がいないため

家族の介護・介助のため

病気（病弱）や障害のため

子育てを優先したいため

その他

無回答

就学前保護者（n=681）

小学生保護者（n=314）

中高生保護者（n=182）

5.7

3.8

5.7

15.1

3.8

0.0

35.8

9.4

18.9

26.4

15.1

1.9

0.7

2.1

2.1

27.8

3.5

5.6

42.4

2.1

9.0

45.1

9.7

2.1

1.2

1.5

1.8

19.8

2.0

2.1

24.6

3.2

5.3

61.6

11.4

1.3

0% 50% 100%

就職活動しているが採用さ

れないため

仕事の探し方がわからない

ため

収入について条件の合う仕

事がないため

時間についての条件の合う

仕事がないため

年齢的に条件の合う仕事が

ないため

仕事に必要な専門知識や

資格がないため

子どもの世話をしてくれる人

がいないため

家族の介護・介助のため

病気（病弱）や障害のため

子育てを優先したいため

その他

無回答

【一般】

困窮層（n=53）

周辺層（n=144）

一般層（n=980）
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② お父さん 

＜生活困難度別＞          

 

 

 

  

17.2

3.4

3.4

3.4

0.0

3.4

6.9

0.0

27.6

3.4

10.3

48.3

21.4

0.0

7.1

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

21.4

14.3

21.4

28.6

10.5

0.0

15.8

5.3

0.0

0.0

0.0

5.3

36.8

0.0

26.3

10.5

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

就職活動しているが採用さ

れないため

仕事の探し方がわからない

ため

収入について条件の合う仕

事がないため

時間についての条件の合う

仕事がないため

年齢的に条件の合う仕事が

ないため

仕事に必要な専門知識や

資格がないため

子どもの世話をしてくれる人

がいないため

家族の介護・介助のため

病気（病弱）や障害のため

子育てを優先したいため

その他

無回答

就学前保護者（n=29）

小学生保護者（n=14）

中高生保護者（n=19）

30.0

0.0

10.0

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

30.0

0.0

0.0

28.6

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

14.3

14.3

42.9

15.6

2.2

4.4

4.4

0.0

0.0

4.4

2.2

26.7

4.4

22.2

31.1

0% 20% 40% 60%

就職活動しているが採用さ

れないため

仕事の探し方がわからない

ため

収入について条件の合う仕

事がないため

時間についての条件の合う

仕事がないため

年齢的に条件の合う仕事が

ないため

仕事に必要な専門知識や

資格がないため

子どもの世話をしてくれる人

がいないため

家族の介護・介助のため

病気（病弱）や障害のため

子育てを優先したいため

その他

無回答

【一般】

困窮層（n=10）

周辺層（n=7）

一般層（n=45）
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問 「フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である」「パートタイム、アルバイトな

どで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である」方にうかがいます。お子さんの親の雇用形態・

職種について、あてはまるものを回答してください。（それぞれ選択肢からあてはまる番号を記入） 

就問２２-２、小問２６-２、中高問２６-２ 

 

【雇用形態】 

 

・父母ともに、就学前保護者で「正社員・正規職員」の割合が高い。 

・生活困難度別にみると、父母ともに、困窮層で「正社員・正規職員」の割合が低い。 

 

① お母さん 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

  

63.1

34.9

27.9

1.7

1.4

5.5

5.1

6.5

24.9

51.6

58.2

4.4

5.6

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2007）

小学生保護者（n=1027）

中高生保護者（n=876）

正社員・正規職員 会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（内職、自由業、フリーランスを含む。） その他

無回答

32.4

38.8

50.0

1.3

7.6

4.6

5.6

51.2

47.7

37.5

5.9

5.9

4.6

1.8

2.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=170）

周辺層（n=495）

一般層（n=3245）

正社員・正規職員 会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（内職、自由業、フリーランスを含む。） その他

無回答
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② お父さん 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

87.6

86.8

84.0

2.7

5.1

5.6

1.5

1.1

1.3 1.7

5.4

5.8

6.3

1.7

60% 80% 100%

就学前保護者（n=2644）

小学生保護者（n=1322）

中高生保護者（n=1030）

正社員・正規職員 会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（内職、自由業、フリーランスを含む。） その他

無回答

75.7

87.4

87.1

1.4

3.2

4.2

3.3

1.9

1.1

4.8

1.1

13.8

5.9

5.3 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=210）

周辺層（n=626）

一般層（n=4160）

正社員・正規職員 会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（内職、自由業、フリーランスを含む。） その他

無回答

・母の雇用形態について、困窮層では安定した雇用形態（「正社員・正規職員」）よりも不安定な

雇用形態（「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」）が多い傾向がみられる。 

・雇用形態が生活困難度に影響を与えている可能性も考えられる。 
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【職種】 

 

・父母ともに、就学前保護者で「専門的な知識や技術を必要とする仕事」の割合が高い。 

・生活困難度別にみると、父母ともに、困窮層で「専門的な知識や技術を必要とする仕事」の割

合が低い。 

 

① お母さん 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

3.4

3.3

3.3

36.6

30.4

27.4

30.0

28.2

26.6

6.5

6.9

8.3

12.2

18.1

18.0

3.1

3.0

7.1

6.2

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2007）

小学生保護者（n=1027）

中高生保護者（n=876）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答

3.5

3.6

21.2

29.7

34.0

21.8

24.6

29.8

9.4

10.1

6.4

23.5

20.6

13.8

2.4

2.8

10.6

7.5

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=170）

周辺層（n=495）

一般層（n=3245）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答
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② お父さん 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

13.9

22.5

28.5

38.1

35.3

31.6

10.1

10.5

8.0

7.1

6.6

6.1

10.4

7.6

8.3

2.2

2.9

2.8

3.6

2.9

6.0

4.8

5.4

4.8

4.5

3.6

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2644）

小学生保護者（n=1322）

中高生保護者（n=1030）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答

11.0

17.4

19.9

25.2

34.8

36.8

9.0

8.5

10.0

6.7

8.1

6.6

12.4

12.6

8.5

2.9

3.2

2.1

7.6

3.8

2.7

12.4

4.8

5.3

3.8 7.1

4.5

4.4 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=210）

周辺層（n=626）

一般層（n=4160）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答

・困窮層では、専門的な職種や事務的な職種の割合が低い傾向がある。 

・職種の種類が生活困難度に影響を与えている可能性も考えられる。 
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問 「フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である」「パートタイム、アルバイトな

どで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である」方にうかがいます。就労日数や就労時間、ま

た家を出る時刻、家に帰る時刻をお答えください。（それぞれ選択肢からあてはまる番号を記入） 

母問８-１、就問２２-３、小問２６-３、中高問２６-３ 

 

① １週あたりの就労日数 

 

・父母ともに「5 日」の割合が高い。 

・お母さんの１週あたりの就労日数は、就学前より就学後で「5日」の割合が低い。 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

② 日曜・祝日の勤務の有無 

 

・お父さんの日曜・祝日の勤務「あり」の割合は、4割を超える。 

（１）お母さん                （２）お父さん 

  

1.5

1.6

1.1

3.1

1.9

4.4

4.5

1.5

6.3

20.5

21.1

1.5

10.4

20.4

19.5

92.3

74.7

49.5

49.4

1.5

3.4

3.1

3.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=65）

就学前保護者（n=2007）

小学生保護者（n=1027）

中高生保護者（n=876）

1日以下 2日 3日 4日 5日 6日以上 不明・無回答

1.3

3.8 82.5

79.8

83.5

82.7

12.5

15.7

14.2

14.9

2.9

1.1

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=80）

就学前保護者（n=2644）

小学生保護者（n=1322）

中高生保護者（n=1030）

1日以下 2日 3日 4日 5日 6日以上 不明・無回答

38.5

27.8

61.5

71.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交

付者（n=65）

就学前保護者

（n=1982）

あり なし 無回答

41.3

42.6

58.8

56.4 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交

付者（n=80）

就学前保護者

（n=2599）

あり なし 無回答
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③ １日あたりの就労時間（残業時間含む） 

 

・お母さんの１日あたりの就労時間は、就学前より就学後で短い。 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

  

1.5

2.0

5.2

4.6

3.1

14.3

30.5

29.3

16.9

38.9

31.5

30.5

63.1

35.9

29.2

29.2

7.7

4.3

2.2

4.3

7.7

1.0

3.6

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=65）

就学前保護者（n=2007）

小学生保護者（n=1027）

中高生保護者（n=876）

4時間未満 4～5時間 6～7時間 8～9時間 10～11時間 12時間以上 不明・無回答

1.3 1.3

3.8

7.6

6.8

6.4

53.8

45.5

51.1

54.2

26.3

25.9

26.0

25.1

13.8

13.5

12.4

9.9

7.0

3.6

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=80）

就学前保護者（n=2644）

小学生保護者（n=1322）

中高生保護者（n=1030）

4時間未満 4～5時間 6～7時間 8～9時間 10～11時間 12時間以上 不明・無回答
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④ 家を出る時刻 

 

・お母さんの家を出る時刻は、就学前と比較して就学後で遅くなっている傾向がある。 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

  

4.6 15.4

5.6

2.9

5.1

40.0

41.5

29.9

24.8

29.2

33.2

43.6

47.5

4.6

8.1

14.8

11.4

6.2

3.5

6.3

8.6

7.2

2.0

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=65）

就学前保護者（n=2007）

小学生保護者（n=1027）

中高生保護者（n=876）

6時より前 6時台 7時台 8時台 9時台 10時以降 不明・無回答

3.8

6.8

7.0

7.9

20.0

17.1

19.4

23.0

41.3

40.1

39.6

38.7

17.5

20.9

21.0

19.0

6.3

5.6

6.1

5.2

10.0

3.0

4.2

3.4

1.3

6.6

2.9

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=80）

就学前保護者（n=2644）

小学生保護者（n=1322）

中高生保護者（n=1030）

6時より前 6時台 7時台 8時台 9時台 10時以降 不明・無回答
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⑤ 家に帰る時刻 

 

・お母さんの家に帰る時刻は、就学前と比較して就学後で早くなっている傾向がある。 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

 

  

3.1

3.2

4.4

5.7

1.5

8.8

27.8

22.0

9.2

28.9

26.1

28.2

55.4

46.6

36.3

35.4

30.8

5.3

3.7

7.3

7.1

1.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=65）

就学前保護者（n=2007）

小学生保護者（n=1027）

中高生保護者（n=876）

12時より前 12～15時台 16～17時台 18～19時台 20時以降 不明・無回答

10.0

7.0

11.0

9.9

3.8

1.3

1.3

5.0

4.1

4.2

3.0

33.8

33.3

30.1

32.6

46.3

47.5

50.5

51.0

1.3

6.8

3.0

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=80）

就学前保護者（n=2644）

小学生保護者（n=1322）

中高生保護者（n=1030）

12時より前 12～15時台 16～17時台 18～19時台 20時以降 不明・無回答
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問 今後、希望する働き方（就労形態）についてうかがいます。（それぞれ１つに○） 

母問８-２、就問２２-４、小問２６-４ 

 

・お母さんの希望する働き方は、母子健康手帳交付者で「現在の就労状況と同じ」の割合が低

い。 

 

（１）お母さん 

 

＜現在の就労状況からの転換希望＞       

  

38.3

50.8

58.9

13.6

4.3

2.5

16.0

10.9

9.9

4.9

6.5

7.5

18.5

19.2

13.2

7.4

6.7

5.6

1.2

1.6

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=81）

就学前保護者（n=2660）

小学生保護者（n=1343）

現在の就労状況と同じ フルタイム（１年以内に実現見込みあり）

フルタイム（１年以内に実現見込みなし） パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みあり）

パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みなし） 就労しないで子育て・家事に専念したい

無回答

43.8

38.3

20.0

12.6

67.5

55.4

19.6

82.1

62.0

18.3

1.0

6.3

3.5

1.6

2.4

3.1

21.7

4.6

10.4

19.3

2.6

5.5

17.5

5.0

20.0

15.3

2.0

6.8

18.6

1.3

6.5

37.5

10.0

60.0

50.7

8.4

8.8

38.8

3.8

6.8

18.8

5.0

11.9

4.9

5.0

15.1

4.0

1.6

1.7

3.7

1.3

3.8

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【母子健康手帳交付者】

就労していない（n=16）

フルタイムで就労している、またはその産休・

育休・介護休業中である（n=60）

パートタイム、アルバイトなどで就労してい

る、またはその産休・育休・介護休業中であ

る（n=5）

【就学前保護者】

就労していない（n=672）

フルタイムで就労している、またはその産休・

育休・介護休業中である（n=1378）

パートタイム、アルバイトなどで就労してい

る、またはその産休・育休・介護休業中であ

る（n=605）

【小学生保護者】

就労していない（n=312）

フルタイムで就労している、またはその産休・

育休・介護休業中である（n=453）

パートタイム、アルバイトなどで就労してい

る、またはその産休・育休・介護休業中であ

る（n=573）

現在の就労状況と同じ フルタイム（１年以内に実現見込みあり）

フルタイム（１年以内に実現見込みなし） パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みあり）

パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みなし） 就労しないで子育て・家事に専念したい

無回答



99 

 

＜現在の就労状況と希望する就労形態＞       

 

 

＜「パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みあり）」の場合の 1週あたりの就労日数＞       

 
 

＜「パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みあり）」の場合の 1日あたりの就労時間＞       

 
  

74.1

58.0

51.6

50.2

33.8

40.1

6.2

24.7

22.9

38.2

42.7

47.1

19.8

16.0

25.3

9.9

23.4

10.1

1.2

1.7

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【母子健康手帳交付者】

現在の就労状況

希望する就労形態

【就学前保護者】

現在の就労状況

希望する就労形態

【小学生保護者】

現在の就労状況

希望する就労形態

フルタイム パート等 無業 無回答

1.2 8.1

5.9

25.0

39.0

43.6

25.0

32.6

39.6

50.0

17.4

9.9

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=4）

就学前保護者（n=172）

小学生保護者（n=101）

1日以下 2日 3日 4日 5日 6日以上 不明・無回答

2.9

4.0

75.0

54.1

68.3

25.0

36.0

24.8

4.7 2.3

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=4）

就学前保護者（n=172）

小学生保護者（n=101）

4時間未満 4～5時間 6～7時間 8～9時間 10～11時間 12時間以上 不明・無回答
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（２）お父さん 

 

＜現在の就労状況からの転換希望＞       

 

  

90.0

91.7

93.3

5.0

1.8

2.5

3.6

2.4

1.3

1.3

1.7

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=80）

就学前保護者（n=2645）

小学生保護者（n=1343）

現在の就労状況と同じ フルタイム（１年以内に実現見込みあり）

フルタイム（１年以内に実現見込みなし） パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みあり）

パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みなし） 就労しないで子育て・家事に専念したい

無回答

91.1

36.8

93.1

59.0

42.9

94.7

55.6

3.8

100.0

21.1

1.5

12.8

7.1

2.5

15.8

3.4

15.4

21.4

2.1

22.2

5.3

2.6

11.1

5.3

5.1

7.1

11.1

1.3

5.3

1.3

10.5

1.1

5.1

21.4

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【母子健康手帳交付者】

フルタイムで就労している、またはその産休・

育休・介護休業中である（n=79）

パートタイム、アルバイトなどで就労してい

る、またはその産休・育休・介護休業中であ

る（n=1）

【就学前保護者】

就労していない（n=19）

フルタイムで就労している、またはその産休・

育休・介護休業中である（n=2567）

パートタイム、アルバイトなどで就労してい

る、またはその産休・育休・介護休業中であ

る（n=39）

【小学生保護者】

就労していない（n=14）

フルタイムで就労している、またはその産休・

育休・介護休業中である（n=1310）

パートタイム、アルバイトなどで就労してい

る、またはその産休・育休・介護休業中であ

る（n=9）

現在の就労状況と同じ フルタイム（１年以内に実現見込みあり）

フルタイム（１年以内に実現見込みなし） パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みあり）

パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みなし） 就労しないで子育て・家事に専念したい

無回答
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＜現在の就労状況と希望する就労形態＞       

 

＜「パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みあり）」の場合の 1週あたりの就労日数＞       

 

＜「パート・アルバイトなど（１年以内に実現見込みあり）」の場合の 1日あたりの就労時間＞       

 

  

98.8

97.5

96.9

95.7

98.1

95.5

1.3

1.6

1.5

1.3

1.1

1.0

1.3

1.9

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【母子健康手帳交付者】

現在の就労状況

希望する就労形態

【就学前保護者】

現在の就労状況

希望する就労形態

【小学生保護者】

現在の就労状況

希望する就労形態

フルタイム パート等 無業 無回答

100.0

75.0 12.5 12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=8）

小学生保護者（n=1）

1日以下 2日 3日 4日 5日 6日以上 不明・無回答

25.0

100.0

62.5 12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=8）

小学生保護者（n=1）

4時間未満 4～5時間 6～7時間 8～9時間 10～11時間 12時間以上 不明・無回答

・フルタイムで働いている母親の多くが、その働き方を継続したいと考えている一方で、パート

タイムやアルバイトで働いている母親も同様に現在の働き方を継続したいと考えている。母親

たちがそれぞれのライフステージや家庭の状況に応じて、最適な働き方を選択、希望している

ことがうかがえる。 

・しかし、就学前の保護者の中には、フルタイムで働きたいと考えているものの、実現見込みが

ないと回答している人も一定数おり、希望と現実のギャップがあることがわかる。 

・就労していない保護者の中には、将来的にパートタイムやアルバイトで働きたいと考えている

人が多いことがわかった。子育てと仕事の両立を図りたいというニーズが高いことを示してい

ると考えられる。 
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１-７．家計の状況について 

（１）現在の暮らしの状況 

問 あなたは、現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。（１つに○） 

就問２３、小問２７、中高問２７、ひ問３３、ひ就問２９、ひ小問３２、ひ中高問３２ 

 

・「苦しい」「大変苦しい」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、「苦しい」「大変苦しい」の割合は困窮層で高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

  

1.9

1.9

1.3

11.0

12.1

12.0

2.9

3.1

2.4

64.0

59.6

57.2

34.5

40.7

36.4

18.9

21.2

23.0

38.5

39.4

43.0

3.8

4.5

6.1

21.3

14.8

16.6

2.9

1.3

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無回答

2.0

1.3

4.2

13.2

2.5

4.6

16.5

45.6

66.2

10.8

46.6

50.9

48.7

39.4

16.0

53.2

39.4

33.3

34.4

9.7

2.1

34.2

11.2

7.8

1.5

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無回答
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（２）家計のひっ迫度 

問 あなたの世帯では、過去１年の間に、経済的な理由で、以下の費用・サービス・料金について、支払えな

いことがありましたか。（それぞれ１つに○） 

就問２４、小問２８、中高問２８、ひ問３４、ひ就問３０、ひ小問３３、ひ中高問３３ 

 

・「あった」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で概ね高い傾向がみられる。 

・生活困難度別にみると、「あった」の割合は困窮層で高い。 

 

① 必要とする食料（お酒やコーヒーなどの嗜好品を除く） 

＜生活困難度別＞       

 

  

3.5

3.6

3.4

14.4

12.8

14.5

88.9

88.4

91.3

80.5

82.4

79.0

6.8

7.1

4.4

3.4

3.6

3.8

1.7

1.3

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

39.7

8.9

36.3

4.7

4.0

53.6

85.5

91.7

59.6

90.4

88.6

4.5

5.6

6.6

2.9

4.3

3.8

2.2

1.2

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答
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② 必要とする衣服（高価な衣服やアクセサリーなどを除く） 

＜生活困難度別＞       

 

③ 電話料金 

＜生活困難度別＞       

 

5.8

4.4

5.1

23.6

17.4

21.3

85.9

87.1

88.7

70.1

76.5

71.5

7.6

7.8

5.4

4.6

4.6

4.9

1.7

1.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

58.9

15.5

55.0

7.8

3.8

35.7

77.5

90.9

39.8

85.4

88.6

5.4

7.0

7.3

4.4

6.2

4.0 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

2.5

2.2

2.7

18.4

10.5

9.4

89.7

90.2

91.8

76.4

84.4

84.8

7.0

6.7

4.7

4.0

3.3

3.3

1.1

1.8

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

23.7

8.8

30.4

3.7

2.3

71.0

85.8

92.0

67.0

91.3

89.9

4.0

5.5

6.7

2.0

4.3

3.8

1.3

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答
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④ 電気料金 

＜生活困難度別＞       

 

⑤ ガス料金 

＜生活困難度別＞       

 

2.8

2.0

2.9

14.9

9.0

9.4

89.8

90.7

91.7

78.7

83.6

81.8

6.7

6.4

4.7

5.2

5.6

6.1

1.1

1.8

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

24.1

9.2

26.9

4.3

1.9

72.3

85.6

92.1

69.3

87.3

87.6

2.7

5.2

6.5

3.2

7.8

6.3 4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

2.6

2.1

2.8

14.4

9.2

10.0

87.8

87.9

88.3

78.2

82.4

79.2

8.8

9.3

8.2

6.3

6.6

8.4

1.1

1.8

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

24.1

8.3

27.8

4.0

2.1

68.8

83.9

89.5

65.8

86.6

86.1

6.7

7.8

9.1

5.8

9.0

7.6 4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答
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⑥ 水道料金 

＜生活困難度別＞       

 

⑦ 家賃 

＜生活困難度別＞       

 

2.9

2.3

3.3

13.8

9.2

9.4

89.6

90.4

91.2

78.7

83.1

80.9

6.7

6.4

4.8

6.3

5.9

7.0

1.1

1.8

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

27.2

9.5

26.0

4.3

2.3

68.8

85.5

92.0

69.3

87.3

86.1

3.1

5.0

6.6

4.1

7.8

7.4 4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

2.3

1.7

1.3

14.4

7.4

8.6

75.2

71.1

68.9

66.1

66.0

64.3

21.7

26.2

28.7

18.4

24.8

24.8

1.1

1.1

1.8

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

19.2

5.9

24.6

3.7

1.5

52.2

70.6

74.2

56.1

68.6

69.5

27.2

23.4

24.3

19.0

27.3

24.8

1.3

1.0

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答
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⑧ 住宅ローン 

＜生活困難度別＞       

 

⑨ その他の支払い 

＜生活困難度別＞       

  

1.9

1.9

2.0

4.0

1.5

1.9

74.3

78.1

77.5

35.6

38.4

40.0

22.9

18.8

19.6

59.2

57.5

54.0

1.2

1.0

1.1

2.6

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

19.2

6.7

5.8

1.2

51.3

71.3

78.0

27.5

40.7

45.7

27.2

22.0

20.7

64.9

57.5

48.6

2.2

1.1

1.8

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

7.0

5.7

7.5

24.7

17.6

19.8

79.7

82.4

81.8

54.6

61.6

58.0

12.1

10.8

9.5

18.4

16.9

19.6

1.2

1.0

1.1

2.3

3.8

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答

49.1

16.6

3.1

45.3

12.1

6.5

37.5

70.3

84.7

32.7

68.0

71.4

11.2

12.8

11.0

19.9

18.9

17.1

2.2

1.2

2.0

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

あった なかった

該当しない（払う必要がない） 無回答
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（３）支援制度の利用状況 

問 あなたの世帯では、以下の支援制度をこれまでに利用したことがありますか。（それぞれ１つに○） 

就問２５、小問２９、中高問２９、ひ問４１、ひ就問３１、ひ小問３４、ひ中高問３４ 

 

① 生活保護 

 

・「現在利用している」の割合は、就学前ひとり親保護者で高い。 

・生活困難度別にみると、「現在利用している」の割合は、ひとり親世帯の困窮層で高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

  

1.0

12.6

4.6

7.0

2.9

3.6

2.6

97.0

98.2

96.6

77.6

85.2

83.6

1.8

1.5

2.0

6.9

6.6

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答

4.0

14.9

1.9

4.8

3.1

4.7

1.6

2.7

92.4

98.3

97.3

76.0

93.5

81.5

2.0

4.4

3.1

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答
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「利用したことがない」理由 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

  

90.8

89.7

88.8

71.9

83.2

80.8

1.1

7.4

5.7

5.2

3.0

1.8

1.7

1.1

5.9

1.5

3.3

6.4

8.1

8.8

11.9

6.9

8.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2613）

小学生保護者（n=1326）

中高生保護者（n=1037）

就学前ひとり親保護者（n=135）

小学生ひとり親保護者（n=333）

中高生ひとり親保護者（n=478）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

85.5

93.8

89.8

75.4

84.4

80.6

1.7

8.8

4.0

4.9

2.4 5.3

3.5

2.3

1.4

4.6

3.3

1.8

4.3

2.9

8.2

7.3

5.0

11.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=207）

周辺層（n=629）

一般層（n=4140）

【ひとり親】

困窮層（n=260）

周辺層（n=301）

一般層（n=387）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答
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② 児童扶養手当 

（ひとり親のみ） 

 

・生活困難度別にみると、「現在利用している」の割合は、ひとり親世帯の困窮層で高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

74.7

72.4

68.4

13.2

14.3

18.4

7.5

11.3

10.7

4.6

2.0

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答

86.0

75.2

56.6

7.3

14.6

23.8

5.3

9.6

14.5

1.5

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答



111 

 

「利用したことがない」理由 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

84.6

90.9

86.9

1.6

2.3

2.3

6.6

15.4

4.5

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=13）

小学生ひとり親保護者（n=44）

中高生ひとり親保護者（n=61）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

77.8

83.9

92.8

3.2

1.4

11.1

6.5

1.4

11.1

6.5

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=18）

周辺層（n=31）

一般層（n=69）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答
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③ 生活困窮者の自立支援相談窓口 

 

・「利用したことがない」理由として、「利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったか

ら」「利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから」の割合が困窮層で高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

2.3

1.6

2.9

3.8

3.3

97.5

98.3

97.4

87.4

89.0

87.4

1.8

1.4

1.8

7.5

6.9

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答

1.8

2.3

2.2

8.2

1.2

1.5

96.0

98.6

97.7

84.2

95.3

85.7

2.0

5.3

2.5

12.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答
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「利用したことがない」理由 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

88.8

87.1

87.4

42.8

54.0

56.4

2.1

1.9

1.6

20.4

20.4

17.0

1.1

8.6

4.3

4.8

7.9

6.9

4.8

1.4

9.9

6.3

8.6

6.5

8.6

9.2

10.5

8.0

8.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2627）

小学生保護者（n=1327）

中高生保護者（n=1046）

就学前ひとり親保護者（n=152）

小学生ひとり親保護者（n=348）

中高生ひとり親保護者（n=500）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

77.7

89.7

88.3

41.0

62.5

55.5

2.3

3.5

1.7

21.5

16.3

18.4

7.0

1.4

8.7

3.9

3.7

8.4

12.5

4.6

2.5

1.4

9.7

7.8

7.1

4.2

3.3

8.4

6.6

4.9

12.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=215）

周辺層（n=631）

一般層（n=4154）

【ひとり親】

困窮層（n=288）

周辺層（n=307）

一般層（n=407）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答
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④ こども家庭支援課母子父子相談員への相談 

 

・「現在利用している」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、「現在利用している」の割合は、ひとり親世帯の困窮層で高い。 

・「利用したことがない」理由として、「利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにく

いから」の割合が困窮層で高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

1.3

5.2

4.9

3.5

1.3

1.6

12.6

13.8

16.3

95.5

97.6

96.1

75.3

74.4

72.7

1.9

1.5

2.0

6.9

6.9

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答

1.8

1.6

7.0

3.7

2.5

4.0

1.1

1.1

20.8

14.9

10.7

93.8

96.6

96.3

66.7

78.9

75.2

2.0

5.6

2.5

11.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答
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「利用したことがない」理由 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

78.8

81.2

81.2

18.3

23.7

23.3

8.2

5.9

5.5

36.6

43.0

40.6

3.0

1.6

11.5

9.3

5.0

1.3

1.1

1.1

12.2

8.6

7.9

2.1

2.3

1.3

10.7

7.9

15.4

6.6

8.7

9.3

10.7

7.6

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2573）

小学生保護者（n=1317）

中高生保護者（n=1032）

就学前ひとり親保護者（n=131）

小学生ひとり親保護者（n=291）

中高生ひとり親保護者（n=416）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

64.3

80.3

80.7

14.5

25.2

26.1

6.7

9.7

6.6

39.5

42.1

40.6

13.3

2.8

1.5

8.8

8.7

5.9

8.1

2.3

15.4

7.9

5.3

3.8

1.8

1.9

15.8

11.4

10.4

3.8

3.2

8.6

6.1

4.7

11.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=210）

周辺層（n=618）

一般層（n=4094）

【ひとり親】

困窮層（n=228）

周辺層（n=254）

一般層（n=357）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答
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⑤ 就学援助 

（ひとり親のみ） 

 

・「現在利用している」の割合は、小学生ひとり親保護者で高い。 

・生活困難度別にみると、「現在利用している」の割合は、困窮層、周辺層で高い。 

・「利用したことがない」理由として、「利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったか

ら」の割合が困窮層で高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

18.5

67.8

58.4

2.4

7.7

15.6

64.5

21.2

21.4

14.5

3.2

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=124）

小学生ひとり親保護者（n=339）

中高生ひとり親保護者（n=495）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答

68.4

64.0

42.4

6.9

9.1

15.7

20.6

24.0

33.8

4.1

2.9

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=291）

周辺層（n=275）

一般層（n=394）

現在利用している 現在利用していないが、以前利用したことがある 利用したことがない 無回答
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「利用したことがない」理由 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

 

 

  

45.0

70.8

58.5

7.5

4.2

15.1

8.8

6.9

7.5

5.0

9.7

4.7

16.3

1.4

6.6

17.5

6.9

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=80）

小学生ひとり親保護者（n=72）

中高生ひとり親保護者（n=106）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

41.7

60.6

63.2

8.3

13.6

8.3

16.7

7.6

3.8

6.7

6.1

6.0

16.7

7.6

5.3

10.0

4.5

13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=60）

周辺層（n=66）

一般層（n=133）

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）と思うから 利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

・ひとり親世帯の困窮層では、生活保護の利用率が一般世帯の困窮層と比較して高くなってい

る。 

・困窮しているにもかかわらず手当を利用していない家庭が一定程度見受けられる。 
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（４）世帯の収入 

問 あなたの世帯の昨年１年間の手取り収入の額を教えてください。（１つに○） 

就問２６、小問３０、中高問３０、ひ問４２、ひ就問３２、ひ小問３５、ひ中高問３５ 

 

・世帯の収入の状況は以下のとおりとなっている。 

 

 

  

1.0

0.3

0.4

0.5

0.3

0.3

0.6

0.7

2.6

4.0

6.1

5.3

8.3

16.7

15.5

12.2

9.0

14.3

1.9

0.9

0.3

0.5

0.4

0.4

0.1

0.2

0.7

1.3

2.7

3.3

4.6

7.0

16.4

14.2

14.4

10.2

20.7

1.8

0.4

0.2

0.7

0.4

0.4

0.1

0.7

1.0

1.2

2.3

2.6

3.4

7.6

10.6

12.9

13.9

11.0

28.2

2.4

0% 10% 20% 30%

５０万円未満

５０～７５万円未満

７５～１００万円未満

１００～１２７万円未満

１２７～１５０万円未満

１５０～１７６万円未満

１７６～２００万円未満

２００～２２５万円未満

２２５～３００万円未満

３００～３５０万円未満

３５０～４００万円未満

４００～４５０万円未満

４５０～５００万円未満

５００～６００万円未満

６００～７００万円未満

７００～８００万円未満

８００～９００万円未満

９００万円以上

無回答

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

11.5

5.2

6.3

9.2

4.6

6.3

11.5

8.0

14.9

5.7

2.9

2.9

2.3

2.3

1.1

1.1

0.6

0.0

3.4

7.2

2.0

7.4

11.5

9.7

3.6

6.4

8.2

17.1

7.7

5.9

2.8

1.5

2.6

1.3

0.5

0.3

0.3

4.1

6.8

3.0

4.9

6.5

5.9

3.8

9.6

10.7

17.3

10.7

6.1

4.0

2.8

2.8

0.9

0.3

0.2

0.3

3.3

0% 10% 20% 30%

５０万円未満

５０～７５万円未満

７５～１００万円未満

１００～１２７万円未満

１２７～１５０万円未満

１５０～１７６万円未満

１７６～２００万円未満

２００～２２５万円未満

２２５～３００万円未満

３００～３５０万円未満

３５０～４００万円未満

４００～４５０万円未満

４５０～５００万円未満

５００～６００万円未満

６００～７００万円未満

７００～８００万円未満

８００～９００万円未満

９００万円以上

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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＜生活困難度別＞       

 
  

5.8

0.9

4.0

3.6

3.6

0.9

3.6

4.9

11.6

10.3

4.5

8.0

8.9

11.2

6.7

4.5

2.7

3.6

0.9

4.1

1.6

1.6

1.9

0.8

0.6

1.7

2.2

3.0

5.9

7.7

6.1

9.5

15.9

13.8

10.6

5.8

7.3

0.0

0.1

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

1.3

2.6

4.2

4.3

7.5

15.4

15.2

14.0

10.7

21.5

2.4

0% 10% 20% 30%

５０万円未満

５０～７５万円未満

７５～１００万円未満

１００～１２７万円未満

１２７～１５０万円未満

１５０～１７６万円未満

１７６～２００万円未満

２００～２２５万円未満

２２５～３００万円未満

３００～３５０万円未満

３５０～４００万円未満

４００～４５０万円未満

４５０～５００万円未満

５００～６００万円未満

６００～７００万円未満

７００～８００万円未満

８００～９００万円未満

９００万円以上

無回答

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

12.6

5.0

8.2

12.3

13.2

5.8

8.2

12.6

13.5

3.8

1.2

1.2

0.6

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

9.6

3.7

9.0

11.2

6.5

4.7

10.6

9.3

17.4

7.5

4.7

1.9

1.9

1.6

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

2.7

1.1

2.3

4.2

2.9

2.5

8.0

7.4

19.2

13.5

9.3

6.1

3.8

5.1

2.3

1.1

0.6

0.6

7.4

0% 10% 20% 30%

５０万円未満

５０～７５万円未満

７５～１００万円未満

１００～１２７万円未満

１２７～１５０万円未満

１５０～１７６万円未満

１７６～２００万円未満

２００～２２５万円未満

２２５～３００万円未満

３００～３５０万円未満

３５０～４００万円未満

４００～４５０万円未満

４５０～５００万円未満

５００～６００万円未満

６００～７００万円未満

７００～８００万円未満

８００～９００万円未満

９００万円以上

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）



120 

 

１-８．平日の日常的な施設等の利用について 

（１）日常的な施設等の利用状況 

問 あて名のお子さんは現在、表※にある施設等を日常的に利用していますか。（１つに○） 

就問２７、ひ就問３９ 

 

・「利用している」の割合は、前回調査と比べて増加した。 

 

＜家庭類型別＞        

 

 

 

  ※施設一覧 

施設等の種類 

１．幼稚園（通常の就園時間のみの利用） 

２．幼稚園＋幼稚園の預かり保育（通常の就園時間＋在園児を対象とした延長保育の利用） 

３．認可保育所（保育園）（法令による認可を受けたもので定員 20人以上のもの） 

４．認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設） 

５．小規模保育事業 

（0～2歳児を預かる施設で市町村の認可を受けた定員概ね６～19人のもの） 

６．家庭的保育（保育者の家庭などで、５人以下の０～２歳児の保育を行うもの） 

７．事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設） 

８．認証保育所（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設） 

９．その他の認可外の保育施設 

10．居宅訪問型保育（ベビーシッター）（保育者がその子どもの家庭で保育を行うもの） 

11．ファミリー・サポート・センター（地域の住民が子どもを預かるもの） 

12．特別支援学校幼稚部（障がいのある未就学児が教育を受ける幼児教育施設） 

 

  

71.3

64.9

28.7

32.7 2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2743）

（前回調査）

★ 就学前保護者

（n=3229）

利用している 利用していない 無回答

72.5

85.6

56.0

27.5

14.4

43.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フル×フル（n=1349）

フル×パート（n=611）

フル×無業（n=680）

利用している 利用していない 無回答
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問 「利用している」方にうかがいます。あて名のお子さんが、日常的に利用している施設等はどれですか。

（表の中のあてはまる番号をすべて記入） 

就問２７-１、ひ就問３９-１ 

 

・「認可保育所（保育園）」の割合が最も高く、次いで幼稚園が高い。 

・家庭類型別にみると、フル×無業で「幼稚園」、フル×フルで「認可保育所（保育園）」の割合

が高い。 

 

＜家庭類型別＞        

 

 

  

22.5

11.9

57.8

4.8

2.6

0.2

1.5

0.7

1.4

0.4

0.9

0.6

1.1

30.3

17.9

47.0

3.9

1.4

0.1

2.1

1.3

1.6

0.4

0.8

6.5

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり

保育

認可保育所（保育園）

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

認証保育所

その他の認可外の保育施

設

居宅訪問型保育（ベビー

シッター）

ファミリー・サポート・セン

ター

特別支援学校幼稚部

無回答

就学前保護者（n=1955）

（前回調査）★ 就学前保護者（n=2096）

2.4

4.5

81.7

4.5

3.8

0.1

1.5

0.8

1.7

0.4

1.0

0.1

0.6

22.6

22.2

49.1

5.4

1.9

0.0

2.3

0.8

1.1

0.2

0.4

1.0

1.5

76.1

16.8

7.3

5.2

0.5

0.3

0.3

0.5

0.8

0.5

1.0

1.3

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり

保育

認可保育所（保育園）

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

認証保育所

その他の認可外の保育施

設

居宅訪問型保育（ベビー

シッター）

ファミリー・サポート・セン

ター

特別支援学校幼稚部

無回答

フル×フル（n=978）

フル×パート（n=523）

フル×無業（n=381）

・「認可保育所（保育園）」の利用割合が非常に高く、前回と比較しても伸びていることから、当

該施設に対する需要が大きいことが分かる。 

・「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」の利用も一定数みられる。 



122 

 

問 前問で選んだ施設等について、１８時以降の利用希望はありますか。（１つに○） 

就問２７-２、ひ就問３９-２ 

 

・１８時以降の利用希望は、4割弱である。 

 

 

＜施設別＞        

  

37.4 61.5 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=1955）

希望する 希望しない 無回答

9.3

21.5

51.4

33.3

36.0

100.0

26.7

42.9

21.4

57.1

72.2

45.5

89.1

78.1

48.0

64.5

64.0

73.3

50.0

78.6

42.9

27.8

54.5

1.6

2.2

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

幼稚園（n=434）

幼稚園＋幼稚園の預かり保育（n=232）

認可保育所（保育園）（n=1127）

認定こども園（n=91）

小規模保育事業（n=50）

家庭的保育（n=3）

事業所内保育施設（n=30）

認証保育所（n=13）

その他の認可外の保育施設（n=28）

居宅訪問型保育（ベビーシッター）

（n=7）

ファミリー・サポート・センター（n=18）

特別支援学校幼稚部（n=11）

希望する 希望しない 無回答
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（２）日常的な施設等の利用希望 

問 現在、利用している、していないにかかわらず、あて名のお子さんについて、表の中にある施設等で、日

常的に利用したいものはありますか。（１つに○） 

母問９、就問２８、ひ就問４０ 

 

・「利用したい施設等がある」の割合は、母子健康手帳交付者で高い。 

 

 

 

  

91.4

63.3

8.6

36.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=81）

就学前保護者（n=2743）

利用したい施設等がある 利用したい施設等がない 無回答



124 

 

問 「利用したい施設等がある」方にうかがいます。利用したいと考える施設等はどれですか。（表の中のあて

はまる番号をすべて記入） 

母問９-１、就問２８-１、ひ就４０-１ 

 

・「認可保育所（保育園）」の割合が最も高い。 

・「幼稚園」や「認定こども園」も一定程度、利用希望がみられる。 

 

＜年齢区分別＞       

 

 

  

40.5

44.6

68.9

48.6

24.3

1.4

4.1

4.1

1.4

10.8

17.6

0.0

39.1

33.0

69.6

44.3

20.0

4.3

10.4

18.3

4.3

11.3

13.0

0.0

18.8

26.2

58.4

18.9

5.2

1.3

3.2

2.3

1.4

13.1

18.4

1.6

3.9

26.1

37.6

53.4

25.9

6.0

2.8

7.1

4.0

2.0

10.9

16.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり

保育

認可保育所（保育園）

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

認証保育所

その他の認可外の保育施

設

居宅訪問型保育（ベビー

シッター）

ファミリー・サポート・セン

ター

特別支援学校幼稚部

無回答

母子健康手帳交付者（n=74）

（前回調査）★ 母子健康手帳交付者（n=115）

就学前保護者（n=1736）

（前回調査）★ 就学前保護者（n=1949）

14.0

22.9

69.0

24.4

12.9

2.5

5.2

4.1

1.8

10.9

12.2

1.4

9.7

23.4

28.1

64.0

24.8

6.1

1.1

2.2

1.8

1.8

13.3

19.1

0.7

2.9

19.8

25.9

56.7

16.0

3.4

1.1

2.3

1.9

1.1

18.3

18.6

0.8

3.4

19.8

27.8

50.8

14.4

0.8

0.8

2.9

1.6

1.1

12.8

22.1

2.3

0.5

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり

保育

認可保育所（保育園）

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

認証保育所

その他の認可外の保育施

設

居宅訪問型保育（ベビー

シッター）

ファミリー・サポート・セン

ター

特別支援学校幼稚部

無回答

0歳（n=442）

1歳（n=278）

2歳（n=263）

3～5歳（n=734）
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＜家庭類型別＞        

 

 

 

 

 

 

  

30.9

43.6

78.2

54.5

25.5

0.0

3.6

1.8

0.0

10.9

18.2

0.0

40.0

20.0

100.0

60.0

40.0

0.0

0.0

40.0

20.0

0.0

0.0

0.0

78.6

57.1

21.4

21.4

14.3

7.1

7.1

0.0

0.0

14.3

21.4

0.0

0% 50% 100%

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり

保育

認可保育所（保育園）

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

認証保育所

その他の認可外の保育施

設

居宅訪問型保育（ベビー

シッター）

ファミリー・サポート・セン

ター

無回答

【母子健康手帳交付者】

フル×フル（n=55）

フル×パート（n=5）

フル×無業（n=14）

7.4

20.7

73.8

22.1

4.3

1.4

3.5

2.7

1.4

15.1

21.4

1.1

3.0

18.3

30.0

53.7

15.8

4.9

1.6

3.3

1.9

1.4

11.7

17.2

1.6

2.2

49.9

36.2

24.0

15.6

7.8

1.1

2.8

1.9

1.7

10.0

11.7

2.5

7.8

0% 50% 100%

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり

保育

認可保育所（保育園）

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

認証保育所

その他の認可外の保育施

設

居宅訪問型保育（ベビー

シッター）

ファミリー・サポート・セン

ター

特別支援学校幼稚部

無回答

【就学前保護者】

フル×フル（n=952）

フル×パート（n=367）

フル×無業（n=359）

・「認可保育所（保育園）」の割合が高いことから、当該施設への需要が非常に高いことがわか

る。 

・「幼稚園」、「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」の希望も一定数あり、それぞれのニーズへの対応

が課題となっている。 
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問 前問で選んだ施設等で、もっとも利用したいものはどれですか。（１つ選んで番号を記入） 

母問９-２、就問２８-２、ひ就４０-２ 

 

・「認可保育所（保育園）」の割合が最も高い。 

 

＜年齢区分別＞       

 

  

21.6

16.2

47.3

9.5

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

0.0

25.2

8.7

56.5

4.3

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

1.7

1.7

11.9

13.3

47.6

7.7

0.9

0.2

0.6

0.3

0.4

5.2

5.6

1.0

5.2

15.2

17.9

42.3

8.8

0.8

0.2

1.9

0.3

0.5

4.3

5.5

2.2

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

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり

保育

認可保育所（保育園）

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

認証保育所

その他の認可外の保育施

設

居宅訪問型保育（ベビー

シッター）

ファミリー・サポート・セン

ター

特別支援学校幼稚部

無回答

母子健康手帳交付者（n=74）

（前回調査）★ 母子健康手帳交付者（n=115）

就学前保護者（n=1736）

（前回調査）★ 就学前保護者（n=1949）

6.8

7.5

55.9

7.2

2.5

0.7

0.7

0.5

0.2

3.4

2.0

0.2

12.4

13.3

11.5

46.0

9.4

0.7

0.0

0.0

0.0

0.7

6.8

5.8

0.0

5.8

14.8

14.4

46.8

6.1

0.4

0.4

0.0

0.0

0.4

7.6

4.6

0.4

4.2

13.6

17.0

43.6

7.9

0.1

0.0

1.1

0.5

0.3

4.9

8.0

2.0

0.8

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

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり

保育

認可保育所（保育園）

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

認証保育所

その他の認可外の保育施

設

居宅訪問型保育（ベビー

シッター）

ファミリー・サポート・セン

ター

特別支援学校幼稚部

無回答

0歳（n=442）

1歳（n=278）

2歳（n=263）

3～5歳（n=734）
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（３）お子さんを預かる施設等の利用希望 

問 あて名のお子さんについて、日曜日・祝日に、幼稚園や保育園のようなお子さんを預かる施設等の定期的

な利用希望はありますか。希望がある場合は、利用したい時間帯も記入してください。なお、一時的な利用は

除きます。（１つに○） 

母問１０、就問２９、ひ就問４１ 

 

・就学前保護者よりも母子健康手帳交付者で利用希望が多い。 

・利用希望は、前回調査と比べるといずれも増加している。 

・母子健康手帳交付者では 8時台から 19時以降まで、就学前保護者では 9時台から 17時台まで

の利用希望が多い。 

 

 

 

利用したい時間帯 

 

「時から」 

 

「時まで」 

 
  

69.1

73.1

76.9

80.7

3.7

6.7

3.8

2.8

27.2

18.5

18.1

13.8

1.7

1.3

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=81）

（前回調査）

★ 母子健康手帳交付者（n=119）

就学前保護者（n=2743）

（前回調査）

★ 就学前保護者（n=3229）

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 無回答

4.0 20.0

11.2

40.0

37.7

32.0

38.0

4.0

11.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=25）

就学前保護者（n=600）

6時より前 6時台 7時台 8時台 9時台 10時以降 不明・無回答

8.3

8.0

9.2

4.0

12.0

32.0

28.3

20.0

25.5

36.0

15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=25）

就学前保護者（n=600）

15時より前 15時台 16時台 17時台 18時台 19時以降 不明・無回答
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１-９．病気やケガの際の対応について 

（１）病院や診療所の受診状況 

問 過去１年の間にお子さんについて病気やケガの治療のために病院や診療所を受診したほうがよいと思っ

たのに、実際には受診しなかったことがありますか。（１つに○） 

就問３０、小問３１、中高問３１、ひ問４、ひ就問４２、ひ小問４２、ひ中高問４２ 

 

・「ある」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、「ある」の割合は困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

  

15.9

9.7

8.5

19.5

17.9

20.1

84.0

90.2

91.2

80.5

82.1

79.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

ある ない 無回答

24.6

17.2

11.4

31.9

15.2

12.8

75.4

82.8

88.4

67.8

84.8

87.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

ある ない 無回答
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問 受診しなかったことが「ある」方にうかがいます。受診しなかった理由を教えてください。（あてはまる番

号すべてに○） 

就問３０-１、小問３１-１、中高問３１-１、ひ問４-１、ひ就問４２-１、ひ小問４２-１、ひ中高問４２-１ 

 

・「病院や診療所に行く時間がなかったため」の割合が最も高い。 

 

 

 

 

  

41.5

6.5

10.3

0.2

0.9

56.6

0.5

52.7

2.3

8.4

0.0

3.1

47.3

0.0

70.3

2.2

5.5

0.0

5.5

27.5

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

病院や診療所に行く時間が

なかったため

保護者の身体上の理由で、

病院や診療所まで行くこと

が困難であったため

病院や診療所までの距離

が遠く、通院することが困難

であったため

公的医療保険に加入してお

らず、医療費を支払うことが

難しいため

公的医療保険に加入はして

いたが、医療費を支払うこと

が難しいため

その他

無回答

就学前保護者（n=429）

小学生保護者（n=131）

中高生保護者（n=91）

52.9

11.8

5.9

0.0

2.9

44.1

2.9

72.9

11.4

15.7

1.4

1.4

25.7

1.4

69.6

12.2

10.4

0.9

7.0

20.9

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

病院や診療所に行く時間が

なかったため

保護者の身体上の理由で、

病院や診療所まで行くこと

が困難であったため

病院や診療所までの距離

が遠く、通院することが困難

であったため

公的医療保険に加入してお

らず、医療費を支払うことが

難しいため

公的医療保険に加入はして

いたが、医療費を支払うこと

が難しいため

その他

無回答

就学前ひとり親保護者（n=34）

小学生ひとり親保護者（n=70）

中高生ひとり親保護者（n=115）



130 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

  

52.7

12.7

10.9

1.8

12.7

32.7

0.0

50.0

10.0

13.6

0.0

2.7

48.2

0.9

46.7

3.1

8.0

0.0

0.6

53.3

0.2

0% 20% 40% 60% 80%

病院や診療所に行く時間が

なかったため

保護者の身体上の理由で、

病院や診療所まで行くこと

が困難であったため

病院や診療所までの距離

が遠く、通院することが困難

であったため

公的医療保険に加入してお

らず、医療費を支払うことが

難しいため

公的医療保険に加入はして

いたが、医療費を支払うこと

が難しいため

その他

無回答

【一般】

困窮層（n=55）

周辺層（n=110）

一般層（n=486）

70.6

19.3

17.4

1.8

6.4

22.9

0.9

65.3

8.2

4.1

0.0

4.1

28.6

2.0

65.6

1.6

6.6

0.0

1.6

29.5

4.9

0% 20% 40% 60% 80%

病院や診療所に行く時間が

なかったため

保護者の身体上の理由で、

病院や診療所まで行くこと

が困難であったため

病院や診療所までの距離

が遠く、通院することが困難

であったため

公的医療保険に加入してお

らず、医療費を支払うことが

難しいため

公的医療保険に加入はして

いたが、医療費を支払うこと

が難しいため

その他

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=109）

周辺層（n=49）

一般層（n=61）
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（２）かかりつけの歯科医の有無 

問 お子さんにはかかりつけの歯科医はいますか。（１つに○） 

就問３１、小問３２、中高問３２、ひ問５、ひ就問４３、ひ小問４３、ひ中高問４３ 

 

・「いる」の割合は、就学前よりも就学後で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

  

55.2

91.3

87.0

54.6

84.1

79.7

44.5

8.7

12.8

44.8

15.3

20.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2693）

小学生保護者

（n=1350）

中高生保護者

（n=1074）

就学前ひとり親保護者

（n=174）

小学生ひとり親保護者

（n=391）

中高生ひとり親保護者

（n=572）

いる いない 無回答

66.1

71.3

71.7

70.8

78.0

81.9

33.9

28.6

28.1

29.2

22.0

17.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

いる いない 無回答
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（３）むし歯の有無 

問 お子さんにはむし歯がありますか。（１つに○） 

就問３２、小問３３、中高問３３、ひ問５-１、ひ就問４４、ひ小問４４、ひ中高問４４ 

 

・「ある（未治療）」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、「ある（未治療）」の割合は困窮層で高い。 

 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

1.2

2.0

2.7

3.1

4.0

3.3

6.1

7.6

2.3

4.3

2.9

4.6

8.0

7.2

3.8

8.4

5.8

31.9

32.5

24.8

9.8

29.4

29.4

27.3

81.8

59.9

56.1

63.9

70.7

55.0

47.4

48.9

8.5

1.8

5.3

2.8

6.9

3.6

12.8

3.9

1.5

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

（前回調査）

★ 一般保護者（n=2073）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=1445）

ある（未治療） ある（治療中） あった（治療済） ない わからない 無回答

7.6

3.0

1.2

8.8

4.7

2.1

4.9

2.8

2.9

7.6

3.7

5.7

19.6

15.9

18.6

25.4

27.0

26.7

57.1

70.3

71.4

45.0

56.8

57.3

10.7

7.7

5.5

12.9

7.8

6.3 1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

ある（未治療） ある（治療中） あった（治療済） ない わからない 無回答
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（４）お子さんを預かる施設等の利用状況 

問 幼稚園や保育園のようなお子さんを預かる施設など（以下、施設等）を、平日に日常的に利用していると

答えた方にうかがいます。この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで普段利用している施設等が利用で

きなかったことはありますか。（１つに○） 

就問３３、小問３４、ひ就問４５、ひ小問４５ 

 

・「あった」の割合は、小学生保護者で高い。 

・「あった」の割合は、就学前保護者で 5割超、小学生保護者で 7割近くにのぼる。 

 

 

 

  

52.8

66.1

46.1

33.6

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=1955）

小学生保護者（n=1402）

あった なかった 無回答



134 

 

問 施設等が利用できなかったことが「あった」方にうかがいます。あて名のお子さんが病気やケガで普段利

用している施設等が利用できなかった場合に、この１年間にどのように対処しましたか。また、それぞれの日

数も記入してください（半日程度の対応の場合も１日とカウント）。（あてはまる番号すべてに○） 

就問３３-１、小問３４-１、ひ就問４５-１、ひ小問４５-１ 

 

・「お母さんが休んだ」の割合が最も高い。 

・「お母さんが休んだ」日数は、就学前保護者で「6～10日」、小学生保護者で「3～5日」の割合

が高い。 

 

 

 

 

「お父さんが休んだ」日数 

 

  

46.3

75.3

24.7

23.8

4.4

2.1

6.2

2.8

34.4

74.2

25.3

32.6

5.6

0.8

2.2

0.1

27.3

62.6

29.4

13.2

0.8

10.8

8.6

0.3

13.9

55.3

28.6

15.5

1.1

10.3

2.8

9.5

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

お父さんが休んだ

お母さんが休んだ

お父さん又はお母さんのうち就労していない方が子どもをみた

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

病児保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

就学前保護者（n=1042）

（前回調査）★ 就学前保護者（n=1460）

小学生保護者（n=932）

（前回調査）★ 小学生保護者（n=808）

23.7

49.6

42.3

37.4

19.7

7.1

6.8

1.2

2.1

5.4

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=482）

小学生保護者（n=254）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答
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「お母さんが休んだ」日数 

 

「お父さん又はお母さんのうち就労していない方が子どもをみた」日数 

 

「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」日数 

 

「病児保育を利用した」日数 

 

「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」日数 

 

「その他」日数 

 

7.8

27.3

24.1

41.5

31.1

21.4

21.7

5.7

10.4

1.7

5.0

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=785）

小学生保護者（n=583）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

7.4

12.8

23.7

36.1

26.5

30.7

17.9

11.3

17.9

4.0

6.6

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=257）

小学生保護者（n=274）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

20.6

42.3

42.7

35.8

19.0

12.2

9.3

4.1

3.2 5.2

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=248）

小学生保護者（n=123）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

19.6

14.3

30.4 13.0 6.5 4.3 26.1

85.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=46）

小学生保護者（n=7）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

31.8

54.5

13.6

30.7

4.5

7.9

3.0

50.0

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=22）

小学生保護者（n=101）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

9.2

22.5

26.2

21.3

32.3

12.5

15.4

5.0

1.5

1.3

15.4

37.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=65）

小学生保護者（n=80）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答



136 

 

問 「お父さんが休んだ」「お母さんが休んだ」「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」「仕方

なく子どもだけで留守番をさせた」「その他」と答えた方にうかがいます。その際、できれば病児保育施設を利

用したかったですか。また、利用したかった場合、日数についても記入してください。（１つに○） 

就問３３-２、小問３４-２、ひ就問４５-２、ひ小問４５-２ 

 

・「できれば病児保育施設を利用したかった」の割合は、小学生保護者よりも就学前保護者で高

い。 

・「利用したかった」日数は、「3～5日」の割合が高い。 

 

 

 

「利用したかった」日数 

 

 

 

 

 

 

  

30.3

8.0

68.7

90.5 1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=953）

小学生保護者（n=835）

できれば病児保育施設を利用したかった 利用したいとは思わなかった 無回答

10.7

28.4

40.1

44.8

21.8

20.9

11.1

4.5

6.9 9.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=289）

小学生保護者（n=67）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

・就学前保護者において病児保育施設へのニーズが比較的高いことから、この年齢層の子どもを

持つ家庭に対する支援の強化が重要と考えられる。 
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問 「できれば病児保育施設を利用したかった」方にうかがいます。病児保育施設を利用したかったが、利用

しなかった（できなかった）理由は何ですか。「利用しようと思ったが、予約が埋まっていて利用できなかっ

た」場合は、その日数を記入してください。（１つに○） 

就問３３-３、小問３４-３、ひ就問４５-３、ひ小問４５-３ 

 

・「利用しようと思ったが、予約が埋まっていて利用できなかった」の割合は、就学前保護者で高

い。 

・「利用しようと思ったが、予約が埋まっていて利用できなかった」日数は、「3～5日」の割合が

高い。 

 

 

 

 

「利用しようと思ったが、予約が埋まっていて利用できなかった」日数 

 

 

 

 

 

  

9.3

25.4

24.2

29.9

24.6

25.4

4.2

3.0

13.1

1.5

18.7

11.9

5.9

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=289）

小学生保護者（n=67）

病児保育事業を知らなかった 利用登録が面倒だった（時間がなかった）

近くに病児保育施設がなかった 料金が高い

利用しようと思ったが、予約が埋まっていて利用できなかった その他

無回答

13.2

100.0

42.1 15.8 2.6 7.9 18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=38）

小学生保護者（n=1）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答
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１-１０．一時預かりなどの利用について 

（１）一時預かりなどの利用状況 

問 あて名のお子さんについて、私用、保護者・家族の病気やケガ、就労などの目的で一時預かりなどを利用

していますか。また、１年間の利用日数（おおよそ）も記入してください。（あてはまる番号すべてに○） 

就問３４、ひ就問４６ 

 

・8割以上が「利用していない」と回答している。 

・利用している人の中では「幼稚園の預かり保育」の割合が高い。 

・「幼稚園の預かり保育」の１年間の利用日数は、「21日以上」の割合が高い。 

 

 

 

「一時預かり」利用日数 

 

「幼稚園の預かり保育」利用日数 

 

「ファミリー・サポート・センター」利用日数 

 

「子育て短期支援事業（夜間養護・休日預かり）」利用日数 

  

4.8

10.1

1.1

81.3

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

子育て短期支援事業（夜間養護・休日預かり）

居宅訪問型保育（ベビーシッター）

その他

利用していない

無回答

就学前保護者（n=2743）

13.7 27.5 15.3 12.2 22.1 9.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=131）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

12.0 19.6 19.2 13.4 30.8 5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=276）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

26.7 13.3 20.0 13.3 16.7 10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=30）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

20.0 20.0 60.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=5）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答
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「居宅訪問型保育（ベビーシッター）」利用日数 

 

「その他」利用日数 

 

 

（２）一時預かりなどの利用希望 

問 あて名のお子さんについて、私用、保護者・家族の病気やケガ、就労などの目的で一時預かりなどを利用

したいですか。利用したいと思う場合は、利用目的と、目的別の希望日数を記入してください。（あてはまる番号・

記号に○） 

就問３５、ひ就問４７ 

 

・5割弱が「利用したい」と回答している。 

・利用目的は、「私用（買物、子どもや親の習い事など）、リフレッシュ目的」の割合が最も高

い。 

 

 

 

●利用目的 

  

33.3 29.2 12.5 12.5 4.2 8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=24）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

9.1 18.2 9.1 27.3 27.3 9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=11）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

47.7

53.3

51.6

42.6 4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2743）

（前回調査）

★ 就学前保護者（n=3229）

利用したい 利用する必要はない 無回答

73.2

48.3

17.6

6.0

73.4

54.0

23.5

5.6

1.8

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

私用（買物、子どもや親の習い事など）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、保護者・家族の病気やケガなど

不定期の就労

その他

無回答

就学前保護者（n=1319）

（前回調査）★ 就学前保護者（n=1721）
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「私用（買物、子どもや親の習い事など）、リフレッシュ目的」希望日数 

 
「冠婚葬祭、学校行事、保護者・家族の病気やケガなど」希望日数 

 
「不定期の就労」希望日数 

 
「その他」希望日数 

 
  

44.5 25.8 9.4 4.0 3.3 12.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=966）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

39.4 27.9 10.5 2.7

1.1

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=637）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

21.1 28.0 19.4 10.8 6.0 14.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=232）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

31.6 15.2 11.4 8.9 3.8 29.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=79）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答
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（３）短期入所生活援助事業（ショートステイ）の利用希望 

問 あなたは、一時的に養育が困難になったとき、泊りがけでお子さんを預けることができる短期入所生活援

助事業（ショートステイ）を利用したいと思いますか。利用したいと思う場合は、利用目的と目的別の希望日

数を記入してください。（あてはまる番号・記号に○） 

就問３６、ひ就問４８ 

 

・「利用したい」の割合は、約 2割となっている。 

・利用目的は、「保護者や家族の病気」の割合が最も高い。 

 

 

 

●利用目的 

 

「冠婚葬祭」希望日数 

 
「保護者や家族の育児疲れ・不安」希望日数 

 
「保護者や家族の病気」希望日数 

 
  

21.2 78.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2743）

利用したい 利用する必要はない 無回答

21.8

38.0

76.3

4.8

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

冠婚葬祭

保護者や家族の育児疲れ・不安

保護者や家族の病気

その他

無回答

就学前保護者（n=582）

54.3 26.0 5.5 13.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=127）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

38.0 27.6 10.9 7.2 7.2 9.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=221）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

23.4 32.4 17.1 4.3 3.8 18.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=444）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答



142 

 

「その他」希望日数 

 
 

（３）保育所等の利用希望 

問 現在、保育所等は市で認定された方だけが使えますが、そうした条件がなく、誰でも、決まった曜日に、

週に１～２回程度保育所等を利用できるようになった場合、利用したいと思いますか。利用希望と、その理由

をお答えください。なお、利用料金については考慮せずお答えください。（あてはまる番号・記号に○） 

母問１１、就問３７、ひ就問４９ 

 

・「利用したい」の割合は、年齢が低いほど高い。 

・「利用したい」の割合は、母子健康手帳交付者で高く、8割弱となっている。 

・「利用したい」理由は、「自分のリフレッシュのため」「同世代の子ども同士との交流のため」の

割合が高い。 

・「利用したいと思わない」理由は、「友人や祖父母など、気軽に相談できる相手や一時的な預け

先がある」の割合が高い。 

 

＜年齢区分別＞       

 

 

 

 

 

 

  

21.4 21.4 17.9 3.6 7.1 28.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=28）

1～2日 3～5日 6～10日 11～20日 21日以上 不明・無回答

77.8

62.0

22.2

36.9 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳

交付者（n=81）

就学前保護者

（n=2743）

利用したい 利用したいと思わない 無回答

72.6

70.0

64.2

54.4

25.9

29.2

35.6

44.5

1.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0歳（n=617）

1歳（n=383）

2歳（n=371）

3～5歳（n=1333）

利用したい 利用したいと思わない 無回答

・これまでにない新たな利用方法について、一定のニーズがあることがわかった。 

・この利用方法は、「こども誰でも通園制度（仮称）」として実施されることが国で検討されてお

り、ニーズに対応する施設・事業所の調整が今後の課題である。 
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「利用したい」理由 

＜年齢区分別＞       

 
 

 

「利用したいと思わない」理由 

＜年齢区分別＞       

  

61.9

65.1

25.4

47.6

27.0

7.9

0.0

76.0

57.3

15.9

42.7

21.0

5.6

0.2

0% 20% 40% 60% 80%

自分のリフレッシュのため

同世代の子ども同士との交

流のため

保護者同士のつながりをも

ちたい

育児の負担や孤立感の解

消

預け先で子どもの発達や育

児の相談をしたい

その他

無回答

母子健康手帳交付者（n=63）

就学前保護者（n=1702）

72.1

66.7

18.8

44.0

27.5

4.7

0.0

77.6

64.9

16.4

50.4

26.9

6.7

0.0

81.5

57.6

17.2

42.4

19.7

6.3

0.4

76.3

48.8

13.8

39.3

15.4

5.8

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分のリフレッシュのため

同世代の子ども同士との交

流のため

保護者同士のつながりをも

ちたい

育児の負担や孤立感の解

消

預け先で子どもの発達や育

児の相談をしたい

その他

無回答

0歳（n=448）
1歳（n=268）
2歳（n=238）
3～5歳（n=725）

66.7

5.6

16.7

27.8

22.2

0.0

54.3

10.5

13.0

19.6

18.9

3.6

0% 20% 40% 60% 80%

友人や祖父母など、気軽に

相談できる相手や一時的な

預け先がある

子どもの成長にとって有益

とは思わない

ケガや感染症など、施設に

預けることに不安がある

決まった曜日・時間に都合

が合わせられない

その他

無回答

母子健康手帳交付者（n=18）

就学前保護者（n=1012）

58.8

12.5

18.1

19.4

17.5

0.0

53.6

12.5

11.6

24.1

18.8

5.4

56.1

12.1

14.4

22.7

18.9

3.0

53.5

8.9

11.6

18.0

19.1

4.4

0% 20% 40% 60% 80%

友人や祖父母など、気軽に

相談できる相手や一時的な

預け先がある

子どもの成長にとって有益

とは思わない

ケガや感染症など、施設に

預けることに不安がある

決まった曜日・時間に都合

が合わせられない

その他

無回答

0歳（n=160）
1歳（n=112）
2歳（n=132）
3～5歳（n=593）
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１-１１．地域の子育て支援事業の利用について 

（１）子育て支援事業の利用状況・希望 

問 あなたは、子育て支援センターや児童ホームを知っていたり、利用したことはありますか。また、今後利

用したいと思いますか。（それぞれ１つに○） 

母問１２、就問３８、ひ就問５０ 

 

① 知っていますか。 

・「知っている」割合は、子育て支援センター、児童ホームともに就学前保護者で高い。 

・児童ホームについて、母子健康手帳交付者の認知度が低い傾向がみられる。 

 

「子育て支援センター」            「児童ホーム」 

 

 

② これまでに利用したことがありますか。 

・利用したことはある割合は、子育て支援センターが 5割弱、児童ホームが 6 割強となってい

る。 

 

「子育て支援センター」            「児童ホーム」 

 

 

③ 現在、利用していますか。 

・現在利用している割合は、子育て支援センターが約 1割、児童ホームが約 3 割となっている。 

 

「子育て支援センター」            「児童ホーム」 

 

  

61.7

89.3

38.3

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳

交付者（n=81）

就学前保護者

（n=2743）

はい いいえ 無回答

50.6

88.8

48.1

10.6

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳

交付者（n=81）

就学前保護者

（n=2743）

はい いいえ 無回答

46.5 52.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2743）

はい いいえ 無回答

62.9 36.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2743）

はい いいえ 無回答

9.8 88.3 1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2743）

はい いいえ 無回答

29.1 69.9 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=2743）

はい いいえ 無回答
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④ 今後の利用希望を教えてください。 

・今後の利用希望割合は母子健康手帳交付者で高く、子育て支援センターが約 9割、児童ホーム

が 8割弱となっている。 

 

「子育て支援センター」            「児童ホーム」 

 

  

90.1

24.5

9.9

74.0 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳

交付者（n=81）

就学前保護者

（n=2743）

利用したい 使う予定はない 無回答

77.8

46.7

21.0

52.0

1.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳

交付者（n=81）

就学前保護者

（n=2743）

利用したい 使う予定はない 無回答
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１-１２．小学校就学後の放課後の過ごし方について（５歳以上） 

（１）放課後の過ごし方の希望（就学前保護者） 

問 あて名のお子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間を、主にどのように過ごさせたいと思

いますか。（それぞれあてはまる番号３つまで記入） 

就問３９、ひ就問５１ 

 

① 小学校低学年（１～３年生）のうちの過ごし方の希望 

・「自分の家で、家族と過ごす」「船っ子教室（放課後子供教室）に行く」の割合が高い。 

・家庭類型別でみると、フル×フルで「放課後ルームに行く」の割合が高い。 

＜家庭類型別＞        

 

  

3.5

46.9

3.5

5.9

42.0

47.3

4.8

4.4

29.9

31.7

3.1

3.1

1.0

8.4

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

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

就学前保護者（n=776）

4.2

26.9

1.9

6.1

69.6

47.8

5.4

3.2

15.1

29.5

3.5

1.0

2.2

0.0

7.1

3.8

53.4

3.8

4.7

30.9

56.4

2.5

5.1

33.1

30.9

1.7

2.5

0.0

0.8

8.9

1.0

74.7

6.2

5.7

7.7

36.6

5.2

5.7

52.1

39.7

4.1

6.7

0.5

0.5

10.8

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=312）

フル×パート（n=236）

フル×無業（n=194）

56.5

14.7

37.2

5.9

42.2

48.4

8.1

3.6

7.4

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

自宅

祖父母などの親族宅や友人・知人宅（自宅以外）

学習塾・習い事・地域のクラブ活動など

学校の部活動

放課後ルーム（学童保育）

船っ子教室（放課後子供教室）

児童ホーム

その他

無回答

（前回調査）★ 就学前保護者（n=529）
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② 小学校高学年（４～６年生）のうちの過ごし方の希望 

・「友達と遊ぶ」「塾や習い事に行く」の割合が高い。 

 

＜家庭類型別＞        

 

 

  

17.9

34.1

1.9

2.7

17.5

25.8

2.6

4.6

50.6

50.1

21.6

2.6

2.2

12.2

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

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

就学前保護者（n=776）

25.0

21.8

1.0

3.5

28.5

28.8

2.2

4.2

42.0

52.6

21.2

1.6

1.9

2.2

10.9

18.2

37.3

1.7

1.3

13.1

27.5

2.5

6.4

54.2

47.5

25.4

1.7

0.0

2.5

11.4

6.7

51.0

4.1

2.6

4.6

18.6

2.1

3.6

60.8

52.6

18.0

5.2

0.0

1.5

16.0

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=312）

フル×パート（n=236）

フル×無業（n=194）

57.3

13.0

53.5

33.1

16.4

29.7

6.0

2.3

19.7

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

自宅

祖父母などの親族宅や友人・知人宅（自宅以外）

学習塾・習い事・地域のクラブ活動など

学校の部活動

放課後ルーム（学童保育）

船っ子教室（放課後子供教室）

児童ホーム

その他

無回答

（前回調査）★ 就学前保護者（n=529）
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（２）放課後や長期休業中の過ごし方 

問 あて名のお子さんについて、放課後や土曜・日曜・祝日、夏休みなど長期休業中に過ごす場所の中で、多

いものについて、表の中から選んでください。（それぞれあてはまる番号全てを記入） 

小問３５、ひ問９、ひ小問４６ 

 

① 放課後 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」の割合が最も高い。 

 

＜年齢区分別＞         

 

  

23.0

73.0

17.8

10.1

14.2

19.4

2.0

8.7

56.6

55.9

12.7

0.5

8.4

1.2

0.0

1.5

25.6

52.7

12.7

19.9

29.7

20.2

2.8

8.8

48.1

35.4

10.1

1.0

10.1

1.3

0.0

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1350）

小学生ひとり親保護者（n=387）

13.0

71.6

18.9

11.6

25.5

32.0

3.2

8.3

48.1

49.6

4.5

0.3

7.0

1.9

0.0

2.0

33.0

74.1

16.8

8.5

3.7

7.4

0.9

9.5

65.1

62.3

20.5

0.7

10.1

0.6

0.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学校低学年（n=647）

小学校高学年（n=673）
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① 放課後 一番多いもの 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」の割合が最も高い。 

・「放課後ルームに行く」の割合は、小学校高学年よりも小学校低学年で高い。 

 

＜年齢区分別＞         

 

  

5.9

40.9

1.0

2.0

12.0

3.6

1.0

0.3

14.0

10.8

6.8

0.0

0.1

0.7

0.0

0.8

8.5

27.1

1.3

4.7

24.3

4.9

1.3

0.0

15.2

3.6

5.7

0.0

0.3

1.3

0.3

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1350）

小学生ひとり親保護者（n=387）

3.7

39.6

0.6

2.5

21.9

5.9

1.9

0.3

13.1

6.6

1.1

0.0

0.2

1.4

0.0

1.2

8.2

41.5

1.3

1.5

2.7

1.5

0.3

0.3

15.0

14.9

12.5

0.0

0.0

0.1

0.0

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学校低学年（n=647）

小学校高学年（n=673）
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② 土曜日 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」の割合が最も高い。 

 

＜年齢区分別＞         

 

  

7.7

83.3

61.3

18.5

0.9

0.4

0.7

5.4

32.4

31.0

15.3

2.7

8.1

1.5

0.0

1.6

14.0

71.8

49.1

28.2

9.6

0.8

1.0

7.2

34.1

18.6

11.4

4.1

12.1

2.8

0.0

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1350）

小学生ひとり親保護者（n=387）

3.9

85.0

65.4

21.9

1.5

0.5

1.1

6.2

26.3

31.8

6.5

2.5

7.4

1.7

0.0

2.3

11.4

82.0

58.1

15.2

0.3

0.4

0.4

4.6

38.5

30.6

23.5

3.1

8.9

1.2

0.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学校低学年（n=647）

小学校高学年（n=673）
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② 土曜日 一番多いもの 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」の割合が最も高い。 

 

＜年齢区分別＞         

 

  

1.6

49.6

17.9

1.8

0.3

0.0

0.4

0.1

3.0

12.5

11.3

0.1

0.2

0.6

0.0

0.7

3.4

36.2

15.0

10.3

6.2

0.3

0.5

0.3

6.5

9.8

7.2

0.5

0.5

1.3

0.0

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1350）

小学生ひとり親保護者（n=387）

0.9

52.9

23.3

1.1

0.6

0.0

0.5

0.2

1.7

11.4

5.3

0.2

0.3

0.6

0.0

1.1

2.2

46.4

13.1

2.4

0.0

0.0

0.3

0.1

4.5

13.5

16.8

0.0

0.1

0.4

0.0

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学校低学年（n=647）

小学校高学年（n=673）
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③ 日曜日や祝日 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」「家族ででかける」の割合が高い。 

 

＜年齢区分別＞         

 

  

6.7

86.2

70.4

21.5

0.4

0.3

0.3

4.4

31.9

18.6

13.1

3.6

8.6

1.0

0.0

1.5

10.9

84.0

64.9

28.7

0.5

0.5

0.3

6.2

35.1

8.5

8.5

4.4

11.6

2.1

0.0

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1350）

小学生ひとり親保護者（n=387）

3.1

87.8

76.2

25.7

0.5

0.3

0.0

4.6

24.4

16.1

6.5

3.1

8.7

1.2

0.0

2.3

10.4

84.8

65.4

17.5

0.3

0.3

0.6

4.0

39.5

21.2

18.9

4.2

8.6

0.7

0.0

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学校低学年（n=647）

小学校高学年（n=673）
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③ 日曜日や祝日 一番多いもの 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」の割合が最も高い。 

 

＜年齢区分別＞         

 

  

0.7

51.1

27.1

1.6

0.0

0.0

0.1

0.3

2.8

5.9

8.8

0.1

0.0

0.6

0.0

0.8

2.1

48.6

24.5

6.2

0.8

0.0

0.3

0.0

5.7

3.6

4.9

0.5

0.3

0.3

0.8

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1350）

小学生ひとり親保護者（n=387）

0.3

52.4

32.8

1.1

0.0

0.0

0.0

0.2

1.7

4.5

5.3

0.2

0.0

0.5

0.0

1.2

1.0

49.8

22.3

1.9

0.0

0.0

0.3

0.3

4.0

7.4

11.9

0.1

0.0

0.6

0.0

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学校低学年（n=647）

小学校高学年（n=673）
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④ 夏休みなど長期休業中 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」の割合が最も高い。 

 

＜年齢区分別＞         

 

  

22.0

84.4

65.9

45.9

12.9

14.3

1.7

8.8

47.6

45.7

14.1

5.6

12.8

2.0

0.0

1.5

22.5

71.3

55.6

42.9

27.9

14.7

1.6

8.8

41.1

28.2

10.6

5.2

12.9

2.3

0.0

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1350）

小学生ひとり親保護者（n=387）

10.7

82.2

66.6

50.7

22.4

22.6

2.9

9.0

38.3

38.0

6.0

5.3

12.4

2.5

0.0

2.2

33.0

86.3

65.5

41.5

4.2

6.4

0.6

8.6

57.2

53.5

21.5

6.1

13.4

1.3

0.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学校低学年（n=647）

小学校高学年（n=673）
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④ 夏休みなど長期休業中 一番多いもの 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」の割合が最も高い。 

・「放課後ルームに行く」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

 

＜年齢区分別＞         

 

  

6.1

51.4

8.2

5.3

10.4

3.0

0.8

0.3

3.9

4.4

4.1

0.0

0.1

1.1

0.1

0.6

7.2

33.3

5.2

10.9

22.7

6.2

1.0

0.0

4.4

2.3

2.6

0.0

0.0

1.3

0.8

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1350）

小学生ひとり親保護者（n=387）

2.5

49.8

9.4

5.4

19.0

4.3

1.2

0.3

2.6

1.5

0.9

0.0

0.3

1.7

0.0

0.9

9.7

52.7

7.3

5.1

2.5

1.9

0.4

0.3

5.1

7.0

7.0

0.0

0.0

0.6

0.3

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学校低学年（n=647）

小学校高学年（n=673）
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（３）放課後や長期休業中の過ごし方の希望 

問 あて名のお子さんについて、放課後や土曜・日曜・祝日、夏休みなど長期休業中に、主にどのような場所

で過ごさせたいと思いますか。表「放課後の過ごし方」の中から、選んでください。（それぞれあてはまる番号

を３つまで選んで記入） 

小問３６、ひ小問４７ 

 

 

●小学校低学年（１～３年生）の時の過ごし方の希望 

① 放課後 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」「友達と遊ぶ」「塾や習い事に行く」の割合が高い。 

・家庭類型別でみると、フル×フルで「放課後ルームに行く」の割合が高い。 

 

＜家庭類型別＞         

  

表【放課後の過ごし方】

１．自分の家で、一人で過ごす ９．友達と遊ぶ

２．自分の家で、家族と過ごす １０．塾や習い事に行く

３．家族ででかける １１．学校の部活動や地域のクラブ活動に参加する

４．祖父母や親戚の家に行く １２．ゲームセンターや繁華街へ遊びに行く

５．放課後ルームに行く １３．家のお手伝いをする（家族のお世話や家事など）

６．船っ子教室（放課後子供教室）に行く １４．その他

７．放課後等デイサービスに行く １５．わからない

８．児童ホームに行く

3.6

63.6

13.8

7.1

17.6

23.6

3.1

8.3

56.3

44.3

12.1

0.1

5.5

0.9

0.4

1.5

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=687）

4.5

55.5

10.9

9.5

33.2

20.5

0.5

7.3

46.8

43.2

9.5

0.5

4.5

1.4

0.5

1.8

5.0

65.6

16.6

7.1

13.3

25.7

5.0

8.7

61.8

40.7

11.2

0.0

5.8

0.8

0.4

1.2

1.6

71.0

12.9

3.2

4.3

24.2

3.8

10.2

62.9

52.2

16.1

0.0

7.5

0.5

0.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=220）

フル×パート（n=241）

フル×無業（n=186）
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② 土曜日 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」「家族ででかける」の割合が高い。 

 

＜家庭類型別＞         

 

  

2.2

76.3

66.4

16.9

2.2

1.3

0.9

3.8

38.3

29.1

14.0

0.9

7.0

0.9

0.4

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=687）

0.9

75.9

63.6

14.5

1.8

0.0

0.0

2.3

42.7

34.5

13.6

0.9

7.3

1.4

0.5

1.8

4.1

78.0

67.6

19.9

2.1

1.2

1.2

2.9

38.2

25.7

15.4

0.8

6.6

0.8

0.4

0.8

1.6

78.0

69.4

14.5

2.2

2.7

1.1

7.0

32.8

28.5

12.9

1.1

7.0

0.5

0.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=220）

フル×パート（n=241）

フル×無業（n=186）
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③ 日曜日や祝日 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」「家族ででかける」の割合が高い。 

 

＜家庭類型別＞         

 

  

1.9

78.6

75.0

19.5

0.3

1.0

0.4

3.1

34.4

17.5

12.1

1.0

8.3

1.2

0.4

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=687）

0.5

79.5

70.9

17.7

0.5

0.5

0.0

1.8

40.0

20.9

11.8

0.5

5.9

1.4

0.5

1.8

3.3

78.0

78.4

23.7

0.0

0.8

0.0

2.5

32.8

15.4

13.7

0.8

9.5

1.7

0.4

1.2

2.2

79.6

75.3

14.5

0.5

1.6

1.1

5.9

30.1

16.1

11.3

2.2

9.7

0.5

0.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のク

ラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=220）

フル×パート（n=241）

フル×無業（n=186）
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④ 夏休みなど長期休業中 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」「家族ででかける」の割合が高い。 

・家庭類型別でみると、フル×フルで「放課後ルームに行く」の割合が高い。 

 

＜家庭類型別＞         

 

  

3.2

64.8

64.3

37.8

14.4

14.8

2.6

6.6

41.2

25.9

12.8

1.9

8.2

1.7

0.3

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=687）

2.3

60.0

60.0

39.5

27.7

13.6

0.5

6.4

40.5

31.8

10.9

1.8

8.6

2.3

0.0

1.8

5.4

68.5

67.6

37.8

9.1

15.4

2.5

5.8

40.2

19.9

14.5

1.7

8.7

0.8

0.4

1.2

2.2

68.3

66.1

36.0

3.8

14.5

5.4

8.1

45.2

28.5

13.4

2.7

7.5

2.7

0.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=220）

フル×パート（n=241）

フル×無業（n=186）



160 

 

●小学校高学年（４～６年生）の時の過ごし方の希望 

① 放課後 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」「友達と遊ぶ」「塾や習い事に行く」の割合が高い。 

 

＜家庭類型別＞         

 

  

11.2

56.6

12.7

6.1

7.1

10.2

1.9

7.6

60.5

52.4

23.9

0.3

8.3

0.7

0.6

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1402）

14.1

48.6

10.1

7.6

13.4

11.1

0.5

6.5

55.8

54.6

26.3

0.2

7.8

0.9

0.0

5.1

12.7

60.1

12.2

4.8

4.6

9.5

1.8

8.1

66.6

51.4

23.7

0.2

8.1

0.5

0.9

4.9

6.0

62.5

15.9

4.4

1.0

9.2

3.8

8.6

59.7

55.6

22.2

0.3

9.8

0.6

1.0

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=434）

フル×パート（n=566）

フル×無業（n=315）
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② 土曜日 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」「家族ででかける」の割合が高い。 

 

＜家庭類型別＞         

 

  

4.5

68.8

58.9

11.4

1.4

1.3

0.8

4.8

44.3

32.4

22.8

0.7

9.7

0.5

0.7

5.6

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1402）

3.7

68.0

55.8

9.7

2.1

1.2

0.0

5.3

45.4

40.6

25.1

0.0

7.6

0.7

0.0

5.1

5.3

70.7

60.4

11.8

0.7

1.2

1.1

4.8

45.1

28.1

23.1

0.9

10.4

0.2

1.1

5.1

2.9

67.3

63.2

11.1

0.6

1.6

1.3

4.8

42.2

31.7

19.7

1.0

11.1

0.3

1.0

7.3

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=434）

フル×パート（n=566）

フル×無業（n=315）
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③ 日曜日や祝日 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」「家族ででかける」の割合が高い。 

 

＜家庭類型別＞         

 

  

4.0

71.8

68.3

14.3

0.4

1.0

0.6

3.9

41.9

21.0

17.3

0.9

11.3

0.6

0.8

5.6

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1402）

3.0

72.6

66.6

13.4

0.5

0.5

0.0

3.7

42.6

26.7

18.9

0.2

9.4

0.5

0.0

5.1

4.9

70.8

69.1

15.2

0.4

1.4

0.7

3.7

44.5

18.7

18.7

0.7

12.2

0.4

1.1

5.1

3.2

73.0

70.5

13.3

0.0

1.0

1.0

4.4

36.8

20.3

13.7

1.9

12.7

0.6

1.0

7.3

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=434）

フル×パート（n=566）

フル×無業（n=315）



163 

 

④ 夏休みなど長期休業中 

 

・「自分の家で、家族と過ごす」「家族ででかける」「友達と遊ぶ」の割合が高い。 

 

＜家庭類型別＞         

 

  

8.3

61.3

58.1

28.8

5.9

8.2

2.0

5.6

49.9

35.0

20.8

1.0

9.6

1.9

0.6

5.6

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

小学生保護者（n=1402）

8.1

59.7

53.0

28.1

12.0

9.4

0.9

5.5

48.2

41.0

20.3

0.0

9.2

2.1

0.2

5.1

10.4

64.3

61.3

27.2

3.4

7.2

1.9

5.7

52.3

31.6

21.9

1.1

9.4

1.4

0.7

5.1

4.8

59.4

63.2

33.7

1.0

7.0

3.2

6.0

49.2

35.2

20.0

1.9

10.8

2.2

0.3

7.3

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教

室）に行く

放課後等デイサービスに行

く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラ

ブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ

遊びに行く

家のお手伝いをする（家族

のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

フル×フル（n=434）

フル×パート（n=566）

フル×無業（n=315）
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１-１３．育児休業など、職場の支援制度について 

（１）育児休業について 

問 出産後、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しますか。（それぞれ１つに○） 

母問１３ 

 

・「取得する（したい）」の割合は、お母さんで 7割強、お父さんで約 6割となっている。 

・お母さん、お父さんともに「１０～１２か月」になるまで取得したい割合が最も高い。 

 

① お母さん 

 
「お子さんが何歳になるまで取得したいか」 

 
 

② お父さん 

 
「お子さんが何歳になるまで取得したいか」 

 
 

  

75.3 4.9 18.5

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

母子健康手帳交付者

（n=81）

取得する（したい） 取得しない 就労していない 無回答

1.6

3.3 36.1 3.3 3.3 34.4 16.4 1.6母子（n=61）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答

1.6

3.3 36.1 3.3 3.3 34.4 16.4 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=61）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答

59.3 37.0 3.7

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

母子健康手帳交付者

（n=81）

取得する（したい） 取得しない 就労していない 母子健康手帳交付者家庭または無回答

39.6 2.1 43.8 2.1 6.3 6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=48）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答
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問 育児休業を「取得する（したい）」方にうかがいます。育児休業から仕事に復帰するのは、年度初めの保育

施設への入所に合わせたタイミングにする予定ですか。（それぞれ１つに○） 

母問１３-１ 

 

・「年度初めの入所に合わせたタイミングにする」の割合は、お母さんで 8割弱、お父さんで 5割

弱となっている。 

 

① お母さん               ② お父さん 

 

 

 

問 育児休業を「取得する（したい）」方にうかがいます。勤務先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる

制度があるとしたら、「希望」としてはお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたいですか。 

母問１３-２ 

 

・お母さんでは「31か月以上」、お父さんでは、「10～12か月」と「31か月以上」が最も多い。 

 

① お母さん 

 
② お父さん 

 
 

 

  

77.0 23.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=61）

年度初めの入所に合わせたタイミングにする

それ以外

無回答

47.9 52.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=48）

年度初めの入所に合わせたタイミングにする

それ以外

無回答

1.6 11.5 16.4 70.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=61）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答

10.4 4.2 35.4 6.3 35.4 8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者

（n=48）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答
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問 育児休業を「取得しない」方にうかがいます。育児休業を取得しない理由をお答えください。（それぞれあ

てはまる番号すべてに○） 

母問１３-３ 

 

・お父さんの育児休業を取得しない理由は、「収入減となり、経済的に苦しくなる」の割合が最も

高い。 

 

 ※お母さんは該当者が少ないためグラフのみの掲載とする。 

 

① お母さん               ② お父さん 

 
 

  

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

職場に育児休業を取りにく

い雰囲気がある

仕事が忙しい

（産休後に）仕事に早く復帰

したい

仕事に戻るのが難しそう

昇給・昇格などが遅れそう

収入減となり、経済的に苦

しくなる

保育施設に預けることがで

きる

配偶者が育児休業制度を

利用する

配偶者が無職、祖父母など

の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がない

子育てや家事に専念するた

め退職する

職場に育児休業の制度が

ない

有期雇用のため育児休業

の取得要件を満たさない

育児休業制度があるかどう

かわからない

その他

無回答

母子健康手帳交付者（n=4）

30.0

30.0

0.0

3.3

3.3

43.3

0.0

33.3

6.7

0.0

10.0

0.0

6.7

16.7

3.3

0% 20% 40% 60% 80%

職場に育児休業を取りにく

い雰囲気がある

仕事が忙しい

（産休後に）仕事に早く復帰

したい

仕事に戻るのが難しそう

昇給・昇格などが遅れそう

収入減となり、経済的に苦

しくなる

保育施設に預けることがで

きる

配偶者が育児休業制度を

利用する

配偶者が無職、祖父母など

の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がない

子育てや家事に専念するた

め退職する

職場に育児休業の制度が

ない

有期雇用のため育児休業

の取得要件を満たさない

育児休業制度があるかどう

かわからない

その他

無回答

母子健康手帳交付者（n=30）
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（２）育児休業の取得状況 

問 あて名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。（それぞれ

１つに○） 

就問４０、ひ就問５２ 

 

・「取得した（取得中である）」の割合は、お母さんで約 6割、お父さんで約 2 割となっている。 

・前回調査と比べると、「取得した（取得中である）」の割合は、お母さん、お父さんともに伸

び、特にお父さんで４倍以上に増えている。 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

 

 

  

30.3

46.8

59.9

43.3

1.7

6.9

7.6

1.1

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2735）

（前回調査）

★ 就学前保護者（n=3229）

就労していなかった 取得した（取得中である） 希望していたが取得できなかった 取得しなかった 無回答

1.9

2.4

19.8

4.5

6.5 70.6

86.5

1.2

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2698）

（前回調査）

★ 就学前保護者（n=3229）

就労していなかった 取得した（取得中である） 希望していたが取得できなかった 取得しなかった 無回答
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問 「希望していたが取得できなかった」、「取得しなかった」方にうかがいます。育児休業を取得していない

理由をお答えください。（それぞれあてはまる番号すべてに○） 

就問４０-１、ひ就問５２-１ 

 

・お母さんでは、「子育てや家事に専念するため退職した」の割合が高い。 

・お父さんでは、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」「仕事が忙しかった」の割合が

高い。 

 

（１）お母さん             （２）お父さん 

 

 

 

  

9.7

8.4

4.6

7.6

0.0

8.4

2.1

0.0

5.1

24.1

12.7

11.0

3.4

3.8

25.7

5.9

13.0

11.4

9.3

15.0

0.8

9.8

7.3

0.8

4.5

37.4

22.4

12.6

0.0

2.4

16.7

6.5

0% 10% 20% 30% 40%

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰した

かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり、経済的に苦しくな

る

保育施設に預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用

した

配偶者が無職、祖父母などの

親族にみてもらえるなど、制度

を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

退職した

職場に育児休業の制度がな

かった

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、

産後８週間）を取得できることを

知らず、退職した

その他

無回答

就学前保護者（n=237）

（前回調査）★ 就学前保護者（n=246）

39.5

49.3

0.9

4.2

8.2

29.5

1.3

27.7

14.4

0.1

10.4

0.4

2.3

8.9

3.7

36.0

44.8

1.1

6.0

10.8

30.2

2.0

28.2

28.1

0.1

12.3

0.3

1.8

4.9

13.2

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

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰した

かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり、経済的に苦しくな

る

保育施設に預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用

した

配偶者が無職、祖父母などの

親族にみてもらえるなど、制度

を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

退職した

職場に育児休業の制度がな

かった

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

その他

無回答

就学前保護者（n=2081）

（前回調査）★ 就学前保護者（n=2794）
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問 「取得した（取得中である）」方にうかがいます。あて名のお子さんの育児休業取得後、仕事に復帰しまし

たか。（それぞれ１つに○） 

就問４０-２、ひ就問５２-２ 

 

・お母さんでは、「育児休業後、仕事に復帰した」方が約 7割ではあるものの、「育児休業中に離

職した」方が約 5％存在する。 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

 

問 「育児休業取得後、仕事に復帰した」方にうかがいます。あて名のお子さんの育児休業から仕事に復帰し

たのは、年度初めの保育施設への入所に合わせたタイミングでしたか。（それぞれ１つに○） 

就問４０-３、ひ就問５２-３ 

 

・お母さんでは、「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」の割合が約 7割となっている。 

・お父さんでは、「それ以外だった」の割合が約 9割となっている。 

 

（１）お母さん               （２）お父さん 

 

 

 

  

67.8 14.8 11.4 5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=1638）

育児休業取得後、仕事に復帰した 現在も育児休業中である（あて名のお子さんが１歳未満）

現在も育児休業中である（あて名のお子さんが１歳以上） 育児休業中に離職した

無回答

93.1 5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=533）

育児休業取得後、仕事に復帰した 現在も育児休業中である（あて名のお子さんが１歳未満）

現在も育児休業中である（あて名のお子さんが１歳以上） 育児休業中に離職した

無回答

71.4 27.4 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=1110）

年度初めの入所に合わせたタイミングだった

それ以外だった

無回答

5.4 90.3 4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（n=496）

年度初めの入所に合わせたタイミングだった

それ以外だった

無回答
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問 「育児休業取得後、仕事に復帰した」方にうかがいます。あて名のお子さんの育児休業について、①～③

をお答えください。 

①お子さんが何歳何ヶ月のときまで取得しましたか。 

②希望としては、何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。 

③勤務先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があったとしたら、 

 お子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。 

就問４０-４、ひ就問５２-４ 

 

① 実際の取得期間 

 

・お母さんでは「10～12か月」、お父さんでは、「1～3か月」が最も多い。 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

② 取りたかった期間（希望） 

 

・お母さんでは「19～30か月」、お父さんでは、「1～3か月」が最も多い。 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

 

  

6.1 10.1 30.1 14.9 14.2 15.0

3.0

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=1110）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答

55.2 7.3 2.8 5.2 26.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=496）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答

2.3 25.0 5.0 11.5 28.0 16.2 10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=1110）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答

31.7 10.3 24.0 3.8

2.0

25.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=496）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答
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③ ３歳まで取得できたとしたら、取りたかった期間 

 

・お母さんでは「31か月以上」、お父さんでは、「10～12か月」が最も多い。 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

 

 

  

11.3 2.8 6.7 14.9 46.8 15.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=1110）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答

18.1 6.7 19.8

2.0

4.4 18.3 29.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=496）

1～3か月 4～6か月 7～9か月 10～12か月 13～15か月

16～18か月 19～30か月 31か月以上 不明・無回答
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問 前問で、①の実際の取得期間と②の希望が異なる方にうかがいます。希望の時期に仕事に復帰しなかった

（できなかった）理由についてうかがいます。（それぞれあてはまる番号すべてに○） 

就問４０-５、ひ就問５２-５ 

 

① 「希望」より早く復帰した方 

 

・お母さんでは、「希望する保育所に入るため」の割合が最も高い。 

・お父さんでは、「経済的な理由で早く復帰する必要があったため」「人事異動や業務の節目の時

期に合わせるため」の割合が高い。 

 

（１）お母さん              （２）お父さん 

 

 

② 「希望」より遅く復帰した方 

 

・お母さんでは、「希望する保育所に入れなかったため」の割合が最も高い。 

 

（１）お母さん              （２）お父さん 

  

74.3

3.7

25.5

17.1

15.7

0% 20% 40% 60% 80%

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望が

あったため

経済的な理由で早く復帰す

る必要があったため

人事異動や業務の節目の

時期に合わせるため

その他

就学前保護者（n=619）

6.8

4.0

40.6

36.9

25.7

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

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望が

あったため

経済的な理由で早く復帰す

る必要があったため

人事異動や業務の節目の

時期に合わせるため

その他

就学前保護者（n=249）

68.0

6.6

9.0

11.5

23.0

0% 20% 40% 60% 80%

希望する保育所に入れな

かったため

自分や子どもなどの体調が

思わしくなかったため

配偶者や家族の希望が

あったため

職場の受け入れ態勢や業

務の節目の時期に合わせ

るため

子どもをみてくれる人がい

なかったため

その他

就学前保護者（n=122）

25.0

18.8

25.0

18.8

6.3

31.3

0% 10% 20% 30% 40%

希望する保育所に入れな

かったため

自分や子どもなどの体調が

思わしくなかったため

配偶者や家族の希望が

あったため

職場の受け入れ態勢や業

務の節目の時期に合わせ

るため

子どもをみてくれる人がい

なかったため

その他

就学前保護者（n=16）
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問 「現在も育児休業中である（あて名のお子さんが１歳未満）」方にうかがいます。もし、あて名のお子さん

が１歳（または２歳）になったときに必ず利用できる保育施設があるとすれば、１歳（または２歳）になるま

で育児休業を取得しますか。それとも、預けられても１歳（または２歳）になる前に仕事に復帰しますか。（そ

れぞれ１つに○） 

就問４０-６、ひ就問５２-６ 

 

・お母さんでは、「２歳になるまで育児休業を取得したい」の割合が最も高い。 

・お父さんでは、「１歳になる前に復帰したい」の割合が最も高い。 

 

 

（１）お母さん 

 

（２）お父さん 

 

 

  

12.4 30.2 16.1 39.7 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=242）

１歳になる前に復帰したい １歳になるまで育児休業を取得したい ２歳になる前に復帰したい

２歳になるまで育児休業を取得したい 無回答

48.1 18.5 11.1 18.5 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=27）

１歳になる前に復帰したい １歳になるまで育児休業を取得したい ２歳になる前に復帰したい

２歳になるまで育児休業を取得したい 無回答
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問 仕事と子育ての両立をするために何が必要だと思いますか。（あてはまる番号に３つまで○） 

母問１４、就問４１、小問３７、中高問３４、ひ就問５３、ひ小問４８、ひ中高問４５ 

 

・すべての保護者で「勤務先や職場の理解・協力が得られる環境」の割合が最も高い。 

 

 

  

72.8

58.0

37.0

34.6

21.0

44.4

18.5

16.0

2.5

0.0

78.6

61.8

19.9

23.4

12.5

55.7

19.0

21.0

4.6

3.6

84.7

64.3

11.9

17.9

20.5

68.3

14.8

16.5

4.8

1.0

81.2

51.8

10.6

13.2

19.0

61.4

13.7

15.9

3.8

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務先や職場の理解・協力が得られる環境

勤務時間に関する制度の充実（短時間勤務、フレックスタ

イム、テレワークなど）

産前産後休暇・育児休業制度の充実

男性の育児促進（男性が育児休業を利用しやすくするな

ど）

子育て後に再就職できる制度の充実

子どもが病気やケガをしたときに休暇を取りやすい環境

延長保育や一時保育などの各種保育サービスの充実

保育所等や放課後ルームの待機児童の解消

その他

無回答

母子健康手帳交付者（n=81）

就学前保護者（n=2743）

小学生保護者（n=1402）

中高生保護者（n=1151）
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１-１４．子育て環境や支援について 

（１）子育ての環境や支援への満足度（子育てのしやすさ） 

問 船橋市における子育ての環境や支援への満足度についてうかがいます。 

（母子健康手帳交付者：船橋市は子育てしやすいまちだと思いますか。）（１つに○） 

母問１５、就問４２、小問３８、中高問３５、ひ問４３、ひ就問５４、ひ小問４９、ひ中高問４６ 

 

・就学前ひとり親保護者の満足度が比較的低い傾向にある。 

・生活困難度別にみると、困窮層ほど満足度が低くなる傾向にある。 

 

1：低い                                 5：高い 

 

  

2.5

9.7

6.3

7.0

3.1

7.6

18.4

11.3

10.7

8.6

7.6

20.9

17.7

17.9

10.6

20.0

23.6

19.7

20.5

63.0

57.1

44.3

35.3

45.5

29.9

51.5

39.7

41.9

43.4

23.5

22.7

17.9

19.4

17.6

16.4

17.4

13.2

16.6

16.8

1.2

4.2

2.8

2.9

3.4

3.1

2.8

3.4

5.4

5.8

1.2

7.6

4.4

18.4

8.6

36.9

1.7

5.1

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子健康手帳交付者（n=81）

（前回調査）

★ 母子健康手帳交付者（n=119）

就学前保護者（n=2693）

（前回調査）

★ 就学前保護者（n=3229）

小学生保護者（n=1350）

（前回調査）

★ 小学生保護者（n=1535）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

1 2 3 4 5 無回答
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＜生活困難度別＞       

1：低い                                 5：高い 

 

 

 

  

23.7

11.9

7.3

18.7

9.0

9.3

27.2

23.1

19.1

24.6

19.3

18.7

33.9

44.1

47.0

37.4

42.5

45.9

8.5

15.0

18.6

12.6

20.8

15.6

2.7

2.3

3.1

3.8

6.8

5.3

4.0

3.6

4.9

2.9

1.6

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

1 2 3 4 5 無回答

・前回調査と比べると、満足度の平均値はやや下がった。 

・満足度の平均値が下がった要因を分析し、具体的なニーズに対応した支援策の検討が求められ

る。 
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（２）子育てをする上で感じること 

問 現在、子育てをする上で次のようなことを感じることはありますか。（それぞれ１つに○） 

就問４３、小問３９、中高問３６、ひ問４４、ひ就問５５、ひ小問５０、ひ中高問４７ 

 

① 子育てに喜びや生きがいを感じる 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で低い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 
  

63.9

48.3

46.3

47.7

48.1

42.7

31.3

42.8

43.3

42.5

39.1

40.2

3.9

7.8

8.9

8.6

9.0

12.1

1.0

2.3

2.6

1.1

1.5

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

45.5

47.2

58.0

44.4

48.4

43.6

41.5

42.8

35.7

39.5

39.1

41.5

10.7

8.3

5.4

12.0

9.3

10.3

1.8

1.3

2.6

2.5

1.5

1.5

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答



178 

 

② 子どもを育てるのは楽しい 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で低い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

  

64.8

49.9

47.7

50.6

46.8

40.6

31.0

41.6

43.5

38.5

40.9

44.6

3.3

7.0

7.3

10.3

8.7

10.8

1.2

1.2

1.8

2.1

1.8

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

47.3

51.7

58.6

43.0

46.3

43.6

42.4

38.4

35.8

42.4

42.9

42.1

8.9

7.5

4.5

10.5

9.3

10.3

1.7

2.9

1.2

1.1

1.2

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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③ 子どもの顔をみると気持ちが安らぐ 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、子どもの年齢が上がるにつれて低くなっている。 

 

 
＜生活困難度別＞       

  

80.9

70.5

65.7

70.1

64.2

57.3

17.2

25.8

29.0

25.3

30.2

31.5

1.3

3.0

4.1

3.4

3.6

7.9 1.4

1.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

66.5

70.5

76.1

63.5

62.1

59.8

28.6

24.7

21.1

29.5

29.8

30.7

4.5

3.6

2.0

5.0

7.1

5.5

1.2

1.1

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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④ 子どもがいると家庭が明るくなる 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、子どもの年齢が上がるにつれて低くなっている。 

 

 
＜生活困難度別＞       

  

88.6

82.6

77.2

79.3

77.0

67.5

10.1

15.6

19.2

18.4

18.2

22.4

1.2

2.6

1.7

2.3

6.8

1.2

1.8

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

74.1

83.6

85.3

71.3

75.5

71.4

24.1

14.2

12.8

23.1

18.3

19.6

1.4

1.1

3.5

5.0

5.1

1.2

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑤ 子どものことで、どうしたらよいかわからなくなる 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、全ての区分で 5割を超えている。 

 

 
＜生活困難度別＞       

  

11.5

12.6

11.1

17.8

15.3

17.3

49.2

48.7

44.8

47.7

54.2

45.5

29.3

29.4

31.0

25.3

21.5

26.0

9.5

9.0

12.7

8.0

7.4

9.6

1.1

1.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

23.7

14.7

10.6

24.0

15.2

12.4

49.1

49.1

48.0

50.3

50.6

46.7

19.6

27.3

30.5

17.3

23.9

29.7

7.1

8.4

10.4

7.6

9.6

8.6 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑥ 子どもの世話が嫌になる 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、子どもの年齢が上がるにつれて低くなっている。 

・生活困難度別にみると、「よく感じる」「時々感じる」の割合は、困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

4.8

4.9

3.4

6.3

4.3

5.4

40.3

36.9

27.7

43.1

39.1

27.8

31.5

37.0

40.7

28.7

29.9

32.2

22.9

20.9

27.7

20.7

25.1

32.9

1.1

1.5

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

9.8

6.7

3.9

6.1

5.3

4.4

42.9

40.9

35.8

37.4

32.9

32.4

25.9

30.6

36.0

30.4

30.1

31.8

21.0

21.3

23.8

25.1

31.4

28.4 2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑦ 子どもをたたきたくなることや、あたりたくなることがある 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、一般世帯、ひとり親世帯ともに中高生保護者で低い。 

・生活困難度別にみると、「よく感じる」「時々感じる」の割合は、一般世帯の困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

3.9

2.7

2.0

5.2

4.9

3.5

30.3

34.7

23.4

37.4

34.0

22.7

29.2

34.9

36.3

29.3

34.0

29.4

36.0

27.5

37.9

27.6

25.6

42.7

1.5

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

8.0

4.2

2.7

5.0

3.1

4.4

41.1

34.8

28.7

28.9

26.4

30.3

26.3

30.9

32.7

31.3

32.6

29.9

24.1

29.4

35.4

33.6

37.6

32.8

1.2

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑧ 自分の時間がとれず、自由がない 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、子どもの年齢が上がるにつれて低くなっている。 

・生活困難度別にみると、「よく感じる」「時々感じる」の割合は、困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

30.6

20.9

11.1

37.9

23.3

14.3

43.6

39.2

29.4

39.1

36.6

28.3

18.5

28.7

36.1

15.5

26.3

29.0

6.7

11.0

22.9

6.9

12.3

26.6

1.5

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

40.2

31.7

21.9

27.5

19.3

17.5

33.9

37.3

40.1

36.5

30.7

31.6

17.0

20.8

25.9

21.6

28.6

27.6

8.5

9.7

11.6

13.5

21.1

20.6 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑨ 親の責任として、子育てに不安や負担を感じる 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、「よく感じる」「時々感じる」の割合は、困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

15.1

14.5

11.9

25.9

22.3

22.7

40.9

40.8

37.2

42.5

40.9

36.9

29.0

30.9

33.0

22.4

23.5

23.1

14.5

13.4

17.2

8.6

11.8

15.6

1.5

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

30.4

19.2

12.7

30.7

21.1

18.7

37.5

43.8

39.7

40.6

40.7

37.3

21.9

23.8

31.7

17.3

23.6

26.9

9.8

12.8

15.3

10.2

14.3

14.5

1.2

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑩ 子育てに追われ、社会から孤立するように感じる 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、子どもの年齢が上がるにつれて低くなっている。 

・生活困難度別にみると、「よく感じる」「時々感じる」の割合は、一般世帯の困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

6.7

4.2

2.9

8.0

5.9

3.1

18.9

14.1

9.2

21.8

16.1

11.2

34.6

39.6

40.1

35.6

41.7

36.9

39.1

41.7

47.3

33.9

34.8

46.9

1.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

16.1

7.7

4.3

9.1

2.5

3.4

23.7

18.3

14.8

17.0

14.3

13.1

32.6

35.9

37.5

41.5

37.9

36.2

26.8

37.7

42.9

31.6

45.0

44.4 2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑪ 子育てによる身体の疲れを感じる 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、子どもの年齢が上がるにつれて低くなっている。 

・生活困難度別にみると、「よく感じる」「時々感じる」の割合は、一般世帯の困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

32.5

19.1

11.8

36.2

19.9

13.8

43.3

41.1

28.7

42.5

39.4

28.3

15.6

24.4

33.1

16.1

24.6

28.0

7.9

15.1

25.9

4.6

14.6

28.3

1.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

41.1

30.9

22.8

27.2

20.2

13.1

34.8

39.5

39.9

34.2

32.0

36.0

15.2

18.0

22.5

23.7

24.2

26.5

8.5

11.1

14.2

14.0

23.3

21.9 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑫ 子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できる相手が身近にいない 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、一般世帯よりもひとり親世帯で高い。 

・生活困難度別にみると、「よく感じる」「時々感じる」の割合は、困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

5.2

5.8

5.1

10.9

11.5

11.7

14.6

15.0

13.3

20.7

19.7

18.9

34.0

41.3

39.7

33.3

32.5

30.9

45.7

37.6

41.2

34.5

34.5

36.9

1.8

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

13.4

9.2

4.3

16.4

9.0

9.7

25.0

18.3

13.3

25.7

19.6

14.9

33.5

35.8

37.5

29.8

31.7

33.3

27.7

36.3

44.4

27.2

39.1

39.6 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑬ 子育てや教育にかかる出費がかさみ、費用面で厳しい 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、全ての区分で 5割を超えている。 

・生活困難度別にみると、「よく感じる」「時々感じる」の割合は、困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

17.9

22.8

32.1

39.1

32.2

47.2

34.1

36.2

36.3

33.9

37.3

31.1

30.9

27.3

18.9

19.5

19.9

11.7

16.6

13.4

12.1

6.3

9.0

8.4

1.1

1.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

68.3

39.8

17.1

63.5

34.8

28.6

25.4

40.6

34.8

27.2

37.3

35.8

4.9

13.9

30.7

6.7

19.6

19.8

5.2

17.0

1.5

8.1

13.3

1.2

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答



190 

 

⑭ 仕事や地域活動などの社会活動と子育ての両立が難しい 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、子どもの年齢が低いほど高い傾向がある。 

・生活困難度別にみると、「よく感じる」「時々感じる」の割合は、困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

  

20.9

16.5

8.7

25.3

23.8

16.8

33.8

35.1

27.6

34.5

36.1

30.1

28.3

31.7

41.1

24.1

26.1

31.5

16.4

16.4

22.3

15.5

12.5

19.9

1.5

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

36.6

24.4

15.1

30.1

15.8

16.6

33.9

36.3

32.2

32.2

35.7

31.2

17.4

26.6

33.4

23.4

30.4

30.9

11.6

12.3

18.7

13.5

17.7

18.5 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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⑮ 船橋市は「子育てにやさしいまちである」と感じる 

 

・「よく感じる」「時々感じる」の割合は、概ね 4割程度である。 

・生活困難度別にみると、「全く感じない」の割合は、一般世帯の困窮層で高い。 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

5.5

4.7

4.4

9.2

7.9

8.6

33.5

36.4

36.4

29.3

38.1

35.8

45.1

48.1

47.5

42.0

41.7

42.8

15.2

10.4

11.2

19.0

10.7

11.0

1.5

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者（n=2693）

小学生保護者（n=1350）

中高生保護者（n=1074）

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

4.9

4.2

5.2

7.6

9.6

8.2

28.1

29.7

36.0

29.8

41.9

35.4

42.0

46.9

46.6

44.4

38.5

43.6

24.6

18.8

11.6

17.3

9.6

10.1 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【一般】

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4253）

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

・肯定的な子育てに関する感情（例えば、「子どもがいると家庭が明るくなる」）に関しては、す

べての区分で高い実感率を示している。 

・子育てに喜びを感じる方が多い中、一方で、不安や難しさを抱える方も存在することがわかっ

た。 
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（３）子育てがしやすくなると思う環境 

問 これまでの経験や、これからのことを考えて、どのような環境が整えば、もっと子育てがしやすくなると

思いますか。（あてはまる番号に３つまで○） 

母問１６、就問４４、小問４０、中高問３７、ひ就問５６、ひ小問５１、ひ中高問４８ 

 

・すべての区分で「医療費や保育料、教育費など、子育てにかかる経済的負担が軽減された環境」

の割合が最も高い。 

 

＜生活困難度別＞         

 

  

48.1

43.2

16.0

14.8

14.8

8.6

32.1

4.9

2.5

69.1

12.3

42.0

1.2

40.2

42.7

31.5

9.1

8.2

7.5

34.9

4.6

5.3

61.8

15.7

37.9

2.0

18.4

53.6

24.0

10.5

3.1

5.1

35.6

4.3

6.4

65.9

17.0

42.2

1.6

21.9

30.7

17.7

11.0

4.0

4.8

31.6

7.1

10.9

71.7

12.4

42.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80%

保育園などの入園希望者が全

て受け入れられる環境

子どもたちが安心して遊べる場

所が身近にある環境

放課後ルームなど、小学校就学

後に放課後安心して子どもが過

ごせる環境

発達が気になる子どものための

施設や相談窓口等の支援が充

実した環境

妊産婦健康診査や乳幼児健康

診査、予防接種などの母子保健

対策が充実した環境

親子が気軽に集え、交流できる

場が身近にある環境

困った時や緊急時などに、安心

して子どもを預けられる環境

子育てに関する情報が手に入る

環境

困った時に、子育ての悩みを相

談できる環境

医療費や保育料、教育費など、

子育てにかかる経済的負担が

軽減された環境

周囲の方から子どもや子育て世

帯がやさしく見守られる環境

子育てについて勤務先や職場

の理解・協力が得られ、働きや

すい職場環境

無回答

母子健康手帳交付者（n=81）

就学前保護者（n=2743）

小学生保護者（n=1402）

中高生保護者（n=1151）

25.8

40.4

19.6

11.6

5.8

5.1

32.7

8.7

10.9

76.4

15.3

36.4

2.2

30.7

40.0

24.7

9.8

7.6

4.7

32.5

5.5

5.8

71.5

12.1

37.0

2.2

30.7

43.6

27.2

9.8

5.7

6.6

34.8

4.8

6.7

63.3

15.9

40.7

2.0

0% 20% 40% 60% 80%

保育園などの入園希望者が全

て受け入れられる環境

子どもたちが安心して遊べる場

所が身近にある環境

放課後ルームなど、小学校就学

後に放課後安心して子どもが過

ごせる環境

発達が気になる子どものための

施設や相談窓口等の支援が充

実した環境

妊産婦健康診査や乳幼児健康

診査、予防接種などの母子保健

対策が充実した環境

親子が気軽に集え、交流できる

場が身近にある環境

困った時や緊急時などに、安心

して子どもを預けられる環境

子育てに関する情報が手に入る

環境

困った時に、子育ての悩みを相

談できる環境

医療費や保育料、教育費など、

子育てにかかる経済的負担が

軽減された環境

周囲の方から子どもや子育て世

帯がやさしく見守られる環境

子育てについて勤務先や職場

の理解・協力が得られ、働きや

すい職場環境

無回答

困窮層（n=275）

周辺層（n=687）

一般層（n=4334）

・子育てにかかる経済的負担の軽減について、すべての区分で最も要望されている。 

・仕事と育児の両立を支援するための職場環境や、緊急時の子どもの預け先の確保の要望も多

い。 
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１-１５．ひとり親家庭について（就労、資格、養育費、親子交流について） 

（１）年齢 

問 あなたの現在の年齢と、ひとり親もしくは養育者になったときの年齢を、それぞれ□の中にご記入くださ

い。 

ひ問２０、ひ就問６、ひ小問６、ひ中高問６ 

 

① 現在の年齢 

 

・各調査対象の現在の年齢は以下のとおりとなっている。 

 

 

 

② ひとり親もしくは養育者になったときの年齢 

 

・各調査対象のひとり親もしくは養育者になったときの年齢は以下のとおりとなっている。 

 

 

  

20.1

3.1

51.1

41.9

13.3

25.3

44.8

53.7

1.7

9.2

32.3

1.7

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 不明・無回答

4.0

1.3

33.9

23.5

14.9

46.0

46.3

39.9

11.5

24.0

35.5

1.7

2.3

7.5

2.9

2.6

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 不明・無回答
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（２）ひとり親になった事情 

問 ひとり親もしくは養育者になったご事情はなんですか。（１つに○） 

ひ問２１、ひ就問７、ひ小問７、ひ中高問７ 

 

・各調査対象のひとり親もしくは養育者になった事情は以下のとおりとなっている。 

 

 

  

67.8

74.4

80.8

77.4

8.6

14.3

12.1

9.8

19.5

9.5

4.7

8.4

3.4

1.0

1.9

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=1445）

離婚 死別 未婚 その他 無回答
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（３）就労状況 

問 あなたの雇用形態・職種に関して、「ひとり親もしくは養育者になる以前」と「現在」の状況を教えてくだ

さい。（それぞれ選択肢からあてはまる番号を記入） 

ひ問２８、ひ就問２４、ひ小問２７、ひ中高問２７ 

 

【雇用形態】 

 

・「ひとり親もしくは養育者になる以前」より「現在」のほうが「正社員・正規職員」の割合が高

くなっている。 

 

① ひとり親もしくは養育者になる以前 

 
＜生活困難度別＞       

 

  

35.1

30.7

22.9

19.3

4.6

7.9

8.6

5.1

40.2

34.8

39.5

35.8

2.3

3.6

4.9

3.9

17.2

19.2

21.3

22.8

1.3

3.5

2.0

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=1445）

正社員・正規職員 会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（内職、自由業、フリーランスを含む。） 働いていない（専業主婦／主夫を含む。）

その他 無回答

21.1

26.4

32.8

5.3

8.7

8.8

45.3

36.6

33.7

5.3

4.7

2.7

20.5

21.7

18.3

1.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

正社員・正規職員 会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（内職、自由業、フリーランスを含む。） 働いていない（専業主婦／主夫を含む。）

その他 無回答
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② 現在 

 

＜生活困難度別＞       

 

  

36.2

39.9

41.6

33.3

1.2

5.2

10.2

10.3

7.3

38.5

32.2

26.0

34.4

2.9

5.1

5.4

3.6

15.5

7.2

10.7

9.2

1.7

3.6

3.1

4.8

1.3

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=1445）

正社員・正規職員 会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（内職、自由業、フリーランスを含む。） 働いていない（専業主婦／主夫を含む。）

その他 無回答

25.4

37.9

52.4 1.1

8.8

8.4

10.9

38.9

34.5

20.6

6.7

5.9

2.9

15.5

8.1

7.8

4.1

3.7

1.9

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

正社員・正規職員 会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（内職、自由業、フリーランスを含む。） 働いていない（専業主婦／主夫を含む。）

その他 無回答
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【職種】 

 

・「ひとり親もしくは養育者になる以前」より「現在」のほうが「専門的な知識や技術を必要とす

る仕事」に就く割合が高くなっている。 

 

① ひとり親もしくは養育者になる以前 

 
＜生活困難度別＞       

 

※2.0％未満はラベル非表示 

 

  

4.6

2.3

12.6

15.3

16.6

12.6

20.1

21.0

20.1

25.4

8.6

13.6

11.2

13.6

27.6

21.2

22.0

27.5

3.4

4.1 2.3

16.7

14.1

15.6

7.1

5.2

9.5

7.2

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=982）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答

2.3

2.7

12.9

14.9

18.1

15.5

23.3

21.9

14.0

10.6

10.5

27.2

22.0

19.8

2.3

2.5

15.8

18.9

12.2

7.9

3.1

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答
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② 現在 

 
＜生活困難度別＞       

 

※2.0％未満はラベル非表示 

 

  

5.7

3.0

16.1

21.2

22.0

15.2

23.6

26.1

22.6

28.9

6.9

8.4

7.0

10.4

16.1

15.6

15.4

22.7

2.3

2.6

3.3

4.7 3.0

21.3

14.6

17.1

7.8

6.3

6.1

4.9

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=1445）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答

2.6

4.2

14.9

20.2

25.5

18.4

25.8

26.7

8.5

7.8

6.5

19.9

15.2

12.6

3.2

2.5

2.9 1.1

2.5

20.5

20.5

12.0

7.6

2.5

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答
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問 就労日数や就労時間、また家を出る時刻、家に帰る時刻をお答えください。 

ひ問２８-１、ひ就問２４-１、ひ小問２７-１、ひ中高問２７-１ 

 

① １週あたりの就労日数 

・「5日」の割合が最も高い。 

 

 

② １日あたりの就労時間 

・就労時間は、子どもの学年が上がるほど長い。 

 

 

③ 家を出る時刻 

・家を出る時刻は、「7時台」「8時台」が多い。 

 

 
  

1.4

1.4

1.8

5.4

4.5

2.8

8.2

11.2

7.4

76.9

69.8

73.7

7.5

8.4

10.6

4.2

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=147）

小学生ひとり親保護者（n=358）

中高生ひとり親保護者（n=502）

1日以下 2日 3日 4日 5日 6日以上 不明・無回答

3.4

1.1

2.6

11.6

8.7

7.0

46.9

33.8

22.7

36.7

45.3

53.4

1.4

5.6

9.2

1.1

3.0

4.5

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=147）

小学生ひとり親保護者（n=358）

中高生ひとり親保護者（n=502）

4時間未満 4～5時間 6～7時間 8～9時間 10～11時間 12時間以上 不明・無回答

6.1

7.5

10.0

1.4

34.0

38.5

35.3

47.6

36.0

35.7

7.5

9.8

7.8

3.4

2.8

7.8

5.0

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=147）

小学生ひとり親保護者（n=358）

中高生ひとり親保護者（n=502）

6時より前 6時台 7時台 8時台 9時台 10時以降 不明・無回答
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④ 家に帰る時刻 

・家に帰る時刻は、子どもの学年が上がるほど遅い傾向がみられる。 

 

 

 

（４）転職希望 

問 あなたは現在、おもな仕事について転職する希望がありますか。（１つに○） 

ひ問２９、ひ就問２５、ひ小問２８、ひ中高問２８ 

 

・「転職したい」割合は、すべての世帯で 3割台となっている。 

 

 
 

  

6.8

5.6

7.4

5.4

6.1

5.0

23.1

23.7

15.5

61.2

51.7

49.2

3.4

7.8

19.7

5.0

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=147）

小学生ひとり親保護者（n=358）

中高生ひとり親保護者（n=502）

12時より前 12～15時台 16～17時台 18～19時台 20時以降 不明・無回答

32.7

33.8

31.7

61.6

61.7

62.6

5.7

4.5

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=159）

小学生ひとり親保護者（n=376）

中高生ひとり親保護者（n=537）

転職したい 転職するつもりはない 無回答
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問 「転職したい」とお考えの方は、どのような点を重視して新しい仕事・職場を選びますか。また、「転職す

るつもりはない」とお考えの方は、現在の仕事・職場のどの点に満足していますか。（あてはまる番号すべてに

○） 

ひ問２９-１、ひ就問２５-１、ひ小問２８-１、ひ中高問２８-１ 

 

・就学前ひとり親保護者や小学生ひとり親保護者では「休暇が取りやすい」「土日に休める」の割

合が高い。 

・中高生ひとり親保護者では「社会保険や雇用保険に入れる」「自分に合った仕事である」の割合

が高い。 

 

 
  

26.7

54.7

36.0

48.7

32.0

41.3

16.7

17.3

30.7

40.0

10.7

15.3

27.3

41.3

3.3

15.3

24.0

43.7

39.6

44.3

35.1

41.8

15.6

18.4

34.5

34.5

8.9

8.4

29.2

39.0

4.7

15.9

26.5

37.9

34.2

28.5

33.0

43.9

10.1

22.7

38.7

23.1

4.9

10.5

21.5

36.4

4.7

11.3

0% 20% 40% 60% 80%

身分が安定している

休暇が取りやすい

十分な収入が得られる

土日に休める

通勤時間が短い

社会保険や雇用保険に入れる

在宅でできる

経験や能力が発揮できる

自分に合った仕事である

就業時間に融通がきく

労働時間が短い

技術・技能を身につけられる

残業がない（少ない）

人間関係がよい

その他

無回答

就学前ひとり親保護者（n=150）

小学生ひとり親保護者（n=359）

中高生ひとり親保護者（n=506）
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（５）副業について 

問 あなたは現在、おもな仕事以外に別の仕事（副業）をしていますか。（１つに○） 

ひ問３０、ひ就問２６、ひ小問２９、ひ中高問２９ 

 

・「している」の割合は、困窮層でやや高い。 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

問 別の仕事（副業）は１週間あたり、平均して何時間くらい働いていますか。また、勤務時間帯について、

次の選択肢の番号を□の中にご記入ください。 

ひ問３０-１、ひ就問２６-１、ひ小問２９-１、ひ中高問２９-１ 

 

※該当者が少ないため、副業に関してはグラフのみの掲載とする。 

 

① 勤務時間 

 
  

6.9

6.9

7.4

89.3

90.7

89.4

3.8

2.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者

（n=159）

小学生ひとり親保護者

（n=376）

中高生ひとり親保護者

（n=537）

している していない 無回答

8.6

7.6

5.9

87.2

91.4

90.7

4.2

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=313）

周辺層（n=301）

一般層（n=460）

している していない 無回答

90.9

92.3

90.0

3.8

7.5

9.1

3.8

2.5

80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=11）

小学生ひとり親保護者（n=26）

中高生ひとり親保護者（n=40）

～20時間未満 20～40時間 40～60時間未満 60時間以上 不明・無回答
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＜生活困難度別＞       

 

 

② 勤務時間帯 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

 

 

  

92.6

82.6

96.3

7.4

8.7 8.7

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=27）

周辺層（n=23）

一般層（n=27）

～20時間未満 20～40時間 40～60時間未満 60時間以上 不明・無回答

18.2

7.7

2.5

9.1

7.7

17.5

18.2

23.1

15.0

9.1

26.9

12.5

7.7

5.0

45.5

23.1

45.0

3.8

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=11）

小学生ひとり親保護者（n=26）

中高生ひとり親保護者（n=40）

早朝（5時～8時頃） 昼間（8時～12時頃） 昼間（12時～17時頃）

夕方～夜（17時～22時頃） 深夜（22時～翌日5時頃） 終日勤務（24時間勤務）

その他 無回答

11.1

4.3

3.7

11.1

21.7

7.4

11.1

17.4

25.9

22.2

13.0

14.8

3.7

4.3

7.4

40.7

39.1

33.3 7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=27）

周辺層（n=23）

一般層（n=27）

早朝（5時～8時頃） 昼間（8時～12時頃） 昼間（12時～17時頃）

夕方～夜（17時～22時頃） 深夜（22時～翌日5時頃） 終日勤務（24時間勤務）

その他 無回答
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問 どのような副業をしていますか。（選択肢からあてはまる番号を記入） 

ひ問３０-２、ひ就問２６-２、ひ小問２９-２、ひ中高問２９-２ 

 

 

＜生活困難度別＞       

 

 

 

 

 

  

18.2

19.2

30.0

9.1

7.7

2.5

19.2

10.0

54.5

23.1

30.0

3.8

2.5 5.0

18.2

19.2

20.0

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=11）

小学生ひとり親保護者（n=26）

中高生ひとり親保護者（n=40）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答

7.4

30.4

37.0

3.7

8.7

3.7

11.1

8.7

14.8

55.6

26.1

11.1

4.3

3.7

8.7

22.2

13.0

22.2 7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=27）

周辺層（n=23）

一般層（n=27）

管理的な仕事 専門的な知識や技術を必要とする仕事 事務的な仕事

販売の仕事 サービスの仕事 農林漁業の仕事

生産工程の仕事 輸送・機械運転の仕事 建設の仕事

運搬・清掃の仕事 その他 無回答
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問 副業から得る年収はどのくらいですか。 

ひ問３０-３、ひ就問２６-３、ひ小問２９-３、ひ中高問２９-３ 

 

 
＜生活困難度別＞       

 
  

27.3

26.9

20.0

18.2

7.7

12.5

23.1

30.0

36.4

23.1

7.5

9.1

7.7

22.5

7.7

7.5

9.1

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=11）

小学生ひとり親保護者（n=26）

中高生ひとり親保護者（n=40）

５万円未満 ５～１０万円未満 １０～２５万円未満 ２５～５０万円未満

５０～１００万円未満 １００万円以上 不明・無回答

25.9

21.7

22.2

14.8

8.7

11.1

18.5

39.1

14.8

14.8

17.4

18.5

18.5

13.0

14.8

3.7

14.8

3.7

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=27）

周辺層（n=23）

一般層（n=27）

５万円未満 ５～１０万円未満 １０～２５万円未満 ２５～５０万円未満

５０～１００万円未満 １００万円以上 不明・無回答
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（６）就労意向 

問 現在「働いていない」方にうかがいます。あなたは現在働きたいと思っていますか。（１つに○） 

ひ問３１、ひ就問２７、ひ小問３０、ひ中高問３０ 

 

・小学生ひとり親世帯で「すぐ働きたい」割合が高い。 

・生活困難度別にみると、周辺層で「すぐ働きたい」割合が高い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 

  

18.5

25.0

11.5

66.7

60.7

63.9

7.4

3.6

19.7

7.4

10.7

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=27）

小学生ひとり親保護者（n=28）

中高生ひとり親保護者（n=61）

すぐ働きたい 今は働けないが、今後働きたい 働く予定はない 無回答

17.0

23.1

10.8

66.0

65.4

59.5

9.4

11.5

18.9

7.5

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=53）

周辺層（n=26）

一般層（n=37）

すぐ働きたい 今は働けないが、今後働きたい 働く予定はない 無回答
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問 働いていない（働けない）理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

ひ問３１-１、ひ就問２７-１、ひ小問３０-１、ひ中高問３０-１ 

 

・就学前ひとり親世帯では「子どもの世話をしてくれる人がいないため」の割合が高い。 

 

＜生活困難度別＞          

  

  

11.1

3.7

14.8

25.9

3.7

14.8

59.3

3.7

25.9

29.6

3.7

7.4

17.9

10.7

10.7

25.0

17.9

17.9

21.4

7.1

46.4

32.1

17.9

7.1

6.6

0.0

4.9

14.8

21.3

14.8

14.8

8.2

54.1

19.7

14.8

6.6

17.5

7.5

25.0

50.0

12.5

12.5

20.0

22.5

2.5

0% 20% 40% 60% 80%

就職活動しているが採用さ

れないため

仕事の探し方がわからない

ため

収入について条件の合う仕

事がないため

時間について条件の合う仕

事がないため

年齢的に条件の合う仕事が

ないため

仕事に必要な専門知識や

資格がないため

子どもの世話をしてくれる人

がいないため

家族の介護・介助のため

病気（病弱）や障害のため

子育てを優先したいため

その他

無回答

就学前ひとり親保護者（n=27）

小学生ひとり親保護者（n=28）

中高生ひとり親保護者（n=61）

（前回調査）★ ひとり親保護者（n=1445）

18.9

5.7

13.2

24.5

13.2

15.1

32.1

9.4

49.1

22.6

9.4

7.5

7.7

3.8

3.8

19.2

23.1

19.2

19.2

7.7

42.3

30.8

15.4

0.0

0.0

0.0

5.4

13.5

16.2

13.5

24.3

2.7

43.2

24.3

16.2

10.8

0% 20% 40% 60%

就職活動しているが採用さ

れないため

仕事の探し方がわからない

ため

収入について条件の合う仕

事がないため

時間について条件の合う仕

事がないため

年齢的に条件の合う仕事が

ないため

仕事に必要な専門知識や

資格がないため

子どもの世話をしてくれる人

がいないため

家族の介護・介助のため

病気（病弱）や障害のため

子育てを優先したいため

その他

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=53）

周辺層（n=26）

一般層（n=37）
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問 どのような状況になれば働きたいと思いますか。（１つに○） 

ひ問３１-２、ひ就問２７-２、ひ小問３０-２、ひ中高問３０-２ 

 

・就学前ひとり親世帯では「子どもの保育の手立てができたら」の割合が高い。 

・小学生、中高生ひとり親世帯では「自分の問題（健康など）が解決したら」の割合が高い。 

 

 
＜生活困難度別＞       

 

 

  

27.8

11.8

2.6

10.7

16.7 11.1

11.8

12.8

19.6

22.2

35.3

41.0

51.8

5.1

10.7

2.6

14.3

5.6

23.5

25.6

14.3

16.7

17.6

10.3

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=18）

小学生ひとり親保護者（n=17）

中高生ひとり親保護者（n=39）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=1445）

子どもの保育の手立てができたら 子どもが小学校に入学したら 子どもの問題（健康など）が解決したら

自分の問題（健康など）が解決したら 学校や職業訓練などが終了したら 仕事に必要な資格や技能を身につけたら

その他 無回答

8.6

17.6

9.1

17.6

14.3

5.9

13.6

42.9

23.5

31.8

5.7

5.9

14.3

29.4

22.7

14.3

22.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=35）

周辺層（n=17）

一般層（n=22）

子どもの保育の手立てができたら 子どもが小学校に入学したら 子どもの問題（健康など）が解決したら

自分の問題（健康など）が解決したら 学校や職業訓練などが終了したら 仕事に必要な資格や技能を身につけたら

その他 無回答
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（７）資格 

問 実際の仕事で役立っている資格はありますか。また、今後取得したい資格や免許はありますか。（選択肢

からあてはまる番号を記入） 

ひ問３２、ひ就問２８、ひ小問３１、ひ中高問３１ 

 

① 実際の仕事で役立っている資格 

 

・「ホームヘルパー、介護職員初任者研修修了、実務者研修修了」「パソコン」「介護福祉士」「保

育士」の割合が比較的高い。 

＜生活困難度別＞           

  

2.9

5.2

0.0

1.1

0.0

2.3

0.0

3.4

0.6

0.6

4.6

2.9

0.6

0.0

2.3

2.9

0.0

10.3

66.1

1.5

4.9

2.0

3.3

0.5

2.6

1.5

5.6

3.1

1.8

4.3

5.4

0.0

0.0

0.8

3.3

0.0

9.5

58.3

3.8

6.6

1.7

2.8

0.5

1.0

2.8

5.1

0.7

0.5

5.1

4.4

0.0

0.2

3.3

2.1

0.2

9.4

56.8

4.9

5.2

1.0

2.6

0.8

1.2

1.7

5.9

1.7

0.6

4.4

3.6

0.1

0.0

1.3

2.5

7.5

62.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

簿記

ホームヘルパー、介護職員初任

者研修修了、実務者研修修了

教員

看護師

准看護師

調理師

理・美容師

パソコン

外国語

栄養士

介護福祉士

保育士

理学療法士

作業療法士

大型、第二種自動車免許

医療事務

行政書士

その他

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）★ ひとり親保護者（n=1445）

2.6

9.1

1.2

1.2

0.3

1.2

3.5

3.8

0.9

1.2

5.0

3.2

0.3

0.0

2.3

2.0

0.3

8.2

62.3

3.7

4.0

0.9

2.8

0.6

3.4

1.6

7.1

1.9

1.2

4.7

4.0

0.0

0.3

1.2

4.7

0.0

10.9

55.0

2.5

4.6

2.3

3.8

0.4

1.1

1.1

4.6

1.7

0.6

4.6

5.7

0.0

0.0

2.9

1.7

0.0

9.7

58.7

0% 50% 100%

簿記

ホームヘルパー、介護職員初任

者研修修了、実務者研修修了

教員

看護師

准看護師

調理師

理・美容師

パソコン

外国語

栄養士

介護福祉士

保育士

理学療法士

作業療法士

大型、第二種自動車免許

医療事務

行政書士

その他

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）
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＜実際の仕事で役立っている資格×「現在」の雇用形態・職種のクロス＞   

 

  

簿記 ホーム

ヘル

パー、

介護職

員初任

者研修

修了、

実務者

研修修

了

教員 看護師 准看護

師

調理師 理・美

容師

パソコ

ン

外国語 栄養士 介護福

祉士

保育士 理学療

法士

作業療

法士

大型、

第二種

自動車

免許

医療事

務

行政書

士

その他 無回答

正社員・正規職員

（n=458）
3.9 6.1 1.7 5.2 0.9 1.5 1.1 6.1 2.2 1.1 8.5 7.2 0.2 0.2 3.7 3.7 0.0 11.8 45.6

会社役員（n=9） 11.1 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 11.1 11.1 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 33.3

嘱託・契約社員・派

遣職員（n=109）
3.7 5.5 0.9 0.0 0.0 1.8 1.8 11.9 1.8 0.9 3.7 1.8 0.0 0.0 0.9 1.8 0.0 6.4 61.5

パート・アルバイ

ト・日雇い・非常勤

職員（n=342）

1.5 6.1 1.5 1.2 0.0 1.8 1.8 2.3 0.3 0.9 1.8 4.1 0.0 0.0 0.9 1.8 0.0 7.9 70.5

自営業（内職、自由

業、フリーランスを

含む。）（n=56）

0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 1.8 12.5 7.1 3.6 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3.6 0.0 1.8 14.3 53.6

働いていない（専業

主婦／主夫を含

む。）（n=116）

2.6 6.0 2.6 0.9 0.0 3.4 0.9 2.6 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 1.7 0.0 4.3 79.3

その他（n=35） 5.7 8.6 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0 2.9 2.9 2.9 8.6 0.0 0.0 0.0 2.9 8.6 0.0 14.3 48.6

管理的な仕事

（n=34）
5.9 11.8 0.0 2.9 0.0 2.9 2.9 8.8 2.9 0.0 11.8 5.9 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 14.7 47.1

専門的な知識や技術

を必要とする仕事

（n=237）

0.8 11.4 5.9 11.4 0.8 0.0 5.9 4.2 1.3 1.7 9.3 14.8 0.0 0.4 1.7 1.7 0.4 13.1 24.9

事務的な仕事

（n=273）
8.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 12.1 2.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 1.1 6.6 0.0 5.9 65.6

販売の仕事（n=85） 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 15.3 78.8

サービスの仕事

（n=177）
0.0 8.5 0.0 0.6 0.6 4.0 2.3 3.4 2.3 1.1 9.0 0.6 0.0 0.0 1.7 0.6 0.0 7.9 67.2

農林漁業の仕事

（n=5）
0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 60.0

生産工程の仕事

（n=33）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 78.8

輸送・機械運転の仕

事（n=15）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 20.0 40.0

建設の仕事（n=8） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 0.0 0.0 12.5 50.0

運搬・清掃の仕事

（n=16）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 87.5

その他（n=193） 2.6 7.8 2.1 0.5 0.5 4.1 1.6 2.6 1.0 2.1 5.2 4.7 0.0 0.0 2.6 3.6 0.0 8.3 61.7

現

在

の

雇

用

形

態

現

在

の

職

種

割合（％）
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② 今後取得したい資格 

 

・「パソコン」「簿記」「医療事務」の割合が比較的高い。 

 

＜生活困難度別＞           

  
  

10.9

4.6

0.0

2.3

0.6

2.3

0.6

11.5

2.9

2.9

4.6

1.7

1.1

0.0

2.3

7.5

3.4

13.8

49.4

6.1

1.5

0.3

3.1

2.0

4.1

0.5

14.3

4.9

1.5

2.6

2.6

1.3

0.5

4.3

6.1

1.3

10.5

54.0

4.5

2.8

0.3

1.4

0.9

2.1

0.3

10.5

5.1

2.3

4.9

1.7

0.3

0.3

2.6

4.2

1.7

9.6

60.7

5.4

4.3

0.6

3.3

1.2

2.4

1.0

13.6

4.9

1.5

3.5

3.1

1.0

1.0

3.7

7.3

7.5

56.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

簿記

ホームヘルパー、介護職員初任

者研修修了、実務者研修修了

教員

看護師

准看護師

調理師

理・美容師

パソコン

外国語

栄養士

介護福祉士

保育士

理学療法士

作業療法士

大型、第二種自動車免許

医療事務

行政書士

その他

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

（前回調査）★ ひとり親保護者（n=1445）

8.2

4.1

0.6

3.2

1.8

4.4

0.9

13.2

5.3

4.7

4.7

2.6

1.2

0.9

5.3

7.9

2.3

12.6

47.7

6.5

2.8

0.3

1.2

0.9

3.1

0.3

18.6

6.5

1.2

3.1

2.5

0.6

0.3

1.9

6.8

1.9

9.6

53.4

4.2

1.5

0.0

1.9

1.1

1.5

0.2

6.7

2.9

0.8

4.2

1.3

0.6

0.0

2.5

2.5

1.5

9.7

65.3

0% 50% 100%

簿記

ホームヘルパー、介護職員初任

者研修修了、実務者研修修了

教員

看護師

准看護師

調理師

理・美容師

パソコン

外国語

栄養士

介護福祉士

保育士

理学療法士

作業療法士

大型、第二種自動車免許

医療事務

行政書士

その他

無回答

【ひとり親】

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）
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＜今後取得したい資格×「現在」の雇用形態・職種のクロス＞           

 

 

  

簿記 ホーム

ヘル

パー、

介護職

員初任

者研修

修了、

実務者

研修修

了

教員 看護師 准看護

師

調理師 理・美

容師

パソコ

ン

外国語 栄養士 介護福

祉士

保育士 理学療

法士

作業療

法士

大型、

第二種

自動車

免許

医療事

務

行政書

士

その他 無回答

正社員・正規職員

（n=458）
7.2 2.4 0.0 2.8 1.3 2.4 0.0 11.8 5.9 2.2 4.4 1.3 1.1 0.2 2.8 4.4 2.6 13.3 53.3

会社役員（n=9） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 55.6

嘱託・契約社員・派

遣職員（n=109）
11.0 1.8 0.9 0.9 1.8 1.8 0.0 19.3 2.8 0.9 2.8 3.7 0.9 0.9 1.8 4.6 0.0 10.1 47.7

パート・アルバイ

ト・日雇い・非常勤

職員（n=342）

5.3 3.2 0.3 1.2 1.2 3.5 0.6 12.6 2.6 2.0 4.7 1.5 0.0 0.3 3.8 7.0 1.8 8.2 61.1

自営業（内職、自由

業、フリーランスを

含む。）（n=56）

1.8 3.6 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 7.1 0.0 1.8 1.8 3.6 0.0 3.6 7.1 3.6 10.7 66.1

働いていない（専業

主婦／主夫を含

む。）（n=116）

2.6 2.6 0.9 0.9 0.9 3.4 0.9 10.3 5.2 4.3 3.4 2.6 0.9 0.9 3.4 5.2 0.9 6.9 62.1

その他（n=35） 5.7 2.9 0.0 14.3 2.9 5.7 2.9 8.6 5.7 2.9 2.9 8.6 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 11.4 45.7

管理的な仕事

（n=34）
2.9 0.0 0.0 5.9 2.9 0.0 0.0 11.8 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 14.7 64.7

専門的な知識や技術

を必要とする仕事

（n=237）

3.4 2.5 0.0 2.5 2.1 3.4 0.4 8.9 8.4 1.3 6.8 3.0 1.3 0.4 2.5 4.6 3.0 11.0 55.7

事務的な仕事

（n=273）
14.7 3.3 0.0 2.2 0.4 1.5 0.4 12.8 4.8 2.2 3.3 0.0 0.7 0.0 1.5 6.6 1.8 11.0 52.4

販売の仕事（n=85） 7.1 1.2 0.0 0.0 2.4 3.5 0.0 20.0 4.7 2.4 0.0 1.2 0.0 0.0 5.9 5.9 1.2 7.1 56.5

サービスの仕事

（n=177）
4.0 2.8 0.0 1.1 1.1 2.8 0.6 14.7 3.4 2.3 5.6 2.8 0.6 0.6 3.4 7.3 2.3 10.7 54.8

農林漁業の仕事

（n=5）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 80.0

生産工程の仕事

（n=33）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 12.1 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 6.1 9.1 63.6

輸送・機械運転の仕

事（n=15）
0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 6.7 0.0 20.0 6.7 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 6.7 46.7

建設の仕事（n=8） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 62.5

運搬・清掃の仕事

（n=16）
0.0 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5

その他（n=193） 3.6 3.6 1.0 2.6 0.5 3.6 1.0 13.5 4.1 3.1 3.1 2.6 1.6 1.0 3.1 5.2 0.5 13.5 54.9

現

在

の

雇

用

形

態

現

在

の

職

種

割合（％）
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（８）養育費についての相談 

問 あなたは、お子さんの養育費のことで、だれか（どこか）に相談しましたか。（あてはまる番号すべてに

○） 

ひ問３５、ひ就問３３、ひ小問３６、ひ中高問３６ 

 

・「親族」「弁護士」の割合が高い。 

 

 

  

33.5

12.7

3.8

10.8

1.3

22.2

3.2

0.6

2.5

43.0

1.3

29.2

11.1

3.3

8.1

0.3

18.1

10.8

0.0

3.9

43.7

0.9

24.5

11.3

2.4

8.2

1.2

16.7

11.1

0.2

2.6

48.9

0.4

0% 20% 40% 60% 80%

親族

知人・隣人

養育費等相談支援センター

県・市区町村窓口（母子・父子自立支援員等）

母子・父子福祉団体

弁護士

家庭裁判所

ＮＰＯ法人

その他

相談していない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=158）

小学生ひとり親保護者（n=332）

中高生ひとり親保護者（n=497）
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（９）養育費についての取り決め 

問 子どもの養育費について取り決めをしていますか。（１つに○） 

ひ問３６、ひ就問３４、ひ小問３７、ひ中高問３７ 

 

・「取り決めしている」割合は、約半数となっている。 

・「取り決めしている」割合は、養育費の受給を受けている人で高い。 

 

＜生活困難度別＞          

 

＜養育費の取り決め状況×受給状況のクロス＞          

 

  

51.9

54.2

54.1

49.0

47.5

45.8

44.9

48.9

1.0

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者

（n=158）

小学生ひとり親保護者

（n=332）

中高生ひとり親保護者

（n=497）

（前回調査）

★ ひとり親保護者

（n=1240）

取り決めしている 取り決めしていない 無回答

47.0

60.1

54.8

52.7

39.9

43.9 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=317）

周辺層（n=276）

一般層（n=396）

取り決めしている 取り決めしていない 無回答

95.0

66.9

16.8

5.0

33.1

82.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も受けている（n=378）

受けたことがあるが現在は受けていない（n=136）

受けたことがない（n=463）

取り決めしている 取り決めしていない 無回答
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問 「取り決めしている」方にうかがいます。養育費の取り決め方法を教えてください。（１つに○） 

ひ問３６-１、ひ就問３４-１、ひ小問３７-１、ひ中高問３７-１ 

 

・「文書あり（判決、調停、審判など裁判所における取り決め、公正証書）」の割合が高い。 

・養育費の受給状況別に見ると、「文書なし」の割合は、受けたことがない人で高い。 

 

 

 

＜養育費の取り決め方法×受給状況のクロス＞          

 
  

69.5

66.7

68.0

68.5

15.9

17.2

15.6

11.5

14.6

16.1

16.4

18.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=82）

小学生ひとり親保護者（n=180）

中高生ひとり親保護者（n=269）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=607）

文書あり（判決、調停、審判など裁判所における取り決め、公正証書） 文書あり（その他の文書） 文書なし 無回答

71.6

74.7

42.3

15.6

13.2

21.8

12.8

12.1

35.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も受けている（n=359）

受けたことがあるが現在は受けていない（n=91）

受けたことがない（n=78）

文書あり（判決、調停、審判など裁判所における取り決め、公正証書） 文書あり（その他の文書） 文書なし 無回答
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問 「取り決めしていない」方にうかがいます。養育費の取り決めをしていない理由は何ですか。（あてはまる

番号すべてに○） 

ひ問３６-２、ひ就問３４-２、ひ小問３７-２、ひ中高問３７-２ 

 

・「相手に支払う意思がないと思ったから」「相手に支払う能力がないと思ったから」「相手と関わ

りたくないから」の割合が高い。 

 

 

 

 

  

16.0

45.3

32.0

0.0

2.7

12.0

2.7

8.0

52.0

1.3

17.3

0.0

20.4

40.8

46.1

0.0

0.7

7.9

1.3

12.5

49.3

3.3

12.5

0.7

13.9

36.8

44.4

2.2

1.8

13.0

1.3

16.1

43.5

5.4

15.7

0.9

12.7

45.2

43.9

2.0

2.5

17.3

2.5

16.8

47.9

3.5

9.9

1.3

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

取り決めの交渉がわずらわしいから

相手に支払う意思がないと思ったから

相手に支払う能力がないと思ったから

相手に養育費を請求できることを知らなかったから

子どもを引き取った方が、養育費を負担するものだと

思っていたから

取り決めの交渉をしたが、まとまらなかったから

現在交渉中又は今後交渉予定であるから

相手から身体的・精神的暴力を受けていたから

相手と関わりたくないから

自分の収入等で経済的に問題ないから

その他

無回答

就学前ひとり親保護者（n=75）

小学生ひとり親保護者（n=152）

中高生ひとり親保護者（n=223）

（前回調査）★ ひとり親保護者（n=606）
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（１０）養育費の受給状況 

問 子どものもう一方の親からの養育費の受給状況を教えてください。（１つに○） 

ひ問３７、ひ就問３５、ひ小問３８、ひ中高問３８ 

 

・「受けたことがあるが現在は受けていない」「受けたことがない」割合は、全ての区分で 5割以

上となっている。 

・生活困難度別にみると、「現在も受けている」割合は、困窮層で低い。 

・「現在も受けている」割合は、親子交流を行っている人で高い。 

 

＜生活困難度別＞          

 

＜養育費の受給状況×親子交流の実施状況のクロス＞          

 
 

 

 

  

34.8

43.4

35.8

33.5

17.7

11.1

14.3

14.0

46.8

44.6

48.3

51.2

1.6

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者

（n=158）

小学生ひとり親保護者

（n=332）

中高生ひとり親保護者

（n=497）

（前回調査）

★ ひとり親保護者

（n=1240）

現在も受けている

受けたことがあるが現在は受けていない

受けたことがない

無回答

34.1

40.2

40.2

11.7

16.3

13.6

53.6

43.1

43.9 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=317）

周辺層（n=276）

一般層（n=396）

現在も受けている

受けたことがあるが現在は受けていない

受けたことがない

無回答

57.7

32.1

24.7

8.8

28.0

10.9

32.4

39.4

63.7

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在、親子交流を行っている（n=352）

過去に親子交流を行ったことがあるが、現在は

行っていない（n=218）

親子交流を行ったことがない（n=405）

現在も受けている 受けたことがあるが現在は受けていない 受けたことがない 無回答
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問 「現在も受けている」「受けたことがあるが現在は受けていない」方にうかがいます。1か月あたりの養育

費の総額は大体いくらぐらいですか。決まっていない場合は、「決まっていない」に〇をつけてください。（１

つに○） 

ひ問３７-１、ひ就問３５-１、ひ小問３８-１、ひ中高問３８-１ 

 

・8割以上が、1 か月あたりの養育費の総額が決まっている。 

 

＜生活困難度別＞          

  

 

●月額 

 
＜生活困難度別＞          

 

  

85.5

85.6

85.9

87.8

14.5

13.3

12.4

8.2

1.1

1.6

4.1

60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者

（n=83）

小学生ひとり親保護者

（n=181）

中高生ひとり親保護者

（n=249）

（前回調査）

★ ひとり親保護者

（n=588）

決まっている 決まっていない 無回答

82.8

87.8

86.4

16.6

12.2

11.3 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=145）

周辺層（n=156）

一般層（n=213）

決まっている 決まっていない 無回答

1.4

4.7

52.1

50.3

51.4

42.3

41.3

33.6

4.2

7.1

10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=71）

小学生ひとり親保護者（n=155）

中高生ひとり親保護者（n=214）

１万円未満 １～５万円未満 ５～１０万円未満 １０万以上 不明・無回答

1.7

5.1

1.6

45.8

53.3

52.7

44.2

33.6

37.0

8.3

8.0

8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=120）

周辺層（n=137）

一般層（n=184）

１万円未満 １～５万円未満 ５～１０万円未満 １０万以上 不明・無回答
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・養育費の取り決めについては、ひとり親保護者の約半数以上が取り決めをしている。前回調査

と比較すると、取り決めをしている割合がわずかに増加している。 

・取り決め方法に関しては、6割以上が「文書あり（判決、調停、審判など裁判所における取り

決め、公正証書）」であることがわかる。また、受給状況によって取り決め方法に違いが見ら

れ、「受けたことがない」層では「文書なし」の割合が高くなっている。 

・養育費の取り決めをしていない理由としては、「相手に支払う意思がないと思ったから」や

「相手と関わりたくないから」「相手に支払う能力がないと思ったから」といった理由が多く

挙げられている。 

・養育費の受給状況については、「受けたことがない」が 4割以上で、特に「親子交流を行った

ことがない」層では受給状況が低くなっている。 
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（１１）親子交流についての相談 

問 あなたは、お子さんの親子交流のことで、だれか（どこか）に相談しましたか。（あてはまる番号すべてに

○） 

ひ問３８、ひ就問３６、ひ小問３９、ひ中高問３９ 

 

・「親族」「弁護士」の割合が高い。 

 

 

  

33.5

12.7

3.8

10.8

1.3

22.2

3.2

0.6

2.5

43.0

1.3

29.2

11.1

3.3

8.1

0.3

18.1

10.8

0.0

3.9

43.7

0.9

24.5

11.3

2.4

8.2

1.2

16.7

11.1

0.2

2.6

48.9

0.4

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

親族

知人・隣人

養育費等相談支援センター

県・市区町村窓口（母子・父子自立支援員等）

母子・父子福祉団体

弁護士

家庭裁判所

ＮＰＯ法人

その他

相談していない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=158）

小学生ひとり親保護者（n=332）

中高生ひとり親保護者（n=497）
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（１２）親子交流についての取り決め 

問 親子交流について、取り決めをしていますか。（１つに○） 

ひ問３９、ひ就問３７、ひ小問４０、ひ中高問４０ 

 

・「取り決めしている」割合は、学年が上がるほど低い。 

・生活困難度別にみると、「取り決めしている」割合は困窮層で低い。 

・「取り決めしている」割合は、親子交流を行っている人で高い。 

 

＜生活困難度別＞          

  

＜親子交流の取り決め状況×親子交流の実施状況のクロス＞          

 

 

 

 

  

44.9

40.4

30.8

32.2

55.1

59.0

68.0

63.6

1.2

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者

（n=158）

小学生ひとり親保護者

（n=332）

中高生ひとり親保護者

（n=497）

（前回調査）

★ ひとり親保護者

（n=1240）

取り決めしている 取り決めしていない 無回答

30.6

38.4

39.4

68.5

61.2

59.6 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=317）

周辺層（n=276）

一般層（n=396）

取り決めしている 取り決めしていない 無回答

51.4

34.4

24.7

48.3

65.1

75.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在、親子交流を行っている（n=352）

過去に親子交流を行ったことがあるが、現在は

行っていない（n=218）

親子交流を行ったことがない（n=405）

取り決めしている 取り決めしていない 無回答
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問 「取り決めしている」方にうかがいます。親子交流の取り決め方法を教えてください。（１つに○） 

ひ問３９-１、ひ就問３７-１、ひ小問４０-１、ひ中高問４０-１ 

 

・「文書あり（調停、審判など裁判所における取り決め）」の割合が半数程度となっている。 

 

 

 ＜親子交流の取り決め方法×親子交流の実施状況のクロス＞          

 
 

  

43.7

54.5

52.3

54.9

26.8

24.6

24.2

19.8

28.2

20.9

21.6

24.3

1.4

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=71）

小学生ひとり親保護者（n=134）

中高生ひとり親保護者（n=153）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=399）

文書あり（調停、審判など裁判所における取り決め） 文書あり（その他の文書） 文書なし 無回答

46.4

58.7

56.0

26.0

21.3

26.0

27.6

20.0

16.0 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在、親子交流を行っている（n=181）

過去に親子交流を行ったことがあるが、現在は

行っていない（n=75）

親子交流を行ったことがない（n=100）

文書あり（調停、審判など裁判所における取り決め） 文書あり（その他の文書） 文書なし 無回答
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問 「取り決めしていない」方にうかがいます。親子交流の取り決めをしていない理由は何ですか。（あてはま

る番号すべてに○） 

ひ問３９-２、ひ就問３７-２、ひ小問４０-２、ひ中高問４０-２ 

 

・「相手と関わりたくないから」の割合が高い。 

 

 

 

 

  

16.1

4.6

51.7

20.7

13.8

5.7

14.9

21.8

17.2

6.9

5.7

2.3

14.9

1.1

12.8

6.1

41.8

24.5

21.9

8.2

17.9

12.8

13.8

6.6

2.6

1.0

10.7

1.0

10.7

8.9

36.7

17.5

26.9

3.3

18.3

13.0

7.7

3.6

0.9

0.0

15.1

3.3

8.9

11.9

39.0

24.2

19.0

5.4

20.0

19.5

13.6

5.6

4.3

1.0

13.4

4.7

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

取り決めの交渉がわずらわしいから

相手から身体的・精神的暴力を受けていたから

相手と関わりたくないから

相手が親子交流を希望しないから

取り決めをしなくても交流できるから

子どもの連れ去りや虐待の可能性があるから

子どもが会いたがらないから

相手が養育費を支払わない又は支払えないから

親子交流することが子どものためにならないと思うから

親族が反対しているから

取り決めの交渉をしたが、まとまらなかったから

現在交渉中又は今後交渉予定であるから

その他

無回答

就学前ひとり親保護者（n=87）

小学生ひとり親保護者（n=196）

中高生ひとり親保護者（n=338）

（前回調査）★ ひとり親保護者（n=789）
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（１３）親子交流の実施状況 

問 子どものもう一方の親との親子交流の実施状況を教えてください。（１つに○） 

ひ問４０、ひ就問３８、ひ小問４１、ひ中高問４１ 

 

・「過去に親子交流を行ったことがあるが、現在は行っていない」「親子交流を行ったことがな

い」割合は 6割を超えている。 

・生活困難度別にみると、「現在、親子交流を行っている」割合は、困窮層で低い。 

 

 

＜生活困難度別＞          

 

  

38.0

36.4

34.2

32.4

17.7

19.9

24.7

23.2

43.7

42.5

39.2

39.8

1.2

1.8

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=158）

小学生ひとり親保護者（n=332）

中高生ひとり親保護者（n=497）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=1240）

現在、親子交流を行っている 過去に親子交流を行ったことがあるが、現在は行っていない

親子交流を行ったことがない 無回答

32.8

39.5

35.1

19.6

22.5

23.7

45.4

37.3

39.9

2.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=317）

周辺層（n=276）

一般層（n=396）

現在、親子交流を行っている 過去に親子交流を行ったことがあるが、現在は行っていない

親子交流を行ったことがない 無回答
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問 「現在、親子交流を行っている」「過去に親子交流を行ったことがあるが、現在は行っていない」方にうか

がいます。子どもがもう一方の親と会う頻度はどのくらいですか（でしたか）。（１つに○） 

ひ問４０-１、ひ就問３８-１、ひ小問４１-１、ひ中高問４１-１ 

 

・親子交流の頻度は、就学前ひとり親保護者で最も高く、年齢が上がるにつれ低くなっていく。 

・生活困難度別にみると、親子交流の頻度は困窮層で低い。 

 

 

＜生活困難度別＞          

 

 

 

  

15.9

16.6

5.5

8.7

30.7

22.5

13.0

23.9

15.9

11.2

12.6

12.3

4.5

7.5

7.8

7.5

3.4

5.9

8.5

7.8

25.0

25.7

36.5

24.6

4.5

9.6

15.4

10.7

1.1

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前ひとり親保護者（n=88）

小学生ひとり親保護者（n=187）

中高生ひとり親保護者（n=293）

（前回調査）

★ ひとり親保護者（n=690）

月２回以上 月１回以上２回未満 ２～３か月に１回以上

４～６か月に１回以上 長期休暇中（学校の夏休み、冬休みなど） 回数について決めていない

その他 無回答

6.6

11.7

12.9

17.5

19.3

19.3

13.3

9.9

14.2

8.4

8.2

5.6

5.4

7.6

7.3

34.3

31.6

29.2

14.5

11.1

10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【ひとり親】

困窮層（n=166）

周辺層（n=171）

一般層（n=233）

月２回以上 月１回以上２回未満 ２～３か月に１回以上

４～６か月に１回以上 長期休暇中（学校の夏休み、冬休みなど） 回数について決めていない

その他 無回答
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問 「過去に親子交流を行ったことがあるが、現在は行っていない」「親子交流を行ったことがない」方にうか

がいます。現在、親子交流を実施していない理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

ひ問４０-２、ひ就問３８-２、ひ小問４１-２、ひ中高問４１-２ 

 

・就学前ひとり親保護者では、「相手が養育費を支払わないから」の割合が最も高い。 

・小学生ひとり親保護者では、「相手が親子交流を求めてこないから」の割合が最も高い。 

・中高生ひとり親保護者では、「子どもが会いたがらないから」の割合が最も高い。 

 

 

 

 

 

  

38.1

5.2

22.7

2.1

13.4

7.2

36.1

8.2

2.1

10.3

33.0

3.1

21.7

1.9

33.8

5.3

14.0

13.0

48.8

4.8

0.0

6.8

21.3

4.3

21.7

4.1

42.1

6.3

10.4

9.7

35.5

2.8

0.6

8.2

22.6

5.3

7.5

1.4

10.6

0.6

1.4

1.9

21.2

0.8

0.0

1.8

13.9

38.7

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

相手が養育費を支払わないから

相手が面会の約束を守らないから

子どもが会いたがらないから

塾や学校の行事で子どもが忙しいから

親子交流によって子どもが精神的又は身体的に不安定になるから

相手に暴力などの問題行動があるから

相手が親子交流を求めてこないから

親族が反対しているから

第三者による親子交流の支援を受けられないから

相手が結婚したから

その他

無回答

就学前ひとり親保護者（n=97）

小学生ひとり親保護者（n=207）

中高生ひとり親保護者（n=318）

（前回調査）★ ひとり親保護者（n=782）
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・親子交流について相談している割合は低い。 

・親子交流の取り決めについては、ひとり親保護者の約 3割から 4割が取り決めをしているが、

取り決めしていない割合が過半数を占めている。 

・取り決め方法に関しては、文書による取り決めが多いものの、取り決めをしていない理由とし

て「相手と関わりたくないから」といった理由が多く挙げられている。 

・親子交流の実施状況については、約 3割から 4割のひとり親保護者が現在も行っていると回答

しているが、「親子交流を行ったことがない」と回答している割合も高くなっている。 

・親子交流を実施していない理由としては、「相手が親子交流を求めてこないから」や「子ども

が会いたがらないから」「相手が養育費を支払わないから」といった理由が多く挙げられてい

る。 

・親子交流の取り決めをしている割合は、子どもの年齢が低いほど高く、中高生ひとり親保護者

では最も低いことがわかる。 

・取り決めをしていない理由としては、相手との関係性や子どもの意向が要因となっていること

が示されている。 
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１-１６．子育てに関するご意見 

問 最後に、教育・保育環境・体験機会の充実や子育て支援、また、ご自身の子育てに関する考え方などご意

見がございましたら、ご自由にお書きください。 

母問１７、就問４５、小問４１、中高問３８、ひ問４５、ひ就問５７、ひ小問５２、ひ中高問４９ 

 

   

保護者の自由記述内容分類結果（全2,092人からの回答を分類）

№ 分類名 件数

1 経済的支援の強化 806件

2 子育て支援の充実 506件

3 子どもの健康と安全 304件

4 保護者の育児ストレス軽減 284件

5 保育環境の改善 272件

6 教育機会の平等 223件

7 体験機会の拡大 155件

8 教育内容の充実 144件

9 学校と家庭の連携 136件

10 地域との連携強化 125件

11 親の教育参加の促進 119件

12 子どもの心のケア 118件

13 子どもの多様性への配慮 108件

14 子どもの才能開発 106件

15 教育・保育の質の向上 84件

16 教育環境の改善 82件

17 育児知識の普及 74件

18 デジタル教育の活用 30件

19 子どもの自己表現の促進 14件

20 その他 152件

21 分類不能 50件

※回答内容により複数分類先があるため、件数合計は回答者数を超える。 ※回答内容により複数分類先があるため、件数合計は回答者数を超える。
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２．子どもアンケート結果 

２-１．あなたのことについて 

（１）学年 

問 あなたの年齢・学年を教えてください。（小学校に通っていない場合は、通っていたとしたら何年生にな

るかを書いてください。） 

子小問１、子中高問１ 

 

・学年の分布は以下のとおりとなっている。 

 

 

 

（２）通っている学校 

問 今通っている学校について教えてください。（あてはまるもの１つに○） 

子小問２、子中高問２ 

 

・今通っている学校は以下のとおりとなっている。 

 

 
 

  

46.2 53.8

16.5 17.3 18.6 17.5 16.0 13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

小学５年（相当） 小学６年（相当） 中学１年（相当） 中学２年（相当） 中学３年（相当） 高校１年（相当）

高校２年（相当） 高校３年（相当） 19歳 不明

98.2

51.6 40.2

1.3

3.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

小学校 中学校 高等学校（全日制） 高等学校（定時制） 高等学校（通信制）

高等専門学校 特別支援学校 フリースクール 専修学校（高等課程） 働いている

通学はしていない その他 無回答
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２-２．ふだんの生活について 

（１）食事の頻度 

問 あなたは週にどのくらい、食事をしていますか。（それぞれ、あてはまるもの１つに○） 

子小問３、子中高問３ 

 

●朝食 

・「毎日食べる（週７日）」割合は中高生の困窮層で最も低く、「週１～２日かほとんど食べない」と

回答した割合も、その他の層と比較して高い傾向がある。 

 

 
 

  

77.3

85.3

90.9

61.6

73.9

75.6

4.5

4.4

5.9

13.2

11.7

10.6

9.1

4.4

1.3

5.7

5.9

5.3

6.8

4.4

1.3

19.5

8.1

8.2

2.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日食べる（週７日） 週５～６日 週３～４日 週１～２日かほとんど食べない 無回答
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●夕食 

・生活困難度別による大きな差はみられない。 

 

 
●昼食(夏休みや冬休みなどの期間) 

・「毎日食べる（週７日）」割合は中高生の困窮層で最も低い。 

 

  

97.7

97.1

98.9

93.1

95.5

95.9

1.5

3.8

2.7

2.7

2.3

1.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日食べる（週７日） 週５～６日 週３～４日 週１～２日かほとんど食べない 無回答

90.9

95.6

97.3

78.0

88.7

88.9

4.5

2.9

1.9

12.6

7.7

7.1

2.3

3.8

2.3

2.7

3.8

2.3

1.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日食べる（週７日） 週５～６日 週３～４日 週１～２日かほとんど食べない 無回答
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（２）孤食等の状況 

問 あなたは朝食または夕食を誰と食べることが多いですか。（それぞれ、あてはまるもの１つに○） 

子小問４、子中高問４ 

 

●朝食 

・「一人で食べる」割合は、小学生よりも中高生で高い。 

 

 

 

●夕食 

・「一人で食べる」割合は、小学生よりも中高生で高い。 

 

 

 

 

 

  

68.2

46.9

14.0

7.9

15.4

37.5 7.0

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

大人の家族の誰かと食べる 子どもだけで食べる 一人で食べる 食べない 無回答

93.5

84.3

2.2

3.5

2.4

11.6

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

大人の家族の誰かと食べる 子どもだけで食べる 一人で食べる 食べない 無回答
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（３）就寝時間 

問 あなたは、ふだん、何時ごろに寝ていますか。（一番近いもの１つに○） 

子小問５、子中高問５ 

 

・小学生では困窮層で就寝時間が遅い傾向がある。 

 

 
 

 

  

6.8

5.9

6.1

1.9

25.0

51.5

48.3

6.9

5.9

6.7

52.3

36.8

37.6

28.3

29.7

27.5

9.1

5.9

5.3

32.7

35.6

38.0

6.8

2.4

29.6

28.4

27.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

午後９時より前 午後９時から１０時の間 午後１０時から１１時の間

午後１１時から翌日午前０時の間 翌日午前０時以降 無回答
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（４）お風呂の頻度 

問 あなたは、１週間にお風呂（シャワーのみの場合も含む）にどれくらい入っていますか。（あてはまるもの

１つに○） 

子小問６、子中高問６ 

 

・「毎日入る」割合は困窮層で低い傾向がある。 

 

 

 

  

81.8

88.2

92.3

81.8

88.3

89.4

9.1

8.8

4.8

10.1

7.7

6.0

6.8

1.5

2.4

5.7

3.6

3.3

2.5

2.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日入る 週５日以上 週３，４日程度 週１，２日程度 ほとんど入らない 無回答
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（５）今の体の調子（健康状態） 

問 あなたは、今の体の調子（健康状態）についてどう感じていますか。（あてはまるもの１つに○） 

子小問７、子中高問７ 

 

・年齢別、生活困難度別ともに大きな差はみられず、９割以上が体の調子（健康状態）について「よ

い」「まあよい」と回答している。 

 

 

  

65.9

66.2

68.8

52.2

53.6

54.1

27.3

26.5

26.9

39.0

39.6

38.6

6.8

4.4

4.0

8.2

6.3

5.9

2.9

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

よい まあよい あまりよくない よくない 無回答
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（６）歯みがきの頻度 

問 あなたは、歯みがきをどれくらいしていますか。（あてはまるもの１つに○） 

子小問８、子中高問８ 

 

・歯みがきの頻度は困窮層で少ない傾向がみられる。 

 

 
 

  

56.8

57.4

63.2

55.3

62.6

66.5

29.5

38.2

32.3

32.1

31.5

29.2

13.6

4.4

4.3

12.6

5.9

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

１日２回以上 １日１回 １日１回もみがかない日がある 無回答
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（７）放課後や休日の過ごし方 

問 あなたは、ふだん、放課後や休日（夏休みや冬休みなどをふくみます）に、どのように過ごすことが多い

ですか。（学校に通っていない方はふだんどのように過ごしているかお答えください。）また、あなたがしたい

過ごし方をおしえてください。（それぞれ次のページの表を見てあてはまる番号を記入） 

子小問９、子中高問１１ 

 

●放課後（ふだん） 

 

・小学生では、「友だちと遊ぶ」「家族と過ごす」「塾や習い事に行く」の割合が高い。 

・中高生では、「自分の家で、一人で過ごす」「家族と過ごす」「友だちと遊ぶ」「学校の部活動や地

域のクラブ活動に参加する」「塾や習い事に行く」の割合が高い。 

・生活困難度別にみると、小学生、中高生ともに困窮層になるにつれて、「塾や習い事に行く」「学

校の部活動や地域のクラブ活動に参加する」の割合が低くなる傾向がある。 

 

 

 

  

36.8

58.7

7.3

1.4

4.3

9.1

2.2

62.8

58.5

20.8

3.6

20.0

6.3

0.2

1.2

56.6

54.1

4.2

0.9

1.2

46.4

41.7

45.3

7.1

16.3

9.3

4.5

0.2

1.0

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやおばさんなどの親せきの家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教室）に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊びに行く

家のお手伝いをする（家族のお世話や家事など）

アルバイトに行く

その他

わからない

無回答

小学生（n=506）

中高生（n=1391）
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＜生活困難度別＞       

 

 

  

34.1

59.1

9.1

2.3

11.4

9.1

9.1

63.6

31.8

4.5

6.8

27.3

2.3

2.3

2.3

41.2

54.4

16.2

1.5

5.9

7.4

2.9

57.4

42.6

20.6

1.5

23.5

4.4

0.0

0.0

36.5

59.7

5.6

1.3

3.2

9.3

1.3

64.3

64.3

22.4

3.7

18.4

7.2

0.0

1.3

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやお

ばさんなどの親せきの家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教室）

に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活

動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊び

に行く

家のお手伝いをする（家族のお

世話や家事など）

その他

わからない

無回答

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

56.6

45.9

5.7

1.3

1.9

50.9

34.6

37.1

6.9

14.5

11.3

5.7

0.0

0.0

58.1

53.2

4.1

0.5

1.4

48.6

36.9

39.2

6.8

16.2

13.1

5.4

0.0

0.5

56.1

56.1

4.2

1.0

1.1

45.5

45.1

49.4

7.1

16.8

7.8

3.9

0.3

1.3

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやお

ばさんなどの親せきの家に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活

動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊び

に行く

家のお手伝いをする（家族のお

世話や家事など）

アルバイトに行く

その他

わからない

無回答

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）
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●休日（ふだん） 

 

・小学生では、「家族と過ごす」「友だちと遊ぶ」「塾や習い事に行く」の割合が高い。 

・中高生では、「家族と過ごす」「友だちと遊ぶ」「自分の家で、一人で過ごす」の割合が高い。 

・生活困難度別にみると、小学生、中高生ともに困窮層になるにつれて、「塾や習い事に行く」の割

合が低くなる傾向がある。 

 

 

 

  

31.2

79.8

32.6

0.8

2.0

9.3

2.0

53.4

46.0

20.0

14.8

28.3

7.5

0.2

1.2

55.5

70.2

19.1

1.2

0.7

62.1

35.1

40.2

18.2

19.6

10.4

4.2

0.4

0.8

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやおばさんなどの親せきの家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教室）に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊びに行く

家のお手伝いをする（家族のお世話や家事など）

アルバイトに行く

その他

わからない

無回答

小学生（n=506）

中高生（n=1391）
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＜生活困難度別＞       

 

 

  

25.0

68.2

31.8

2.3

4.5

9.1

9.1

52.3

25.0

2.3

11.4

29.5

4.5

2.3

2.3

29.4

75.0

32.4

0.0

1.5

5.9

4.4

52.9

35.3

20.6

10.3

27.9

5.9

0.0

0.0

32.8

82.4

33.3

0.8

1.6

10.1

0.8

54.4

50.1

21.9

16.3

28.8

8.3

0.0

1.3

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやお

ばさんなどの親せきの家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教室）

に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活

動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊び

に行く

家のお手伝いをする（家族のお

世話や家事など）

その他

わからない

無回答

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

53.5

61.0

12.6

2.5

1.3

62.9

27.0

34.6

14.5

20.1

13.2

4.4

0.6

0.0

59.5

72.1

16.7

0.9

0.5

58.1

30.6

35.1

18.5

21.6

14.0

5.4

0.0

0.5

55.2

72.1

20.8

1.2

0.8

63.4

38.5

43.5

19.1

19.2

8.5

3.9

0.3

1.0

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやお

ばさんなどの親せきの家に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活

動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊び

に行く

家のお手伝いをする（家族のお

世話や家事など）

アルバイトに行く

その他

わからない

無回答

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）
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●放課後（きぼう） 

 

・小学生、中高生ともに「友だちと遊ぶ」の割合が高い。 

 

 

 

  

24.7

43.7

7.9

1.2

1.2

4.2

1.0

65.8

19.2

11.9

17.8

8.5

5.3

5.7

5.5

42.6

34.7

3.7

0.6

0.3

59.1

11.2

22.2

15.6

4.2

13.1

4.2

5.8

3.7

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやおばさんなどの親せきの家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教室）に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊びに行く

家のお手伝いをする（家族のお世話や家事など）

アルバイトに行く

その他

わからない

無回答

小学生（n=506）

中高生（n=1391）
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＜生活困難度別＞       

 

 

  

15.9

43.2

11.4

2.3

4.5

9.1

6.8

63.6

9.1

4.5

25.0

6.8

2.3

6.8

9.1

23.5

42.6

8.8

0.0

1.5

4.4

2.9

57.4

17.6

14.7

16.2

10.3

8.8

7.4

1.5

26.4

43.2

7.5

1.3

0.8

3.7

0.0

67.5

20.0

12.3

17.3

8.0

5.3

5.6

6.1

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやお

ばさんなどの親せきの家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教室）

に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活

動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊び

に行く

家のお手伝いをする（家族のお

世話や家事など）

その他

わからない

無回答

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

37.7

30.8

2.5

0.6

0.0

59.7

11.9

20.8

14.5

1.3

17.6

4.4

10.1

1.9

43.7

37.8

3.6

0.0

0.5

56.3

11.3

21.2

14.4

3.2

14.0

5.9

7.7

1.8

43.1

35.1

4.2

0.9

0.3

59.5

11.3

23.6

15.8

5.2

11.9

3.6

4.6

4.6

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやお

ばさんなどの親せきの家に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活

動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊び

に行く

家のお手伝いをする（家族のお

世話や家事など）

アルバイトに行く

その他

わからない

無回答

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）



243 

 

●休日（きぼう） 

 

・小学生では、「友だちと遊ぶ」「家族と過ごす」の割合が高い。 

・中高生では、「友だちと遊ぶ」の割合が高い。 

 

 

 

  

21.5

52.4

19.4

1.4

0.4

3.6

1.2

55.9

13.6

10.9

26.3

6.7

8.9

5.5

5.1

41.0

39.3

11.3

0.3

0.4

61.8

9.0

18.0

18.5

4.5

13.2

4.2

5.9

3.5

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやおばさんなどの親せきの家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教室）に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊びに行く

家のお手伝いをする（家族のお世話や家事など）

アルバイトに行く

その他

わからない

無回答

小学生（n=506）

中高生（n=1391）
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＜生活困難度別＞       

 

 

 

  

20.5

50.0

15.9

2.3

0.0

6.8

4.5

54.5

9.1

0.0

29.5

6.8

4.5

9.1

9.1

23.5

51.5

22.1

0.0

0.0

2.9

2.9

45.6

16.2

10.3

22.1

5.9

11.8

5.9

1.5

21.3

52.0

19.2

1.3

0.3

3.2

0.5

57.3

13.6

12.5

27.2

6.4

9.1

5.3

5.6

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやお

ばさんなどの親せきの家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教室）

に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活

動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊び

に行く

家のお手伝いをする（家族のお

世話や家事など）

その他

わからない

無回答

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

32.7

35.2

9.4

0.0

0.0

59.1

11.3

17.0

19.5

2.5

18.9

5.0

10.7

1.9

43.7

42.8

12.2

0.0

0.9

57.7

8.6

17.6

18.0

3.6

15.8

6.3

6.8

2.3

41.6

40.0

11.7

0.4

0.3

63.3

8.8

19.0

18.1

5.3

11.7

3.6

4.6

4.1

0% 50% 100%

自分の家で、一人で過ごす

家族と過ごす

おじいちゃん・おばあちゃんやお

ばさんなどの親せきの家に行く

児童ホームに行く

放課後等デイサービスに行く

友だちと遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活

動に参加する

ゲームセンターや繁華街へ遊び

に行く

家のお手伝いをする（家族のお

世話や家事など）

アルバイトに行く

その他

わからない

無回答

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

・放課後の過ごし方に関して、小学生は現状と希望が一致しており、「友だちと遊ぶ」ことを好

む傾向がある。 

・中高生は、希望としては「友達と遊ぶ」ことを望んでいるが、現実にはそれが叶いづらい傾向

がある。 

・休日の過ごし方に関して、小学生と中高生は家族との時間を大切にしつつも、友達との交流や

自己の時間を求めていることがわかる。 
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２-３．学校や勉強について 

（１）部活動等への参加 

問 あなたは、現在、学校の部活動や地域のクラブ活動（学校外で行っているサッカークラブチームなど）に

参加していますか。（あてはまるもの１つに○） 

子小問１０、子中高問１２ 

 

・「参加している」割合は、小学生よりも中高生で高い傾向がある。 

・「参加している」割合は困窮層になるほど低い傾向がある。 

 

 

 

 

  

20.5

36.8

43.7

57.2

58.6

62.7

77.3

60.3

53.9

42.8

41.0

36.8

2.3

2.9

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

参加している 参加していない 無回答
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問 「参加していない」を選んだ方にうかがいます。その理由はなんですか。（あてはまる番号すべてに○） 

子小問１０-１、子中高問１２-１ 

 

・「入りたい部活動・クラブ活動がないから」の割合が高い。 

・中高生では困窮層と周辺層で「アルバイトをしているから」の割合が一定程度確認できる。 

 

 

 

  

70.6

5.9

8.8

0.0

11.8

5.9

68.3

9.8

9.8

17.1

14.6

2.4

65.8

5.0

29.2

12.4

14.9

2.0

0% 50% 100%

入りたい部活動・クラブ活動が

ないから

家の事情（家族の世話、家事

など）があるから

塾や習い事がいそがしいから

一緒に参加する友だちがいな

いから

その他

無回答

【小学生】

困窮層（n=34）
周辺層（n=41）
一般層（n=202）

45.6

8.8

4.4

11.8

17.6

32.4

2.9

41.8

4.4

15.4

7.7

16.5

33.0

1.1

37.6

2.9

16.9

6.1

9.0

39.4

2.3

0% 20% 40% 60%

入りたい部活動・クラブ活動が

ないから

家の事情（家族の世話、家事

など）があるから

塾や習い事がいそがしいから

一緒に参加する友だちがいな

いから

アルバイトをしているから

その他

無回答

【中高生】

困窮層（n=68）
周辺層（n=91）
一般層（n=343）
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（２）活動状況 

問 あなたは、以下の活動を、ふだんどれくらいしますか。（それぞれ、あてはまるもの１つに〇） 

子小問１１、子中高問１４ 

 

●ゲームで遊ぶ 

・「ぜんぜんしない」の割合は、小学生よりも中高生で高い。 

・「毎日２時間以上」、「毎日１～２時間」の割合は、約半数程度いる。 

・困窮層になるほど、ゲームで遊ぶ時間が長くなる傾向がある。 

 

 
  

40.9

32.4

23.7

35.2

30.6

26.3

22.7

23.5

26.1

21.4

22.5

20.1

2.3

13.2

11.5

13.2

9.0

12.7

4.5

5.9

6.1

4.4

5.0

4.0

11.4

4.4

10.9

3.1

5.0

6.4

2.3

5.9

4.0

1.9

4.5

4.7

13.6

13.2

14.7

19.5

22.5

25.2

2.3

1.5

2.9

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日２時間以上 毎日１～２時間 毎日１時間以下 １週間に４～５日 １週間に２～３日

１週間に１日 ぜんぜんしない 無回答
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●テレビやインターネットをみる 

・「毎日２時間以上」の割合が最も高く、特に中高生は 6割程度みられる。 

 

※2.0％未満はラベル非表示 

●読書（電子書籍をふくむ。雑誌やマンガはふくまない。） 

・「ぜんぜんしない」の割合が最も高く、特に中高生では 4割以上にのぼる。 

・「ぜんぜんしない」の割合は困窮層になるにつれて高くなる傾向がある。 

 

※2.0％未満はラベル非表示  

52.3

48.5

42.9

60.4

61.7

57.1

31.8

35.3

33.1

24.5

25.2

27.5

11.4

11.8

12.8

10.7

9.0

10.2

4.0

4.5

2.7 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日２時間以上 毎日１～２時間 毎日１時間以下 １週間に４～５日 １週間に２～３日

１週間に１日 ぜんぜんしない 無回答

4.5

5.9

7.5

6.3

5.0

4.6

6.8

4.4

10.9

3.1

6.3

5.3

6.8

19.1

14.7

8.2

11.3

15.7

11.4

5.9

7.7

5.7

6.8

11.9

6.8

11.8

15.2

13.8

13.5

7.7

18.2

19.1

13.9

11.9

9.9

11.9

43.2

30.9

27.2

49.1

46.8

41.7

2.3

2.9

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日２時間以上 毎日１～２時間 毎日１時間以下 １週間に４～５日 １週間に２～３日

１週間に１日 ぜんぜんしない 無回答
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●公園などの外で遊ぶ 

・「ぜんぜんしない」の割合が最も高く、特に中高生では 6割を超える。 

・「ぜんぜんしない」の割合は小学生の困窮層で低い。 

 

※2.0％未満はラベル非表示 

●３０分以上体を動かす運動 （部活動などをふくむ。） 

・「毎日２時間以上」が一定数いる一方、「ぜんぜんしない」の割合も高く、特に中高生の周辺層で

は 3割近くにのぼる。 

 

※2.0％未満はラベル非表示 

9.1

7.4

9.3

5.0

5.0

2.6

6.8

5.6

2.5

4.4

3.5

2.0

18.2

16.2

11.7

6.9

3.2

2.8

27.3

25.0

23.2

6.3

12.6

10.3

25.0

17.6

18.4

15.7

15.8

14.4

11.4

26.5

25.9

61.0

60.8

65.5

2.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日２時間以上 毎日１～２時間 毎日１時間以下 １週間に４～５日 １週間に２～３日

１週間に１日 ぜんぜんしない 無回答

13.6

20.6

17.9

25.2

17.1

22.4

6.8

14.7

7.2

7.5

10.4

7.6

9.1

10.1

7.5

4.1

5.3

15.9

5.9

16.5

10.1

13.5

12.7

15.9

17.6

17.1

16.4

16.2

15.0

13.6

17.6

13.6

6.9

9.0

10.8

22.7

22.1

15.7

25.2

29.3

25.3

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日２時間以上 毎日１～２時間 毎日１時間以下 １週間に４～５日 １週間に２～３日

１週間に１日 ぜんぜんしない 無回答
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●家のおてつだい（洗濯、掃除、料理、片付けなど） 

・大半はある程度家のお手伝いをしているが、「ぜんぜんしない」の割合も一定数ある。 

・特に中高生では、困窮層になるにつれ「毎日２時間以上」の割合が増加する傾向にある。 

 

※2.0％未満はラベル非表示 

●兄弟姉妹やおじいちゃん、おばあちゃんの世話 （食事や着替えの手伝い、見守りなど） 

・「ぜんぜんしない」が大半である一方、日常的にお世話する割合も一定数みられる。 

・困窮層になるにつれ、お世話をする割合が増える傾向にある。 

 

※2.0％未満はラベル非表示  

2.3

3.7

7.5

7.2

3.8

6.8

5.9

3.5

7.5

5.4

4.5

13.6

20.6

21.9

13.8

18.5

17.4

18.2

14.7

12.0

15.7

14.9

12.3

13.6

25.0

20.8

18.9

18.5

16.3

22.7

14.7

19.2

15.7

15.3

18.3

22.7

17.6

16.8

18.9

19.4

26.6

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日２時間以上 毎日１～２時間 毎日１時間以下 １週間に４～５日 １週間に２～３日

１週間に１日 ぜんぜんしない 無回答

4.4

2.4

6.8

2.4

9.1

8.8

5.9

3.6

2.9

6.8

2.9

2.1

2.1

4.5

3.2

3.2

9.1

10.3

4.8

6.9

4.5

3.2

61.4

70.6

76.3

81.1

85.1

86.7

2.3

2.9

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

毎日２時間以上 毎日１～２時間 毎日１時間以下 １週間に４～５日 １週間に２～３日

１週間に１日 ぜんぜんしない 無回答
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（３）専用のものの有無 

問 あなたの家には、次のようなあなた専用のものがありますか。（それぞれ、あてはまるもの１つに〇） 

子小問１２、子中高問１５ 

 

●子ども部屋（兄弟姉妹と使っている場合もふくむ） 

・「ある」の割合が大半であり、小学生よりも中高生で高い。 

・困窮層ほど「ない」の割合が増える傾向にある。 

 

 

  

59.1

58.8

69.6

61.0

78.8

84.0

29.5

26.5

22.1

28.9

14.9

10.2

9.1

13.2

7.2

9.4

6.3

5.4

2.3

1.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

ある ない（ほしい） ない（いらない） 無回答
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●自宅で宿題をすることができる場所 

・「ある」の割合が大半である。 

・困窮層ほど「ない」の割合が増える傾向にある。 

 

 
●スポーツ用品（野球のグローブ、サッカーボール、テニスのラケットなど） 

・「ない（いらない）」の割合は、小学生よりも中高生で高い。 

・「ある」の割合は困窮層で低い。 

・「ない（ほしい）」の割合は、小学生の困窮層で高い。 

 

   

79.5

83.8

87.5

80.5

93.7

94.1

11.4

10.3

6.7

13.8

3.6

2.8

6.8

4.4

4.8

5.0

2.7

2.6

2.3

1.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

ある ない（ほしい） ない（いらない） 無回答

40.9

57.4

68.8

53.5

56.8

66.5

15.9

4.4

2.4

3.1

5.0

2.3

40.9

36.8

27.5

42.8

38.3

30.4

2.3

1.5

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

ある ない（ほしい） ない（いらない） 無回答
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●ゲーム機 

・小学生、中高生ともに 8割程度がゲーム機を持っている。 

・中高生の困窮層では「ない（ほしい）」が多い。 

 

 

●自転車 

・「ある」の割合は、小学生、中高生ともに困窮層で低い傾向にある。 

 

   

77.3

85.3

84.3

76.1

82.4

82.2

9.1

7.4

7.5

11.9

4.5

4.1

11.4

7.4

7.2

11.3

13.1

13.3

2.3

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

ある ない（ほしい） ない（いらない） 無回答

79.5

86.8

92.0

76.7

88.7

85.5

13.6

4.4

3.5

9.4

3.2

3.2

6.8

8.8

3.7

13.2

8.1

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

ある ない（ほしい） ない（いらない） 無回答
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●２足以上のサイズの合った靴 

・「ある」の割合は、小学生、中高生ともに困窮層で低い傾向にある。 

 

 

●けいたい電話、スマートフォン 

・生活困難度別の差異は特段みられず、「ある」の割合は、小学生で 7 割程度、中高生で 9 割以上

となっている。 

 

   

77.3

85.3

91.2

88.7

94.1

93.9

6.8

7.4

3.5

6.9

3.2

2.7

15.9

7.4

4.5

3.8

2.7

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

ある ない（ほしい） ない（いらない） 無回答

77.3

69.1

69.1

95.6

97.3

95.1

20.5

22.1

24.0

3.1

2.3

2.9

2.3

7.4

5.9

1.4

1.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

ある ない（ほしい） ない（いらない） 無回答
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（４）勉強時間 

問 あなたは、ふだん学校の授業以外に１日あたりどれくらいの時間勉強しますか。※学校の宿題をする時間

や、塾などでの勉強時間もふくみます。（それぞれ、あてはまるもの１つに〇） 

子小問１３、子中高問１６ 

 

●学校がある日（月～金曜日） 

 

・小学生の約 9割で一定の学習習慣がみられる。 

・「まったくしない」の割合は、中高生で高く、約 2割となっている。 

・困窮層ほど「まったくしない」の割合が増える傾向がある。 

 

 

  

11.4

5.9

4.3

25.8

26.1

16.7

43.2

39.7

29.6

18.9

16.7

18.0

29.5

22.1

31.7

21.4

17.1

17.4

11.4

14.7

17.3

17.6

18.0

22.9

2.3

8.8

6.9

10.7

7.7

12.8

2.3

7.4

9.9

5.0

14.0

11.8

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

まったくしない ～３０分 ３０分～１時間 １～２時間 ２～３時間 ３時間～ 無回答
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●学校がない日（土・日曜日、祝日） 

 

・「まったくしない」の割合は、小学生よりも中高生で高い傾向にあり、困窮層ほど「まったくしな

い」の割合が高い。 

 

 

 

  

34.1

19.1

13.3

36.5

27.9

20.6

47.7

35.3

29.9

11.9

14.0

15.5

13.6

14.7

25.9

20.1

16.7

15.6

2.3

14.7

14.1

11.9

14.0

15.5

7.4

5.9

8.8

10.8

11.5

2.3

5.9

9.3

9.4

16.2

20.4

2.9

1.6

1.3

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

まったくしない ～３０分 ３０分～１時間 １～２時間 ２～３時間 ３時間～ 無回答
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（５）勉強方法 

問 あなたは、ふだん学校の授業以外で、どのように勉強していますか。※勉強には学校の宿題もふくみます。

（あてはまる番号すべてに○） 

子小問１４、子中高問１７ 

 

・「自分ひとりで勉強する」の割合が高い。 

・「塾や家庭教師を利用している」の割合は困窮層ほど低い傾向にある。 

 

 

  

70.5

13.6

2.3

0.0

40.9

20.5

0.0

9.1

0.0

70.6

25.0

2.9

0.0

42.6

10.3

5.9

4.4

0.0

80.0

39.7

1.9

0.0

50.4

19.5

3.7

2.9

0.0

0% 50% 100%

自分ひとりで勉強する

塾や家庭教師を利用している

授業の時間のほかに学校の先

生と勉強する

地域の人などが行う無料の勉

強会に参加する

家の人に教えてもらう

友だちと勉強する

その他

学校以外では勉強はしない

無回答

【小学生】

困窮層（n=44）
周辺層（n=68）
一般層（n=375）

81.8

28.9

7.5

8.2

12.6

28.9

2.5

8.2

0.6

77.5

36.0

6.8

3.2

14.4

23.9

2.3

10.8

0.0

81.0

45.0

5.6

0.8

16.7

25.9

2.6

5.5

0.5

0% 50% 100%

自分ひとりで勉強する

塾や家庭教師を利用している

授業の時間のほかに学校の先

生と勉強する

地域の人などが行う無料の勉

強会に参加する

家の人に教えてもらう

友だちと勉強する

その他

学校以外では勉強はしない

無回答

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）
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（６）学校での成績 

問 あなたの、今の学校での成績はどのくらいですか。（あてはまるもの１つに○） 

子小問１５、子中高問１８ 

 

・困窮層ほど「やや下のほう」「下のほう」の割合が高い。 

 

 

 

 

  

4.5

20.6

23.7

8.2

11.7

16.6

13.6

13.2

24.5

17.6

17.1

22.2

40.9

36.8

27.7

23.3

36.5

27.6

9.1

7.4

6.7

15.1

12.2

13.8

13.6

4.4

3.2

28.3

16.7

13.4

18.2

17.6

13.1

6.3

4.5

4.9

1.4

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

上のほう やや上のほう 真ん中あたり やや下のほう 下のほう わからない その他 無回答
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（７）授業の理解度 

問 あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。（あてはまるもの１つに○） 

子小問１６、子中高問１９ 

 

・「いつもわかる」「だいたいわかる」の割合は、小学生よりも中高生で低い。 

・困窮層ほど授業の理解度が低い傾向にある。 

 

 

※2.0％未満はラベル非表示 

 

 

  

2.3

19.1

25.6

3.8

10.4

11.8

45.5

32.4

42.7

22.0

30.2

32.7

36.4

36.8

25.6

55.3

43.2

42.5

11.4

4.4

2.1

8.2

8.6

7.2

2.3

8.2

4.1

2.9

2.3

2.9

2.3

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

いつもわかる だいたいわかる 教科によってはわからないことがある

わからないことが多い ほとんどわからない 学校には通っていない

その他 無回答
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問 「教科によってはわからないことがある」「わからないことが多い」「ほとんどわからない」方にうかがい

ます。いつごろから授業がわからないことがあるようになりましたか。（あてはまるもの１つに○） 

子小問１６-１、子中高問１９-１ 

 

・困窮層ほどわからないことがあるようになった時期が早い傾向にある。 

・中高生では「中学１年生のころ」の割合が最も高いが、周辺層、困窮層では 3割以上が小学生の

ころにわからないことがあるようになったと回答している。 

 

 

 

  

18.2

10.3

12.7

4.4

3.3

40.9

31.0

27.3

13.2

13.0

5.3

40.9

58.6

59.1

14.0

20.3

12.3

24.6

23.6

31.4

18.4

11.4

16.8

7.0

2.4

6.1

6.1

17.9

14.8

1.8

4.1

3.5

8.8

4.9

5.1

1.8

1.6

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=22）

周辺層（n=29）

一般層（n=110）

【中高生】

困窮層（n=114）

周辺層（n=123）

一般層（n=488）

小学１・２年生のころ 小学３・４年生のころ 小学５・６年生のころ 中学１年生のころ

中学２年生のころ 中学３年生のころ 高校１年生のころ 高校２年生のころ

高校３年生のころ わからない 無回答
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（８）進学希望 

問 あなたは、将来、どの学校まで進学したいですか。（あてはまるもの１つに○） 

子小問１７、子中高問２０ 

 

・困窮層ほど「高校」の割合が高く、「大学」の割合が低い傾向にある。 

 

 

 

 

  

6.8

2.9

1.3

20.5

11.8

8.0

19.5

10.4

6.8

9.1

13.2

13.6

8.2

12.2

8.4

4.5

1.5

2.1

1.9

1.4

1.2

38.6

55.9

55.2

47.2

54.1

65.9

3.8

3.6

4.5

2.3

3.6

18.2

13.2

18.9

15.7

14.0

10.9

1.5

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

中学 高校 専門学校 高等専門学校 短大 大学 大学院 その他 まだわからない 無回答

・家庭の状況が子どもの進学希望に影響を与えているとみられる。 

・経済的支援や相談体制を整える取り組みの検討が必要である。 



262 

 

問 「中学」「高校」「専門学校」「短大」「大学」「その他」を選んだ方にうかがいます。その理由はなんです

か。（あてはまる番号すべてに○） 

子小問１７-１、子中高問２０-１ 

 

・年齢別、生活困難度別に大きな差は見られず、「希望する学校や職業があるから」の割合が最も高

い。 

 

  

50.0

22.2

8.3

5.6

2.8

5.6

11.1

0.0

11.1

13.9

0.0

53.4

20.7

24.1

6.9

3.4

1.7

8.6

3.4

8.6

13.8

1.7

58.9

17.2

14.2

5.6

4.3

1.7

3.0

6.6

11.3

16.2

0.7

0% 50% 100%

希望する学校や職業があるか

ら

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

まわりの先輩や友だちがそうし

ているから

家にお金がないと思うから

早く働く必要があるから

まだ働くには早いと思うから

その他

とくに理由はない

無回答

【小学生】

困窮層（n=36）

周辺層（n=58）

一般層（n=302）

58.3

18.9

14.4

5.3

9.8

8.3

7.6

6.8

6.1

12.9

0.8

61.8

17.3

16.8

5.8

9.9

4.2

2.6

9.4

3.1

10.5

1.0

56.1

17.6

17.2

6.8

8.5

1.5

2.3

8.3

6.7

13.2

0.8

0% 50% 100%

希望する学校や職業があるか

ら

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

まわりの先輩や友だちがそうし

ているから

家にお金がないと思うから

早く働く必要があるから

まだ働くには早いと思うから

その他

とくに理由はない

無回答

【中高生】

困窮層（n=132）

周辺層（n=191）

一般層（n=824）
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２-４．友だちや家族、あなたの考えについて 

（１）相談相手 

問 あなたや友だちが困っていることや悩みごとがあるとき、あなたが相談したり助けを求めたりすることが

できると思う人はだれですか。（あてはまる番号すべてに○） 

子小問１８、子中高問２１ 

 

・どの層でも「親」「友だち」の割合が高い一方、小学生の困窮層で「学校の先生」の割合が低い傾

向がある。 

 

  
 

 

  

79.5

25.0

20.5

25.0

63.6

6.8

2.3

4.5

0.0

4.5

0.0

79.4

16.2

23.5

38.2

60.3

13.2

11.8

1.5

4.4

4.4

1.5

81.1

25.3

21.9

42.9

70.7

20.3

11.2

3.7

2.1

5.6

0.5

0% 50% 100%

親

兄弟姉妹

おじいちゃんやおばあちゃんな

ど

学校の先生

友だち

スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカーなど

その他の大人（放課後ルーム

の人、塾・習い事の先生、地域

の人など）

ネットで知り合った人

だれに相談していいかわから

ない

だれにも相談できない、相談し

たくない

無回答

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

61.6

21.4

11.9

25.8

71.1

6.9

6.9

6.9

3.8

5.7

1.3

72.5

23.4

14.9

27.9

75.2

7.2

5.4

5.0

0.5

5.9

0.9

73.1

20.0

11.6

28.8

70.1

7.6

6.3

4.8

2.4

6.9

0.4

0% 50% 100%

親

兄弟姉妹

おじいちゃんやおばあちゃんな

ど

学校の先生

友だち

スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカーなど

その他の大人（放課後ルーム

の人、塾・習い事の先生、地域

の人など）

ネットで知り合った人

だれに相談していいかわから

ない

だれにも相談できない、相談し

たくない

無回答

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

・小学生では家族への相談が多い一方で、中高生層では友だちへの相談が多くなっている。 

・特に中高生の困窮層において、親への相談割合が相対的にやや低くなっている。 

・利用しやすい相談サービス等の検討が必要と考えられる。 
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問 「だれにも相談できない、相談したくない」方にうかがいます。その理由はなんですか。（あてはまる番号

すべてに○） 

子小問１８-１、子中高問２１-１ 

 

・小学生では「自分のことを話すのが苦手だから」「恥ずかしいから」の割合が高い傾向にある。 

・中高生では、小学生と同様に「自分のことを話すのが苦手だから」「恥ずかしいから」との回答が

多いほか、「自分で解決できるから」の割合も高くなっている。 

 

  

50.0

50.0

100.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

66.7

33.3

0.0

66.7

0.0

66.7

0.0

19.0

14.3

33.3

52.4

0.0

47.6

14.3

4.8

0.0

0% 50% 100%

困ったことや悩みごとを話せる

相手がいないから

自分で解決できるから

自分のことを話すのが苦手だ

から

恥ずかしいから

困りごとや悩みごとの相手から

「だれかに話すな」と言われて

いるから

話したことでもっと大きなトラブ

ルになったら嫌だから

相談したいことを話せる時間が

ないから

その他

無回答

【小学生】

困窮層（n=2）

周辺層（n=3）

一般層（n=21）

0.0

55.6

33.3

11.1

0.0

22.2

0.0

22.2

0.0

30.8

15.4

38.5

7.7

0.0

23.1

7.7

38.5

0.0

17.2

37.5

34.4

10.9

0.0

25.0

10.9

21.9

0.0

0% 20% 40% 60%

困ったことや悩みごとを話せる

相手がいないから

自分で解決できるから

自分のことを話すのが苦手だ

から

恥ずかしいから

困りごとや悩みごとの相手から

「だれかに話すな」と言われて

いるから

話したことでもっと大きなトラブ

ルになったら嫌だから

相談したいことを話せる時間が

ないから

その他

無回答

【中高生】

困窮層（n=9）

周辺層（n=13）

一般層（n=64）
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（２）相談方法 

問 あなたが困ったり悩んだりしたとき、なんでも相談できるとしたら、どんな場所や方法だったら話がしや

すいですか。（あてはまる番号すべてに○） 

子小問１９、子中高問２２ 

 

・生活困難度別による大きな差はみられないものの、小学生では困窮層にて「家に相談相手が来て

くれる」の割合が低く、「LINEなどの SNSでの相談」の割合が他の層に比べて高い。 

・小学生では「自分の好きなタイミングで話を聞いてもらうことができる場所（直接会って話す・

電話で話すなど）」の割合が最も高い。 

・中高生では「LINE などの SNS での相談」「自分の好きなタイミングで話を聞いてもらうことがで

きる場所（直接会って話す・電話で話すなど）」の割合が高い。 

 

   

31.8

4.5

11.4

27.3

52.3

4.5

2.3

41.2

17.6

19.1

10.3

47.1

4.4

0.0

39.2

17.9

18.1

16.8

55.2

4.5

1.6

0% 20% 40% 60%

学校の中で放課後などに話を聞い

てくれる場所

家に相談相手が来てくれる

家や学校以外の場所

LINEなどのSNSでの相談

自分の好きなタイミングで話を聞い

てもらうことができる場所（直接会っ

て話す・電話で話すなど）

その他

無回答

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

32.1

8.2

18.2

41.5

44.0

3.8

1.9

34.2

11.7

19.4

41.4

41.9

5.0

0.5

35.2

10.3

15.7

40.5

41.1

4.0

1.2

0% 20% 40% 60%

学校の中で放課後などに話を聞い

てくれる場所

家に相談相手が来てくれる

家や学校以外の場所

LINEなどのSNSでの相談

自分の好きなタイミングで話を聞い

てもらうことができる場所（直接会っ

て話す・電話で話すなど）

その他

無回答

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）
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（３）将来の夢の有無 

問 あなたには、将来の夢や、やりたいこと、なりたいものがありますか。（あてはまるもの１つに○） 

子小問２０、子中高問２３ 

 

・「ある」の割合は、小学生では 7 割前後であるが、中高生になるとやや下がり、6 割程度である。 

・小学生の困窮層で「ある」の割合が低い傾向にある。 

 

 

 

  

63.6

69.1

74.7

57.2

59.5

57.8

13.6

5.9

6.4

14.5

11.7

11.5

22.7

25.0

18.7

28.3

28.8

29.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

ある ない わからない 無回答
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（４）子どもの気持ち 

問 あなたの思いや気持ちについて、それぞれもっとも近いものはどれですか。（それぞれ、あてはまるもの

１つに○） 

子小問２１、子中高問２４ 

 

●がんばれば、良い結果がでると思う 

・「とても思う」「思う」の割合は 7割を超えており、中高生よりも小学生で高い傾向にある。 

・「とても思う」「思う」の割合は困窮層で低い。 

 

 

 

  

34.1

38.2

52.8

26.4

40.1

39.8

45.5

52.9

34.7

48.4

42.3

44.8

13.6

4.4

7.2

15.1

8.1

9.3

2.3

1.5

2.1

5.0

4.5

2.7

4.5

2.9

2.9

4.4

5.0

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

とても思う 思う あまり思わない 思わない わからない 無回答
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●自分は家族に大事にされていると思う 

・「とても思う」「思う」の割合は 8割を超えている。 

・「とても思う」「思う」の割合は中高生の困窮層で低い。 

 

 

●不安に感じることがある 

・「とても思う」「思う」の割合は、小学生よりも中高生で高い。 

・「とても思う」「思う」の割合は小学生では困窮層で高い傾向にある。 

 

   

63.6

57.4

66.7

46.5

58.1

59.5

31.8

32.4

26.7

41.5

30.6

32.8

7.4

1.6

5.0

4.1

2.7

1.5

1.3

1.1

4.5

1.5

3.7

4.4

7.2

3.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

とても思う 思う あまり思わない 思わない わからない 無回答

25.0

19.1

15.2

20.8

23.0

20.3

22.7

25.0

26.1

35.2

38.7

35.3

25.0

30.9

27.2

18.2

18.0

22.9

20.5

19.1

27.5

19.5

13.5

16.4

6.8

5.9

2.9

5.7

6.3

4.7

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

とても思う 思う あまり思わない 思わない わからない 無回答
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●一人ぼっちだと感じることがある 

・「とても思う」「思う」の割合は、小学生よりも中高生で高い。 

・「とても思う」「思う」の割合は困窮層で高い傾向にある。 

 

 

●自分の将来が楽しみだと思っている 

・「とても思う」「思う」の割合は、中高生よりも小学生で高い。 

・「とても思う」「思う」の割合は困窮層で低い傾向にある。 

 

   

11.4

2.9

8.3

13.2

9.5

9.7

13.6

16.2

10.9

18.9

16.7

16.6

27.3

30.9

30.9

30.2

36.5

32.3

38.6

44.1

44.5

30.2

30.6

36.3

6.8

4.4

4.0

6.3

6.3

4.7

2.3

1.5

1.3

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

とても思う 思う あまり思わない 思わない わからない 無回答

27.3

36.8

36.0

20.1

23.4

21.7

29.5

33.8

32.3

25.2

32.4

31.4

27.3

14.7

16.8

35.2

21.6

25.5

11.4

8.8

7.5

10.7

11.3

11.7

4.5

5.9

7.2

8.2

10.8

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

とても思う 思う あまり思わない 思わない わからない 無回答
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●自分のことが好きだ 

・「とても思う」「思う」の割合は困窮層で低い傾向にある。 

 

 

●今、幸せだと思う 

・「とても思う」「思う」の割合は、中高生よりも小学生で高い。 

・「とても思う」の割合は困窮層で低い傾向にある。 

 

   

13.6

27.9

24.5

18.9

21.2

21.0

22.7

32.4

35.5

24.5

34.7

31.5

29.5

19.1

18.9

27.7

23.4

24.4

22.7

10.3

12.5

17.6

11.3

13.7

9.1

10.3

7.7

10.7

9.0

8.7

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

とても思う 思う あまり思わない 思わない わからない 無回答

43.2

50.0

58.4

30.8

43.2

42.1

50.0

33.8

29.6

37.1

41.0

39.7

2.3

10.3

5.6

19.5

5.9

8.4

2.3

1.5

1.9

2.5

1.4

2.4

2.3

4.4

3.7

9.4

8.1

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

とても思う 思う あまり思わない 思わない わからない 無回答
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●自分にはよいところがあると思う 

・「とても思う」「思う」の割合は、中高生よりも小学生で高い。 

・「とても思う」「思う」の割合は困窮層で低い傾向にある。 

 

 

 

 

  

20.5

36.8

40.8

23.9

27.5

32.8

43.2

39.7

40.5

37.7

43.7

40.6

22.7

11.8

9.9

20.8

15.8

16.6

4.5

7.4

6.1

8.8

5.0

6.0

9.1

4.4

2.7

8.8

8.1

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

とても思う 思う あまり思わない 思わない 無回答

・特に中高生の困窮層において、中高生の他の層よりネガティブな感じ方が多い傾向がみられ

る。 
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（５）居場所等の利用状況 

問 あなたは、次のような場所を利用したことがありますか。また、利用したことがない場合、今後利用した

いと思いますか。（それぞれ、あてはまるもの１つに○） 

子小問２２、子中高問２５ 

 

①（自分や友人の家以外で）放課後や休日を過ごすことができる場所（放課後ルーム、船っ子教室や

児童ホームなど） 

 

・「利用したことがある」の割合は、中高生よりも小学生で高い。 

・「利用したことがある」の割合は困窮層で高い。 

・「利用したことがない」理由は、「利用しなくても困らないから」の割合が最も高い。 

 

 
  

88.6

72.1

82.7

70.4

67.6

67.2 1.5

6.8

22.1

13.9

17.6

26.6

23.3

4.5

4.4

2.7

10.7

4.5

7.2

1.5

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

利用したことがある 利用したいけどできていない 今は、利用したいと思わない

利用したいかどうかわからない 無回答
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「利用したことがない」理由 

 

 
  

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

5.6

5.6

5.6

61.1

0.0

5.6

5.6

5.6

22.2

1.6

4.7

1.6

60.9

9.4

0.0

0.0

7.8

20.3

0% 50% 100%

家の近くにないから

時間が合わないから

どこでやっているか知らないか

ら

利用しなくても困らないから

知り合いに会ったらいやだから

どんなところかわからないから

家のお手伝いがあるから

その他

無回答

【小学生】

困窮層（n=5）

周辺層（n=18）

一般層（n=64）

17.8

4.4

4.4

51.1

0.0

11.1

2.2

6.7

17.8

4.2

7.0

15.5

67.6

4.2

8.5

1.4

5.6

7.0

10.4

4.0

13.8

60.4

3.4

10.1

0.3

1.7

13.8

0% 50% 100%

家の近くにないから

時間が合わないから

どこでやっているか知らないか

ら

利用しなくても困らないから

知り合いに会ったらいやだから

どんなところかわからないから

家のお手伝いがあるから

その他

無回答

【中高生】

困窮層（n=45）

周辺層（n=71）

一般層（n=298）
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②（自分や友人の家以外で）食事を無料か安く食べることができる場所（子ども食堂など） 

 

・「利用したことがある」の割合は困窮層で高い。 

・「利用したことがない」理由は、「利用しなくても困らないから」の割合が最も高い。 

・困窮層では「利用しなくても困らないから」の割合は比較的低く、「家の近くにないから」の割合

が高くなっている。 

 

 
  

20.5

13.2

10.4

17.6

9.5

10.5

4.5

10.3

9.6

10.7

3.6

7.3

38.6

48.5

57.3

44.7

61.3

61.1

31.8

23.5

20.5

26.4

24.3

18.5

4.5

4.4

2.1

1.4

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

利用したことがある 利用したいけどできていない 今は、利用したいと思わない

利用したいかどうかわからない 無回答
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「利用したことがない」理由 

 

 
  

27.3

0.0

27.3

30.3

0.0

9.1

0.0

6.1

24.2

23.2

3.6

33.9

55.4

1.8

19.6

0.0

1.8

7.1

18.0

3.7

26.2

52.1

1.5

13.7

0.3

2.7

21.0

0% 20% 40% 60%

家の近くにないから

時間が合わないから

どこでやっているか知らないか

ら

利用しなくても困らないから

知り合いに会ったらいやだから

どんなところかわからないから

家のお手伝いがあるから

その他

無回答

【小学生】

困窮層（n=33）

周辺層（n=56）

一般層（n=328）

25.4

4.6

29.2

41.5

0.8

13.8

0.8

3.1

13.1

23.2

3.0

31.8

58.6

2.0

15.2

1.0

3.5

6.6

18.2

3.1

25.2

57.1

2.1

8.0

0.1

2.1

13.2

0% 50% 100%

家の近くにないから

時間が合わないから

どこでやっているか知らないか

ら

利用しなくても困らないから

知り合いに会ったらいやだから

どんなところかわからないから

家のお手伝いがあるから

その他

無回答

【中高生】

困窮層（n=130）

周辺層（n=198）

一般層（n=809）
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③無料で勉強をみてくれる場所 

 

・「利用したことがある」の割合は、小学生よりも中高生で高い。 

・「利用したことがある」の割合は中高生の困窮層で高い。 

・「利用したことがない」理由は、「利用しなくても困らないから」「どこでやっているか知らないか

ら」の割合が高い。 

・困窮層では「利用しなくても困らないから」の割合は比較的低い。 

 

 
  

5.9

4.5

33.3

15.8

8.3

11.4

13.2

11.2

8.8

6.8

7.1

54.5

55.9

60.3

41.5

54.5

63.0

27.3

20.6

20.5

15.7

22.1

19.0

6.8

4.4

3.5

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

利用したことがある 利用したいけどできていない 今は、利用したいと思わない

利用したいかどうかわからない 無回答
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「利用したことがない」理由 

 

 
  

12.2

2.4

34.1

22.0

0.0

7.3

0.0

7.3

24.4

14.8

9.8

27.9

39.3

1.6

18.0

1.6

8.2

11.5

15.7

4.9

31.9

41.7

2.6

17.1

0.3

6.4

20.3

0% 20% 40% 60%

家の近くにないから

時間が合わないから

どこでやっているか知らないか

ら

利用しなくても困らないから

知り合いに会ったらいやだから

どんなところかわからないから

家のお手伝いがあるから

その他

無回答

【小学生】

困窮層（n=41）

周辺層（n=61）

一般層（n=345）

19.0

7.6

23.8

39.0

5.7

15.2

1.0

3.8

15.2

17.3

5.4

27.6

54.1

0.5

15.7

1.1

10.3

5.4

15.8

4.6

24.8

52.7

1.4

11.1

0.2

3.7

12.9

0% 20% 40% 60%

家の近くにないから

時間が合わないから

どこでやっているか知らないか

ら

利用しなくても困らないから

知り合いに会ったらいやだから

どんなところかわからないから

家のお手伝いがあるから

その他

無回答

【中高生】

困窮層（n=105）

周辺層（n=185）

一般層（n=830）
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（６）あなたの考え 

問 次の質問について、あなたのここ半年くらいのことを考えて答えてください。（それぞれ、あてはまるも

の１つに○） 

子小問２３、子中高問２６ 

 

●私は、他人に対して親切にするようにしていたり、 他人の気持ちをよく考えたりする。 

・小学生、中高生とも「あてはまる」「まああてはまる」の割合は 9割を超える。 

・特に「あてはまる」に限定するとその割合は小学生の困窮層で低い。 

 

 

 

  

29.5

41.2

52.3

55.3

56.3

55.4

63.6

51.5

43.2

37.7

39.2

38.9

4.5

7.4

4.3

6.3

4.1

4.5

2.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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●私は、よく頭やお腹が痛くなったり、気持ちが悪くなったりする。 

・困窮層ほど「あてはまる」の割合は高い傾向にある。 

 

 

●私は、他の子どもたち（兄弟姉妹や友だち）とゆずり合って使える（ゲーム・文房具など） 

・「あてはまる」「まああてはまる」の割合は、小学生、中高生とも 8 割弱から 9 割近くにのぼる。 

 

   

27.3

22.1

15.2

22.6

18.5

20.3

36.4

25.0

23.7

32.1

27.0

25.4

34.1

52.9

60.5

44.7

54.1

53.1

2.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答

43.2

39.7

46.7

54.7

49.5

57.4

34.1

41.2

42.7

34.0

38.3

32.0

20.5

19.1

10.1

10.7

11.7

9.4

2.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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●私は、たいてい一人でいる。 だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避ける。 

・「あてはまる」の割合は、小学生よりも中高生で高い。 

・「あてはまる」の割合は小学生の困窮層で低い傾向にある。 

 

 

●私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。 

・「あてはまる」の割合は、小学生よりも中高生で高い傾向にある。 

 

   

2.3

5.9

6.1

11.3

9.5

10.5

20.5

13.2

11.7

25.8

23.9

21.4

75.0

80.9

81.9

61.6

66.2

67.0

2.3

1.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答

11.4

11.8

11.2

18.9

18.5

19.1

29.5

26.5

21.9

32.1

33.3

31.7

59.1

61.8

66.7

48.4

47.7

48.2 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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●私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすんで助け

る。 

・「あてはまる」の割合は小学生の困窮層で低い。 

 

 

●私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。 

・「あてはまる」の割合は小学生の困窮層で低い傾向にある。 

 

   

22.7

32.4

34.1

32.1

26.6

29.0

59.1

52.9

52.0

50.3

59.0

53.1

18.2

14.7

13.3

17.0

14.0

16.5 1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答

75.0

77.9

86.7

84.3

77.9

80.9

15.9

10.3

6.4

10.1

13.1

10.5

9.1

11.8

6.7

5.0

8.1

7.5 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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●私は、落ち込んでしずんでいたり、涙ぐんだりすることがよくある。 

・「あてはまる」の割合は中高生の困窮層で高い。 

 

●私は、同じくらいの年齢の子どもからは、だいたいは好かれている。 

・「あてはまる」の割合は、中高生よりも小学生で高い。 

・「あてはまる」の割合は困窮層で低い傾向にある。 

 

   

11.4

17.6

15.2

25.2

17.6

15.8

34.1

33.8

22.7

20.1

28.4

26.9

54.5

48.5

61.6

54.1

53.6

56.1 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答

25.0

33.8

30.9

21.4

23.9

26.8

45.5

50.0

52.5

55.3

53.6

56.9

27.3

16.2

15.5

22.6

22.1

15.0

2.3

1.1

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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●私は、初めてのことや場所になると不安になり、自信をなくしやすい。 

・「あてはまる」の割合は中高生の困窮層で高い。 

 

●私は、年下の子どもたちに対してやさしくしている。 

・「あてはまる」の割合は、中高生よりも小学生で高い。 

 

   

25.0

30.9

30.9

35.2

33.3

30.3

36.4

30.9

31.7

31.4

42.8

36.7

38.6

36.8

36.8

32.7

23.4

32.0

1.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答

59.1

57.4

64.0

51.6

49.5

54.3

34.1

35.3

29.9

35.2

43.2

38.6

6.8

7.4

5.9

11.9

6.8

5.9

1.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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●私は、他の子どもから、いじめられたり、からかわれたりする。 

・「まああてはまる」の割合は小学生の周辺層で高い。 

 

●私は、自分からすすんでよくお手伝いをする（親・先生・他の子どもたちなど） 

・中高生の「あてはまる」の割合は困窮層で高い。 

 

   

4.5

4.4

2.7

4.4

3.6

3.8

18.2

29.4

14.1

16.4

10.8

8.9

77.3

66.2

82.7

78.6

85.1

86.1 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答

20.5

20.6

23.5

22.6

19.4

17.0

43.2

52.9

47.2

43.4

48.2

47.5

36.4

26.5

29.1

33.3

32.0

34.4 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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●私は、他の子どもたちより、大人といる方がうまくいく。 

・「あてはまる」の割合は困窮層や周辺層で高い。 

 

●私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。 

・「あてはまる」の割合は中高生の困窮層で高い。 

 

   

18.2

19.1

11.2

17.6

14.9

13.1

31.8

27.9

27.2

28.3

31.1

26.3

47.7

52.9

61.1

53.5

53.6

59.4

2.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答

13.6

11.8

14.4

16.4

11.7

12.6

34.1

23.5

21.6

24.5

27.0

26.8

50.0

64.7

63.5

58.5

60.8

59.5

2.3

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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（７）逆境体験の有無 

問 あなたは今までに、以下のようなことがありましたか。（あてはまる番号すべてに○） 

子小問２４、子中高問２７ 

 

・8割超が「あてはまるものはない」と回答している。 

 

 

 

  

6.8

0.0

0.0

2.3

2.3

88.6

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

94.1

1.5

4.0

0.3

1.6

0.8

1.1

90.4

2.7

0% 50% 100%

一緒に住んでいる大人から、あなた

の悪口を言われたり、けなされたりす

ることがある。または、たたかれる、

物を投げつけられたことがよくある。

食事や洋服が与えられなかったりす

ることがある

一緒に住んでいる家族がだれかに何

度もたたかれたり、けられたりするこ

とがよくある

一緒に住んでいる人に、お酒を一日

中飲んだり、薬をたくさん飲んだりす

るなど、その人の生活や身体を悪く

するようなふるまいをした人がいる

一緒に住んでいる人に、心の病気な

どで一日中暗い気持ちでいたり、家

のことができなかったりした人がいる

あてはまるものはない

無回答

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

10.1

1.3

5.0

1.3

5.0

82.4

2.5

9.0

0.0

2.3

1.8

0.5

86.5

2.3

5.2

0.6

1.1

0.5

2.3

87.8

4.7

0% 50% 100%

一緒に住んでいる大人から、あなた

の悪口を言われたり、けなされたりす

ることがある。または、たたかれる、

物を投げつけられたことがよくある。

食事や洋服が与えられなかったりす

ることがある

一緒に住んでいる家族がだれかに何

度もたたかれたり、けられたりするこ

とがよくある

一緒に住んでいる人に、お酒を一日

中飲んだり、薬をたくさん飲んだりす

るなど、その人の生活や身体を悪く

するようなふるまいをした人がいる

一緒に住んでいる人に、心の病気な

どで一日中暗い気持ちでいたり、家

のことができなかったりした人がいる

あてはまるものはない

無回答

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）
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（８）意見が聞いてもらえているか 

問 周りの大人、学校、船橋市は、あなたの思ったことや考えたことをちゃんと聞いていると思いますか。（そ

れぞれ、あてはまるもの１つに○） 

子小問２５、子中高問２８ 

 

●親・保護者 

 

・「よく聞く」「どちらかといえばよく聞く」の割合は 9割程度であり、中高生よりも小学生で高い

傾向にある。 

 

 

●おじいちゃん、おばあちゃんや親せき 

 

・「よく聞く」「どちらかといえばよく聞く」の割合は、小学生で 7割超、中高生で 6割超となって

いる。 

 

 

●学校の先生 

 

・「よく聞く」「どちらかといえばよく聞く」の割合は、小学生、中高生ともに約 7割となっている

一方、「あまり聞かない」が 1割弱いる。 

 

  

73.3

63.3

20.2

24.0 3.8

3.0

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

よく聞く どちらかといえば聞く あまり聞かない 全く聞かない

話す機会がない わからない 無回答

54.3

43.1

21.5

21.1

3.6

5.5

11.5

15.5

6.7

12.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

よく聞く どちらかといえば聞く あまり聞かない 全く聞かない

話す機会がない わからない 無回答

50.4

37.4

25.1

32.6

7.9

9.1

3.6

3.9

4.7

6.2

7.9

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

よく聞く どちらかといえば聞く あまり聞かない 全く聞かない

話す機会がない わからない 無回答
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●学校の先生以外の大人 

 

・「よく聞く」「どちらかといえばよく聞く」の割合は小学生で 4割、中高生で 3割を超える一方で

「話す機会がない」も 2割程度がみられる。 

 

 

●市役所の大人 

 

・小学生、中高生ともに「話す機会がない」の割合が最も高い。 

 

 

 

 

  

25.7

17.5

17.8

17.5

10.3

9.0

3.4

2.7

20.6

26.0

21.9

26.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

よく聞く どちらかといえば聞く あまり聞かない 全く聞かない

話す機会がない わからない 無回答

8.7

7.4

7.3

4.8

4.0

3.7

2.2

2.6

46.6

44.9

30.4

35.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

よく聞く どちらかといえば聞く あまり聞かない 全く聞かない

話す機会がない わからない 無回答

・学校の先生以外の大人や市役所の大人と話す機会は少なく、親や保護者、祖父母や親せき、学

校の先生が子どもたちの意見を聞く主な対象であることが分かった。 
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（９）意見を伝える方法 

問 あなたはどのような方法や手段で、周りの大人、学校、船橋市に対して意見を伝えたいですか。（あてはま

る番号すべてに○） 

子小問２６、子中高問２９ 

 

・小学生では、「直接」やアンケートでの割合が高い。 

・中高生では、「LINEなどのチャット」「学校で答えるアンケート」の割合が高い。 

・生活困難度にみると、小学生の困窮層では、「直接」やアンケートではなく、「LINEなどのチャッ

ト」の割合が高い。 

・「伝えたいと思わない」も一定程度みられる。 

 

 

 

 

  

34.4

16.0

15.6

18.0

4.3

38.3

27.7

6.1

2.2

21.9

3.4

25.6

10.1

18.1

32.5

11.2

31.3

24.7

3.7

1.1

25.0

2.4

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

直接

電話

メール

LINEなどのチャット

X（旧Twitter）、Instagram、TikTokなどのSNS

学校で答えるアンケート

この調査のような、家で答えるアンケート

直接大人と話せる会議や、イベント

その他

伝えたいと思わない

無回答

小学生（n=506）

中高生（n=1391）

・小学生はオンラインよりも学校でのアンケートや直接の意見伝達を好む傾向がみられる。 

・中高生はオンラインでの意見伝達を望む傾向が顕著で、特に「LINEなどのチャット」が最も高

い割合を占めている。 

・年齢が上がるにつれて、直接のコミュニケーションよりもオンラインでの意見伝達を望む傾向

がある。 

・これらの結果から、小学生と中高生の意見伝達の方法には明確な違いがあり、年齢に応じた意

見伝達の手段を整えることが重要と考えられる。 
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＜生活困難度別＞       

 
 

 

  

20.5

11.4

11.4

27.3

2.3

22.7

13.6

2.3

4.5

22.7

6.8

38.2

17.6

11.8

11.8

5.9

35.3

27.9

7.4

2.9

19.1

1.5

35.2

16.5

16.3

17.1

4.5

40.8

29.1

6.4

1.9

22.4

3.5

0% 20% 40% 60%

直接

電話

メール

LINEなどのチャット

X（旧Twitter）、Instagram、

TikTokなどのSNS

学校で答えるアンケート

この調査のような、家で答える

アンケート

直接大人と話せる会議や、イ

ベント

その他

伝えたいと思わない

無回答

【小学生】

困窮層（n=44）

周辺層（n=68）

一般層（n=375）

28.3

13.2

17.6

35.8

11.3

26.4

23.9

5.0

1.9

27.7

1.3

25.7

8.1

18.0

34.2

8.1

30.6

27.5

5.0

0.9

25.7

1.8

25.6

10.4

18.3

32.2

12.0

32.3

24.4

3.2

0.9

24.0

2.9

0% 20% 40%

直接

電話

メール

LINEなどのチャット

X（旧Twitter）、Instagram、

TikTokなどのSNS

学校で答えるアンケート

この調査のような、家で答える

アンケート

直接大人と話せる会議や、イ

ベント

その他

伝えたいと思わない

無回答

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）
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２-５．中高生のみの設問（喫煙や飲酒、アルバイト経験の有無について） 

（１）喫煙の有無 

問 あなたは、今までにたばこを１回でも吸ったことがありますか。（あてはまるもの１つに○） 

子中高問９ 

 

・回答者のほとんどが「ない」と回答している。 

 

 

 

（２）飲酒の有無 

問 あなたは、お酒を飲んだことがありますか。（あてはまるもの１つに○） 

子中高問１０ 

 

・回答者のほとんどが「ない」と回答している。 

 

 

 

  

1.0 99.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中高生（n=1391）

ある ない 無回答

3.2 96.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中高生（n=1391）

ある ない 無回答
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（３）アルバイトについて 

問 あなたは、アルバイトをしていますか。または、していましたか。（あてはまるもの１つに○） 

子中高問１３ 

 

・困窮層、周辺層で「している」割合が高い傾向にある。 

 

 

問 アルバイト代の主な使い道はなんですか。（あてはまるもの１つに○） 

子中高問１３-１ 

 

・「自分のおこづかい」の割合が最も高く、困窮層で「将来のための貯金」や「家族の生活費」の割

合が高い。 

 

  

15.1

16.7

9.4

6.3

3.6

3.4

77.4

79.3

86.3

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【中高生】

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

している していたことがある したことがない 無回答

58.8

71.1

72.5

26.5

17.8

18.3

8.8

4.4

1.7

5.9

6.7

2.5 5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【中高生】

困窮層（n=34）

周辺層（n=45）

一般層（n=120）

自分のおこづかい 将来のための貯金（進学や運転免許証取得費用 等） 家族の生活費 その他 無回答
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２-６．船橋市への意見 

問 船橋市にやってほしいこと、こんなもの・ことがあったらいいなと思うこと、もっとこうしてほしいなど、

あなたの考えや意見を聞かせてください。 

子小問２７、子中高問３０ 

 

 

  

こどもの自由記述内容分類結果（全482人からの回答を分類）

№ 分類名 件数

1 学校・教育環境 156件

2 公園・遊び場の整備 89件

3 安全・交通対策 86件

4 文化・イベント 57件

5 意見・相談窓口 56件

6 スポーツ・レクリエーション 54件

7 環境・まちづくり 51件

8 商業・施設 46件

9 健康・福祉 30件

10 子育て・家庭支援 25件

11 その他 21件

12 分類不能 19件

※回答内容により複数分類先があるため、件数合計は回答者数を超える。
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本報告書及びアンケート調査票については、市ホームページに掲載しております。 

以下よりご覧ください。 

 

船橋市ホームページ 

トップページ → 子ども・教育 → 子育て・教育の計画・施策 → 子ども・子育てに関す

る計画・施策 →「船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査（令和 5 年 12 月実施）」

の結果を公表します 

 

ＵＲＬ：https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/keikaku/007/p125364.html 

 

 

船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果報告書 
令和６年（２０２４年）３月 
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