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恵庭市子どもの生活実態調査結果報告書 

Ⅰ．調査の概要 

１．概要 

（１）目的 

   子どもの生活環境や学校・家庭での過ごし方など家庭の実態を把握することにより、

本市の課題や地域の特性を踏まえた子どもの施策を検討する資料とする。 

（２）調査対象及び調査方法 

   小学校５年生、中学校２年生、１７歳の子ども 

   小学校２年生、小学校５年生、中学校２年生、１７歳の保護者 

   ◆令和元年６月３日～６月２１日に無記名のアンケート方式で実施 

（３）調査の内容 

   子ども：健康状態、生活習慣、学習、人とのつながり、自己肯定感 等 

   保護者：健康状態、就労状況、収入、暮らし向き、制度の利用状況 等 

２．調査票の回収状況 

調査対象 配布件数 

（件） 

回収件数 

（件） 

回答票数率 

（％） 

マッチング数

（件） 

マッチング率

（％） 

小学２年生 保護者 593 522 88.0 － － 

小学５年生 保護者 625 521 83.4
512 99.4 

子ども 625 515 82.4

中学２年生 保護者 596 488 81.9
480 98.8 

子ども 596 486 81.5

１７歳 

（高校２年生）

保護者 679 249 36.7
225 98.7 

子ども 686 228 33.2

合 計 保護者 2,493 1,780 71.4
1,217 99.0 

子ども 1,907 1,229 64.4

３．集計方法等 

 結果数値（％）は、少数第２位以下を四捨五入して表示しているため、内数の計が合計に

一致していない場合がある。 

 マッチング数に基づき集計しているため、学年別に全体を集計した表の合計値と、家族形

態別、収入階層別の表の合計値が一致していない。 
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Ⅱ．調査結果

　１．調査世帯の状況

　本調査は、小学２年生の保護者、小学５年生、中学２年生、17歳の保護者と子どもを対象に調査を行い、

1,780人の保護者と1,229人の子どもからの回答に基づき集計、分析をしている。

　回答者の年齢は、小学２年生が30歳代、その他の学年は40歳代が最も多くなっており、89.4%が母親と

なっている。

　世帯の状況では、両親世帯が79.4%、母子世帯が9.3%となっている。

　保護者の健康状態については、子どもの学年が上がるにつれて、通院している人や体調が悪いと感じて

いる人の割合が高くなっており、また、世帯収入が低いほど、保護者も子どもも健康と回答する割合が低く

なっている。

（１）回答者の状況について

　　①回答者の年齢

保護者調査における回答者の年齢で一番多い階層区分は、小学２年生が「30～39歳」で55.9%、それ以

外の保護者が「40～49歳」で小学５年生が51.4%、中学２年生が67.2%、17歳が61.8%となっており、全体でも

「40～49歳」が52.1%を占めている。

調査数 19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 無回答

522人 20人 22人 292人 177人 3人 1人 7人
100.0% 3.8% 4.2% 55.9% 33.9% 0.6% 0.2% 1.3%
521人 16人 4人 198人 268人 25人 - 10人
100.0% 3.1% 0.8% 38.0% 51.4% 4.8% - 1.9%
488人 16人 1人 93人 328人 43人 1人 6人
100.0% 3.3% 0.2% 19.1% 67.2% 8.8% 0.2% 1.2%
249人 11人 - 21人 154人 53人 7人 3人
100.0% 4.4% - 8.4% 61.8% 21.3% 2.8% 1.2%
1,780人 63人 27人 604人 927人 124人 9人 26人
100.0% 3.5% 1.5% 33.9% 52.1% 7.0% 0.5% 1.5%

　　②子どもと回答者の関係

　保護者調査の回答者と子どもとの関係では、「母親」からの回答は89.4%、「父親」からの回答は9.8%となっ

ている。

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●あなたの年齢を教えてください

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●お子さんとあなたの関係は、次のどれにあたりますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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調査数 母親 父親 祖母 祖父 その他 無回答

522人 497人 23人 1人 - - 1人
100.0% 95.2% 4.4% 0.2% - - 0.2%
521人 473人 45人 - - - 3人
100.0% 90.8% 8.6% - - - 0.6%
488人 445人 39人 1人 - 1人 2人
100.0% 91.2% 8.0% 0.2% - 0.2% 0.4%
249人 177人 67人 1人 3人 - 1人
100.0% 71.1% 26.9% 0.4% 1.2% - 0.4%
1,780人 1,592人 174人 3人 3人 1人 7人
100.0% 89.4% 9.8% 0.2% 0.2% 0.1% 0.4%

　　③子どもの性別

　子どもの性別では、「男」が47.9%、「女」が51.6%となっている。

調査数 男 女 無回答

522人 251人 269人 2人
100.0% 48.1% 51.5% 0.4%
521人 246人 271人 4人
100.0% 47.2% 52.0% 0.8%
488人 238人 247人 3人
100.0% 48.8% 50.6% 0.6%
249人 117人 131人 1人
100.0% 47.0% 52.6% 0.4%
1,780人 852人 918人 10人
100.0% 47.9% 51.6% 0.6%

　　④高校種別

　「全日制公立高校」が75.4%、次いで「全日制私立高校」が18.0%となっている。

調査数
全日制公立
高校

定時制公立
高校

通信制公立
高校

全日制私立
高校

通信制私立
高校

通っていな
い

無回答

228人 172人 2人 1人 41人 5人 4人 3人
100.0% 75.4% 0.9% 0.4% 18.0% 2.2% 1.8% 1.3%

　　⑤高校へ通っていない人の過ごし方

　「働いている」人が75.0%、「特に何もしていない」人が25.0%となっている。

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

17歳

●お子さんの性別を教えてください。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●あなたは現在、学校に通っていますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●現在はどのようなことをして生活をしていますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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調査数 働いている
特に何もし
ていない

4人 3人 1人
100.0% 75.0% 25.0%

（２）世帯の状況

　　①家族形態

　家族の形態では、「両親世帯」が79.4%、次いで「母子世帯」が9.3%、「祖父母同居の両親世帯」が6.5%となっ

ている。

調査数 両親世帯
祖父母同居
の両親世帯

母子世帯
祖父母同居
の母子世帯

父子世帯
祖父母同居
の父子世帯

その他・無
回答

522人 435人 28人 46人 8人 3人 - 2人
100.0% 83.3% 5.4% 8.8% 1.5% 0.6% - 0.4%
521人 410人 41人 43人 9人 6人 1人 11人
100.0% 78.7% 7.9% 8.3% 1.7% 1.2% 0.2% 2.1%
488人 374人 33人 54人 11人 4人 4人 8人
100.0% 76.6% 6.8% 11.1% 2.3% 0.8% 0.8% 1.6%
249人 194人 13人 23人 8人 3人 4人 4人
100.0% 77.9% 5.2% 9.2% 3.2% 1.2% 1.6% 1.6%
1,780人 1,413人 115人 166人 36人 16人 9人 25人
100.0% 79.4% 6.5% 9.3% 2.0% 0.9% 0.5% 1.4%

　　②生計が同じ家族の人数

　家族構成では、４人が最も多く46.1%、次いで５人家族が26.6%、３人家族が14.0%となっている。

調査数 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上 無回答

522人 11人 62人 261人 136人 38人 11人 3人
100.0% 2.1% 11.9% 50.0% 26.1% 7.3% 2.1% 0.6%
521人 15人 73人 232人 141人 42人 12人 6人
100.0% 2.9% 14.0% 44.5% 27.1% 8.1% 2.3% 1.2%
488人 11人 72人 212人 137人 40人 12人 4人
100.0% 2.3% 14.8% 43.4% 28.1% 8.2% 2.5% 0.8%
249人 5人 43人 115人 60人 21人 5人 -
100.0% 2.0% 17.3% 46.2% 24.1% 8.4% 2.0% -
1,780人 42人 250人 820人 474人 141人 40人 13人
100.0% 2.4% 14.0% 46.1% 26.6% 7.9% 2.2% 0.7%

　　③生計が同じ家族のうち子どもの人数

17歳

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●ご家族の家族形態について、最も近いもの１つに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●ご家族の人数を教えてください。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●ご家族のうち、お子さんの人数を教えてください。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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　家族のうち子どもの数では、「２人」が最も多く50.4%、次いで「３人」が27.9%、「１人」が13.9%となっている。

調査数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答

522人 60人 273人 149人 35人 3人 2人
100.0% 11.5% 52.3% 28.5% 6.7% 0.6% 0.4%
521人 86人 252人 144人 30人 5人 4人
100.0% 16.5% 48.4% 27.6% 5.8% 1.0% 0.8%
488人 63人 246人 139人 30人 7人 3人
100.0% 12.9% 50.4% 28.5% 6.1% 1.4% 0.6%
249人 38人 126人 64人 19人 2人 -
100.0% 15.3% 50.6% 25.7% 7.6% 0.8% -
1,780人 247人 897人 496人 114人 17人 9人
100.0% 13.9% 50.4% 27.9% 6.4% 1.0% 0.5%

　　④居住形態

　居住形態は、持ち家が71.2%、次いで民間の賃貸住宅が19.7%、道営・市営などの賃貸住宅が2.6%となって

いる。また、収入階層では、収入が高いほど持ち家と回答する割合が高くなり、1,000万円以上では、89.3%と

なっている。また、住宅に間借りは、収入が低いほど割合が高くなっており、100万円未満では13.0%となって

いる。

調査数 持ち家
民間の賃貸
住宅

道営・市営な
どの賃貸住宅

社宅・公務
員住宅

住宅に間借
り

その他 無回答

522人 366人 104人 18人 11人 5人 4人 14人
100.0% 70.1% 19.9% 3.4% 2.1% 1.0% 0.8% 2.7%
521人 364人 99人 14人 14人 6人 9人 15人
100.0% 69.9% 19.0% 2.7% 2.7% 1.2% 1.7% 2.9%
488人 354人 105人 9人 3人 2人 6人 9人
100.0% 72.5% 21.5% 1.8% 0.6% 0.4% 1.2% 1.8%
249人 183人 43人 5人 3人 3人 7人 5人
100.0% 73.5% 17.3% 2.0% 1.2% 1.2% 2.8% 2.0%
1,780人 1,267人 351人 46人 31人 16人 26人 43人
100.0% 71.2% 19.7% 2.6% 1.7% 0.9% 1.5% 2.4%

収入階層 調査数 持ち家
民間の賃貸
住宅

道営・市営な
どの賃貸住宅

社宅・公務
員住宅

住宅に間借
り

その他 無回答

23人 5人 9人 2人 - 3人 - 4人
100.0% 21.7% 39.1% 8.7% - 13.0% - 17.4%
76人 11人 38人 16人 - 5人 5人 1人
100.0% 14.5% 50.0% 21.1% - 6.6% 6.6% 1.3%
120人 46人 48人 12人 - 2人 8人 4人
100.0% 38.3% 40.0% 10.0% - 1.7% 6.7% 3.3%
162人 87人 51人 10人 3人 1人 7人 3人
100.0% 53.7% 31.5% 6.2% 1.9% 0.6% 4.3% 1.9%
312人 231人 61人 3人 6人 1人 4人 6人
100.0% 74.0% 19.6% 1.0% 1.9% 0.3% 1.3% 1.9%
608人 490人 83人 1人 15人 3人 2人 14人
100.0% 80.6% 13.7% 0.2% 2.5% 0.5% 0.3% 2.3%
298人 256人 34人 - 4人 1人 - 3人
100.0% 85.9% 11.4% - 1.3% 0.3% - 1.0%
75人 67人 7人 - 1人 - - -
100.0% 89.3% 9.3% - 1.3% - - -
1,674人 1,193人 331人 44人 29人 16人 26人 35人
100.0% 71.3% 19.8% 2.6% 1.7% 1.0% 1.6% 2.1%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

●あなたはどのような住宅にお住まいですか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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（３）健康状態

　　①回答者の健康状態等

　回答者（保護者）の健康状態等は、全体では「健康」が81.2%、「通院中」が15.2%となっている。

　収入階層別では、世帯収入200万円未満では、「健康」と回答する割合が低くなっており、世帯収入100

万円未満では60.9%となっており、「通院中」と回答する割合が26.1%と最も高くなっている。

調査数 健康 通院中
通院はないが
体調が悪い

障がいあり
（難病除く）

難病指定あ
り

その他 無回答

522人 447人 58人 14人 2人 3人 1人 3人
100.0% 85.6% 11.1% 2.7% 0.4% 0.6% 0.2% 0.6%
521人 431人 79人 9人 6人 5人 1人 -
100.0% 82.7% 15.2% 1.7% 1.2% 1.0% 0.2% -
488人 395人 69人 17人 7人 4人 2人 4人
100.0% 80.9% 14.1% 3.5% 1.4% 0.8% 0.4% 0.8%
249人 172人 64人 11人 3人 4人 2人 1人
100.0% 69.1% 25.7% 4.4% 1.2% 1.6% 0.8% 0.4%
1,780人 1,445人 270人 51人 18人 16人 6人 8人
100.0% 81.2% 15.2% 2.9% 1.0% 0.9% 0.3% 0.4%

収入階層 調査数 健康 通院中
通院はないが
体調が悪い

障がいあり
（難病除く）

難病指定あ
り

その他 無回答

23人 14人 6人 3人 1人 - - -
100.0% 60.9% 26.1% 13.0% 4.3% - - -
76人 49人 16人 6人 6人 1人 1人 2人
100.0% 64.5% 21.1% 7.9% 7.9% 1.3% 1.3% 2.6%
120人 97人 20人 4人 1人 1人 - -
100.0% 80.8% 16.7% 3.3% 0.8% 0.8% - -
162人 130人 28人 3人 3人 1人 1人 1人
100.0% 80.2% 17.3% 1.9% 1.9% 0.6% 0.6% 0.6%
312人 245人 56人 11人 2人 1人 2人 -
100.0% 78.5% 17.9% 3.5% 0.6% 0.3% 0.6% -
608人 495人 90人 16人 5人 7人 2人 3人
100.0% 81.4% 14.8% 2.6% 0.8% 1.2% 0.3% 0.5%
298人 261人 33人 4人 - 2人 - -
100.0% 87.6% 11.1% 1.3% - 0.7% - -
75人 64人 10人 - - 2人 - -
100.0% 85.3% 13.3% - - 2.7% - -
1,674人 1,355人 259人 47人 18人 15人 6人 6人
100.0% 80.9% 15.5% 2.8% 1.1% 0.9% 0.4% 0.4%

　　②子どもの健康・発達の状態

　子どもの健康状態は、全体では、「健康」が90.4%、「通院中」が7.6%、「発達に遅れがある」が1.7%などと

なっている。

　収入階層別では世帯収入200万円未満は「健康」と回答する割合が低くなっており、100万円未満では、

82.6%となっている。

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

●あなたの健康状態等はいかがですか。あてはまるものすべてに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●お子さんの健康・発達の状況はいかがですか。あてはまるものすべてに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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調査数 健康 通院中
通院はないが
体調が悪い

障がいあり
（難病除く）

難病指定あ
り

発達に遅れ
がある

その他・無
回答

522人 468人 50人 - 3人 1人 10人 4人
100.0% 89.7% 9.6% - 0.6% 0.2% 1.9% 0.8%
521人 473人 44人 1人 5人 - 8人 5人
100.0% 90.8% 8.4% 0.2% 1.0% - 1.5% 1.0%
488人 441人 35人 3人 1人 2人 9人 8人
100.0% 90.4% 7.2% 0.6% 0.2% 0.4% 1.8% 1.6%
249人 227人 7人 2人 6人 1人 3人 5人
100.0% 91.2% 2.8% 0.8% 2.4% 0.4% 1.2% 2.0%
1,780人 1,609人 136人 6人 15人 4人 30人 22人
100.0% 90.4% 7.6% 0.3% 0.8% 0.2% 1.7% 1.2%

収入階層 調査数 健康 通院中
通院はないが
体調が悪い

障がいあり
（難病除く）

難病指定あ
り

発達に遅れ
がある

その他・無
回答

23人 19人 1人 - 1人 - 1人 1人
100.0% 82.6% 4.3% - 4.3% - 4.3% 4.3%
76人 63人 8人 - 2人 - 6人 2人
100.0% 82.9% 10.5% - 2.6% - 7.9% 2.6%
120人 107人 12人 - 4人 - 2人 1人
100.0% 89.2% 10.0% - 3.3% - 1.7% 0.8%
162人 145人 15人 2人 - - 8人 1人
100.0% 89.5% 9.3% 1.2% - - 4.9% 0.6%
312人 284人 22人 - 2人 - 3人 4人
100.0% 91.0% 7.1% - 0.6% - 1.0% 1.3%
608人 562人 39人 2人 5人 2人 7人 6人
100.0% 92.4% 6.4% 0.3% 0.8% 0.3% 1.2% 1.0%
298人 271人 20人 1人 - 1人 2人 5人
100.0% 90.9% 6.7% 0.3% - 0.3% 0.7% 1.7%
75人 68人 7人 - 1人 1人 - -
100.0% 90.7% 9.3% - 1.3% 1.3% - -
1,674人 1,519人 124人 5人 15人 4人 29人 20人
100.0% 90.7% 7.4% 0.3% 0.9% 0.2% 1.7% 1.2%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満
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　２．子どもの教育

　学校での教育については、授業の理解度において、中学２年生が小学５年生より「あまりわからない」な

どを含めて、わからないと回答する子どもの割合が高くなり、更に、父子世帯や世帯収入が低い階層におい

て、その割合が高い傾向がみられる。勉強がわからないときに教えてもらう人は、「友達」や「親」とする割合

が高くなっている。部活動の参加状況では、「参加している」が74.8%となっている一方、参加していない理由

として、母子世帯等において、「家の事情」や「家族の人の協力や参加が必要だから」と回答する率が高くな

っている。

　家庭での教育については、習い事や学習塾、家庭教師の利用状況は世帯収入が低い階層や、ひとり親

世帯で利用している割合が低い傾向がみられる。また、授業以外での勉強時間は、世帯収入が上がるほ

ど長くなる傾向にあるが、学習塾での勉強時間も加味されることも要因の一つと考えられる。

　就学支援については、世帯収入100～200万円未満の階層の８割以上の世帯が就学援助を受けている

が、これらの階層において、「申請することに抵抗があった」と回答している家庭は36.4%となっている。

　大学進学等については、17歳の保護者が考える子どもの進路は、「四年制大学またはそれ以上」が

51.8%、「専門学校」が15.3%となっている一方、17歳の子どもは69.7%が進学希望と回答している。また、

世帯収入が低い階層では進学希望の割合が低くなっており、教育を受けさせるためのお金の準備状況は

世帯収入が低いほど「目処はついていない」とする割合が高くなる傾向にある。

　いじめについては、「仲間はずれや無視をされた」や「なぐられたり、けられたりした」経験のあるのは、

小学生時代に多く、学年が上がるにつれて「自分のいないところで、悪口や嫌なことを言われた」「パソコン

や携帯電話・スマートフォンを使って嫌なことをされた」経験が多くなっている。

（１）学校での教育について

　　①学校の授業でわからないことがあるか

　学校の授業の理解度に関する自己評価では、「あまりわからない」、「ほとんどわからない」とする回答は、

合わせて13.2%となっており、中学２年生が19.4%と高くなっている。

　家族形態別では、「あまりわからない」、「ほとんどわからない」とする回答は全体で13.1%となっており、

父子世帯の回答が最も高く25.0%、次いで母子世帯では18.8%となっている。

　収入階層別では、収入が下がるのに伴い、「あまりわからない」、「ほとんどわからない」と回答する割合が

増加傾向にある。

調査数
ほとんどわ
かる

まあまあわ
かる

あまりわか
らない

ほとんどわ
からない

無回答

515人 241人 242人 27人 2人 3人
100.0% 46.8% 47.0% 5.2% 0.4% 0.6%
486人 123人 267人 79人 15人 2人
100.0% 25.3% 54.9% 16.3% 3.1% 0.4%
221人 55人 126人 24人 15人 1人
100.0% 24.9% 57.0% 10.9% 6.8% 0.5%
1,222人 419人 635人 130人 32人 6人
100.0% 34.3% 52.0% 10.6% 2.6% 0.5%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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家族形態 調査数
ほとんどわ
かる

まあまあわ
かる

あまりわか
らない

ほとんどわ
からない

無回答

946人 347人 472人 100人 20人 7人
100.0% 36.7% 49.9% 10.6% 2.1% 0.7%
85人 29人 48人 7人 1人 -
100.0% 34.1% 56.5% 8.2% 1.2% -
117人 28人 64人 14人 8人 3人
100.0% 23.9% 54.7% 12.0% 6.8% 2.6%
26人 6人 17人 1人 1人 1人
100.0% 23.1% 65.4% 3.8% 3.8% 3.8%
12人 2人 7人 3人 - -
100.0% 16.7% 58.3% 25.0% - -
9人 3人 6人 - - -

100.0% 33.3% 66.7% - - -
17人 2人 11人 3人 - 1人
100.0% 11.8% 64.7% 17.6% - 5.9%
1,212人 417人 625人 128人 30人 12人
100.0% 34.4% 51.6% 10.6% 2.5% 1.0%

収入階層 調査数
ほとんどわ
かる

まあまあわ
かる

あまりわか
らない

ほとんどわ
からない

無回答

15人 5人 7人 2人 1人 -
100.0% 33.3% 46.7% 13.3% 6.7% -
57人 14人 30人 7人 3人 3人
100.0% 24.6% 52.6% 12.3% 5.3% 5.3%
74人 18人 40人 12人 4人 -
100.0% 24.3% 54.1% 16.2% 5.4% -
112人 30人 61人 17人 2人 2人
100.0% 26.8% 54.5% 15.2% 1.8% 1.8%
203人 73人 94人 30人 5人 1人
100.0% 36.0% 46.3% 14.8% 2.5% 0.5%
402人 147人 207人 36人 8人 4人
100.0% 36.6% 51.5% 9.0% 2.0% 1.0%
219人 81人 114人 18人 5人 1人
100.0% 37.0% 52.1% 8.2% 2.3% 0.5%
60人 27人 29人 3人 - 1人
100.0% 45.0% 48.3% 5.0% - 1.7%
1,142人 395人 582人 125人 28人 12人
100.0% 34.6% 51.0% 10.9% 2.5% 1.1%

　　②勉強がわからないときに誰に教えてもらうか

　勉強がわからないときに教えてもらう人は、「友達」や「学校の先生」とする割合が高くなっているが、小学

５年生では、「親」と回答した子どもが全体の81.4%となっている。その後、学年が上がるほど「親」と回答す

る子どもの割合は低くなっている。

　家族形態別では、父子世帯や母子世帯で「親」と回答した子どもは、３割程度となっており、両親世帯に

比べ低い割合となっている。

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

その他

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

●あなたは、学校の授業や勉強でわからないことがあるときは、誰に教えてもらいます

か。 あてはまるものすべてに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

- 9 -



親
親以外の家
族

友達 学校の先生
塾や習い事な
どの先生

その他の大
人

教えてもらう
人がいない

無回答

419人 141人 275人 271人 40人 10人 5人 3人
81.4% 27.4% 53.4% 52.6% 7.8% 1.9% 1.0% 0.6%
221人 110人 327人 228人 158人 8人 14人 4人
45.5% 22.6% 67.3% 46.9% 32.5% 1.6% 2.9% 0.8%
25人 18人 166人 137人 19人 2人 9人 2人
11.3% 8.1% 75.1% 62.0% 8.6% 0.9% 4.1% 0.9%
665人 269人 768人 636人 217人 20人 28人 9人
54.4% 22.0% 62.8% 52.0% 17.8% 1.6% 2.3% 0.7%

家族形態 親
親以外の家
族

友達 学校の先生
塾や習い事な
どの先生

その他の大
人

教えてもらう
人がいない

無回答

537人 200人 592人 503人 170人 12人 15人 12人
56.8% 21.1% 62.6% 53.2% 18.0% 1.3% 1.6% 1.3%
48人 21人 54人 42人 13人 2人 2人 -
56.5% 24.7% 63.5% 49.4% 15.3% 2.4% 2.4% -
44人 22人 74人 50人 21人 6人 8人 3人
37.6% 18.8% 63.2% 42.7% 17.9% 5.1% 6.8% 2.6%
11人 8人 14人 13人 6人 - 2人 -
42.3% 30.8% 53.8% 50.0% 23.1% - 7.7% -
4人 2人 11人 7人 - - - -
33.3% 16.7% 91.7% 58.3% - - - -
5人 4人 5人 2人 - - - -
55.6% 44.4% 55.6% 22.2% - - - -
8人 8人 8人 11人 4人 - 1人 -
47.1% 47.1% 47.1% 64.7% 23.5% - 5.9% -
657人 265人 758人 628人 214人 20人 28人 15人
54.2% 21.9% 62.5% 51.8% 17.7% 1.7% 2.3% 1.2%

　　③部活への参加

　学校の部活動の参加状況では、全体で「参加している」が74.8%、「参加していない」が24.8%となっている。

調査数
参加してい
る

参加してい
ない

無回答

486人 386人 98人 2人
100.0% 79.4% 20.2% 0.4%
221人 143人 77人 1人
100.0% 64.7% 34.8% 0.5%
707人 529人 175人 3人
100.0% 74.8% 24.8% 0.4%

　　④部活に参加していない理由

　学校の部活動に参加していない理由として、入りたい部が無いからに「非常にあてはまる」「まあ当てはま

る」と回答したのは44.0%となっている。

　「家の事情（家族の世話、家事など）」と回答したのは、家族形態別では母子世帯や祖父母同居の母子

世帯で「非常にあてはまる」「まあ当てはまる」と回答した率が高くなっている。

　「家族の人の協力や参加が必要だから」と回答したのは、家族形態別では母子世帯で「非常にあてはま

その他

合計

中学２年生

17歳

合計

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

●あなたは学校の部活動に参加していますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●学校の部活動に参加していない理由として以下のことはどれくらい当てはまり

ますか。（当てはまるところに〇）

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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る」「あてはまる」と回答した率が高くなっている。

　「スポーツクラブ等に加入しているから」を理由に参加していないと回答しているのは、収入階層が高くなる

につれ、「非常にあてはまる」「まあ当てはまる」と回答した率が高くなっている。

　　（ⅰ）入りたい部が無いから

調査数
全くあては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常にあて
はまる

無回答

98人 38人 5人 13人 10人 28人 4人
100.0% 38.8% 5.1% 13.3% 10.2% 28.6% 4.1%
77人 15人 5人 14人 11人 28人 4人
100.0% 19.5% 6.5% 18.2% 14.3% 36.4% 5.2%
175人 53人 10人 27人 21人 56人 8人
100.0% 30.3% 5.7% 15.4% 12.0% 32.0% 4.6%

　　（ⅱ）家の事情（家族の世話、家事など）

調査数
全くあては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常にあて
はまる

無回答

98人 76人 4人 4人 5人 5人 4人
100.0% 77.6% 4.1% 4.1% 5.1% 5.1% 4.1%
77人 48人 10人 8人 3人 4人 4人
100.0% 62.3% 13.0% 10.4% 3.9% 5.2% 5.2%
175人 124人 14人 12人 8人 9人 8人
100.0% 70.9% 8.0% 6.8% 4.6% 5.1% 4.6%

家族形態 調査数
全くあては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常にあて
はまる

無回答

129人 95人 12人 8人 5人 4人 5人
100.0% 73.6% 9.3% 6.2% 3.9% 3.1% 3.9%
7人 6人 - 1人 - - -

100.0% 85.7% - 14.3% - - -
22人 13人 2人 1人 2人 3人 1人
100.0% 59.1% 9.1% 4.5% 9.1% 13.6% 4.5%
9人 5人 - 1人 1人 1人 1人

100.0% 55.6% - 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
1人 - - 1人 - - -

100.0% - - 100.0% - - -
3人 2人 - - - - 1人

100.0% 66.7% - - - - 33.3%
2人 2人 - - - - -

100.0% 100.0% - - - - -
173人 123人 14人 12人 8人 8人 8人
100.0% 71.1% 8.1% 6.9% 4.6% 4.6% 4.6%

　　（ⅲ）お金がかかるから

調査数
全くあては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常にあて
はまる

無回答

98人 71人 4人 8人 7人 2人 6人
100.0% 72.4% 4.1% 8.2% 7.1% 2.0% 6.1%
77人 38人 10人 11人 8人 6人 4人
100.0% 49.4% 13.0% 14.3% 10.4% 7.8% 5.2%
175人 109人 14人 19人 15人 8人 10人
100.0% 62.3% 8.0% 10.9% 8.6% 4.6% 5.7%

合計

合計

中学２年生

17歳

合計

中学２年生

17歳

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

中学２年生

17歳

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯
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収入階層 調査数
全くあては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常にあて
はまる

無回答

2人 2人 - - - - -
100.0% 100.0% - - - - -
4人 2人 - - - 2人 -

100.0% 50.0% - - - 50.0% -
13人 7人 1人 3人 1人 - 1人
100.0% 53.8% 7.7% 23.1% 7.7% - 7.7%
22人 13人 1人 3人 3人 - 2人
100.0% 59.1% 4.5% 13.6% 13.6% - 9.1%
27人 16人 5人 1人 2人 2人 1人
100.0% 59.3% 18.5% 3.7% 7.4% 7.4% 3.7%
52人 30人 5人 7人 6人 3人 1人
100.0% 57.7% 9.6% 13.5% 11.5% 5.8% 1.9%
27人 21人 1人 2人 - - 3人
100.0% 77.8% 3.7% 7.4% - - 11.1%
11人 7人 1人 1人 1人 - 1人
100.0% 63.6% 9.1% 9.1% 9.1% - 9.1%
158人 98人 14人 17人 13人 7人 9人
100.0% 62.0% 8.9% 10.8% 8.2% 4.4% 5.7%

　　（ⅳ）家族の人の協力や参加が必要だから

調査数
全くあては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常にあて
はまる

無回答

98人 82人 3人 7人 1人 - 5人
100.0% 83.7% 3.1% 7.1% 1.0% - 5.1%
77人 49人 8人 9人 5人 2人 4人
100.0% 63.6% 10.4% 11.7% 6.5% 2.6% 5.2%
175人 131人 11人 16人 6人 2人 9人
100.0% 74.9% 6.3% 9.1% 3.4% 1.1% 5.1%

家族形態 調査数
全くあては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常にあて
はまる

無回答

129人 100人 7人 12人 5人 - 5人
100.0% 77.5% 5.4% 9.3% 3.9% - 3.9%
7人 6人 - 1人 - - -

100.0% 85.7% - 14.3% - - -
22人 13人 3人 2人 1人 1人 2人
100.0% 59.1% 13.6% 9.1% 4.5% 4.5% 9.1%
9人 6人 1人 1人 - - 1人

100.0% 66.7% 11.1% 11.1% - - 11.1%
1人 1人 - - - - -

100.0% 100.0% - - - - -
3人 2人 - - - - 1人

100.0% 66.7% - - - - 33.3%
2人 2人 - - - - -

100.0% 100.0% - - - - -
173人 130人 11人 16人 6人 1人 9人
100.0% 75.1% 6.4% 9.2% 3.5% 0.6% 5.2%

　　（ⅴ）スポーツクラブ等に加入しているから

調査数
全くあては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常にあて
はまる

無回答

98人 49人 - 1人 7人 38人 3人
100.0% 50.0% - 1.0% 7.1% 38.8% 3.1%
77人 59人 3人 7人 1人 3人 4人
100.0% 76.6% 3.9% 9.1% 1.3% 3.9% 5.2%
175人 108人 3人 8人 8人 41人 7人
100.0% 61.7% 1.7% 4.6% 4.6% 23.4% 4.0%

合計

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

中学２年生

17歳

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯
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収入階層 調査数
全くあては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常にあて
はまる

無回答

2人 2人 - - - - -
100.0% 100.0% - - - - -
4人 4人 - - - - -

100.0% 100.0% - - - - -
13人 9人 - - 1人 2人 1人
100.0% 69.2% - - 7.7% 15.4% 7.7%
22人 10人 - 3人 1人 7人 1人
100.0% 45.5% - 13.6% 4.5% 31.8% 4.5%
27人 16人 1人 1人 1人 7人 1人
100.0% 59.3% 3.7% 3.7% 3.7% 25.9% 3.7%
52人 36人 1人 2人 3人 9人 1人
100.0% 69.2% 1.9% 3.8% 5.8% 17.3% 1.9%
27人 12人 1人 - 2人 10人 2人
100.0% 44.4% 3.7% - 7.4% 37.0% 7.4%
11人 9人 - - - 2人 -
100.0% 81.8% - - - 18.2% -
158人 98人 3人 6人 8人 37人 6人
100.0% 62.0% 1.9% 3.8% 5.1% 23.4% 3.8%

（２）家庭での教育について

　　①習いごとや学習塾、家庭教師を利用しているか

　習い事や学習塾、家庭教師は、学年別の全体で「利用している」が47.3%、「利用していない」または「無

回答」が52.7%となっている。

　家族形態別でみると、「利用していない」と回答する両親世帯の40.3%に対し、母子世帯は52.6%、父子世

帯は60.0%となっており、ひとり親世帯が高い比率となっている。

　収入階層別でみると、収入が低い階層ほど「利用していない」と回答した割合が全体を上回っている。

　また、利用回数は収入が高い階層ほど利用する回数が全体を上回っている。

利用してい
ない

週に１日 週に２日 週に３日 週に４日 週に５日
週に６日
以上

無回答

196人 98人 92人 47人 33人 21人 19人 9人
38.1% 19.0% 17.9% 9.1% 6.4% 4.1% 3.7% 1.7%
227人 57人 99人 57人 19人 7人 3人 17人
46.7% 11.7% 20.4% 11.7% 3.9% 1.4% 0.6% 3.5%
195人 21人 4人 2人 1人 - 1人 4人
85.5% 9.2% 1.8% 0.9% 0.4% - 0.4% 1.8%
618人 176人 195人 106人 53人 28人 23人 30人
50.3% 14.3% 15.9% 8.6% 4.3% 2.3% 1.9% 2.4%

17歳

合計

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～100万未満

●あなたは習いごとや学習塾、家庭教師を利用してますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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家族形態
利用してい
ない

週に１日 週に２日 週に３日 週に４日 週に５日
週に６日
以上

無回答

311人 113人 148人 90人 49人 23人 20人 17人
40.3% 14.7% 19.2% 11.7% 6.4% 3.0% 2.5% 2.2%
33人 13人 12人 6人 1人 3人 1人 3人
45.8% 18.1% 16.7% 8.3% 1.4% 4.2% 1.4% 4.2%
50人 16人 21人 3人 1人 - - 4人
52.6% 16.8% 22.1% 3.2% 1.1% - - 4.2%
6人 6人 2人 2人 - 2人 1人 1人
30.0% 30.0% 10.0% 10.0% - 10.0% 5.0% 5.0%
6人 1人 2人 1人 - - - -
60.0% 10.0% 20.0% 10.0% - - - -
2人 1人 1人 1人 - - - -
40.0% 20.0% 20.0% 20.0% - - - -
8人 2人 2人 1人 1人 - - -
57.1% 14.3% 14.3% 7.1% 7.1% - - -
416人 152人 188人 104人 52人 28人 22人 25人
42.1% 15.4% 19.0% 10.5% 5.3% 2.8% 2.2% 2.5%

収入階層
利用してい
ない

週に１日 週に２日 週に３日 週に４日 週に５日
週に６日
以上

無回答

4人 4人 4人 - - - - 1人
30.8% 30.8% 30.8% - - - - 7.7%
28人 5人 6人 - - - - -
71.8% 12.8% 15.4% - - - - -
34人 10人 7人 5人 1人 1人 - 2人
56.7% 16.7% 11.7% 8.3% 1.7% 1.7% - 3.3%
43人 16人 19人 6人 1人 1人 1人 5人
46.7% 17.4% 20.7% 6.5% 1.1% 1.1% 1.1% 5.4%
76人 30人 29人 17人 11人 4人 1人 3人
44.4% 17.5% 17.0% 9.9% 6.4% 2.3% 0.6% 1.8%
121人 52人 68人 42人 19人 11人 9人 11人
36.3% 15.6% 20.4% 12.6% 5.7% 3.3% 2.7% 3.3%
65人 24人 36人 23人 11人 6人 6人 1人
37.8% 14.0% 20.9% 13.4% 6.4% 3.5% 3.5% 0.6%
13人 4人 10人 9人 3人 2人 4人 -
28.9% 8.9% 22.2% 20.0% 6.7% 4.4% 8.9% -
384人 145人 179人 102人 46人 25人 21人 23人
41.5% 15.7% 19.4% 11.0% 5.0% 2.7% 2.2% 2.5%

　　②授業以外の１日あたりの勉強時間（塾などの時間を含む）

　学年別の勉強時間は、小学５年生は「30分以上～１時間未満」、中学校２年生では「１時間以上～２時間

未満」が最も多く、それぞれ48.5%、40.3%となっている。

　収入階層別では、収入が上がるほど勉強時間が長くなる傾向にあります。

調査数
まったくしな
い

30分より少
ない

30分以上～１
時間未満

１時間以上～
２時間未満

２時間以上～
３時間未満

３時間以上 無回答

515人 8人 61人 250人 159人 20人 7人 10人
100.0% 1.6% 11.8% 48.5% 30.9% 3.9% 1.4% 1.9%
486人 16人 52人 125人 196人 73人 23人 1人
100.0% 3.3% 10.7% 25.7% 40.3% 15.0% 4.7% 0.2%
221人 54人 37人 49人 53人 20人 6人 2人
100.0% 24.4% 16.7% 22.2% 24.0% 9.0% 2.7% 0.9%
1,222人 78人 150人 424人 408人 113人 36人 13人
100.0% 6.4% 12.3% 34.7% 33.4% 9.2% 2.9% 1.1%

中学２年生

17歳

合計

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

小学５年生

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

●あなたは平日の学校の授業以外にどれくらいの時間、勉強しますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数
まったくしな
い

30分より少
ない

30分以上～１
時間未満

１時間以上～
２時間未満

２時間以上～
３時間未満

３時間以上 無回答

15人 3人 1人 4人 6人 - 1人 -
100.0% 20.0% 6.7% 26.7% 40.0% - 6.7% -
57人 7人 12人 20人 9人 4人 1人 4人
100.0% 12.3% 21.1% 35.1% 15.8% 7.0% 1.8% 7.0%
74人 11人 6人 27人 20人 5人 2人 3人
100.0% 14.9% 8.1% 36.5% 27.0% 6.8% 2.7% 4.1%
112人 5人 19人 43人 37人 4人 3人 1人
100.0% 4.5% 17.0% 38.4% 33.0% 3.6% 2.7% 0.9%
203人 11人 25人 75人 69人 19人 2人 2人
100.0% 5.4% 12.3% 36.9% 34.0% 9.4% 1.0% 1.0%
402人 21人 50人 140人 132人 42人 10人 7人
100.0% 5.2% 12.4% 34.8% 32.8% 10.4% 2.5% 1.7%
219人 12人 24人 67人 81人 27人 7人 1人
100.0% 5.5% 11.0% 30.6% 37.0% 12.3% 3.2% 0.5%
60人 4人 2人 23人 20人 3人 7人 1人
100.0% 6.7% 3.3% 38.3% 33.3% 5.0% 11.7% 1.7%
1,142人 74人 139人 399人 374人 104人 33人 19人
100.0% 6.5% 12.2% 34.9% 32.7% 9.1% 2.9% 1.7%

（３）就学支援について

　　①就学援助の受給状況

　就学援助は、全体の23.0%の家庭が受けており、母子世帯では74.7%の世帯が受けている。

　収入階層別では、世帯年収100～200万円未満の世帯が81.6%と最も高く、次いで世帯収入200～300万

円未満の世帯で64.2%となっている。

調査数 受けている
受けていな
い

わからない 無回答

522人 84人 422人 12人 4人
100.0% 16.1% 80.8% 2.3% 0.8%
521人 100人 409人 8人 4人
100.0% 19.2% 78.5% 1.5% 0.8%
488人 99人 377人 9人 3人
100.0% 20.3% 77.3% 1.8% 0.6%
249人 126人 110人 10人 3人
100.0% 50.6% 44.2% 4.0% 1.2%
1,780人 409人 1318人 39人 14人
100.0% 23.0% 74.0% 2.2% 0.8%

小学２年生

合計

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

～100万未満

～200万未満

●現在、就学援助を受けていますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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家族形態 調査数 受けている
受けていな
い

わからない 無回答

1,413人 243人 1,133人 29人 8人
100.0% 17.2% 80.2% 2.1% 0.6%
115人 14人 97人 3人 1人
100.0% 12.2% 84.3% 2.6% 0.9%
166人 124人 38人 2人 2人
100.0% 74.7% 22.9% 1.2% 1.2%
36人 13人 20人 2人 1人
100.0% 36.1% 55.6% 5.6% 2.8%
16人 5人 9人 1人 1人
100.0% 31.3% 56.3% 6.3% 6.3%
9人 1人 8人 - -

100.0% 11.1% 88.9% - -
19人 9人 9人 1人 -
100.0% 47.4% 47.4% 5.3% -
1,774人 409人 1,314人 38人 13人
100.0% 23.1% 74.1% 2.1% 0.7%

収入階層 調査数 受けている
受けていな
い

わからない 無回答

23人 14人 7人 1人 1人
100.0% 60.9% 30.4% 4.3% 4.3%
76人 62人 11人 2人 1人
100.0% 81.6% 14.5% 2.6% 1.3%
120人 77人 40人 3人 -
100.0% 64.2% 33.3% 2.5% -
162人 73人 83人 3人 3人
100.0% 45.1% 51.2% 1.9% 1.9%
312人 76人 234人 2人 -
100.0% 24.4% 75.0% 0.6% -
608人 59人 532人 17人 -
100.0% 9.7% 87.5% 2.8% -
298人 28人 265人 4人 1人
100.0% 9.4% 88.9% 1.3% 0.3%
75人 2人 71人 2人 -
100.0% 2.7% 94.7% 2.7% -
1,674人 391人 1,243人 34人 6人
100.0% 23.4% 74.3% 2.0% 0.4%

　　②就学援助を受けていない理由

　就学援助を受けていない理由としては、「申請の仕方がわからなかった」が母子世帯で10.5%いた。

　収入階層別では、「申請することに抵抗があった」が年収100～200万円未満では36.4%となっており、また

年収300万円未満では、「申請の仕方がわからなかった」「就学援助を知らなかった」の割合が高くなってい

る。

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～100万未満

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

●受けていない理由は何ですか。次のうちから最も近いもの１つに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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調査数
申請したが認
定されなかっ

た

必要なかっ
た

申請要件を満
たしていな
かった

申請の仕方
がわからな
かった

申請すること
に抵抗があっ

た

就学援助を知
らなかった

その他・無
回答

422人 24人 219人 126人 11人 5人 14人 23人
100.0% 5.7% 51.9% 29.9% 2.6% 1.2% 3.3% 5.4%
409人 18人 212人 135人 8人 6人 11人 19人
100.0% 4.4% 51.8% 33.0% 2.0% 1.5% 2.7% 4.6%
377人 18人 189人 130人 3人 6人 10人 21人
100.0% 4.8% 50.1% 34.5% 0.8% 1.6% 2.7% 5.5%
110人 6人 44人 50人 1人 2人 - 7人
100.0% 5.5% 40.0% 45.5% 0.9% 1.8% - 6.3%
1,318人 66人 664人 441人 23人 19人 35人 70人
100.0% 5.0% 50.4% 33.5% 1.7% 1.4% 2.7% 5.3%

家族形態 調査数
申請したが認
定されなかっ

た

必要なかっ
た

申請要件を満
たしていな
かった

申請の仕方
がわからな
かった

申請すること
に抵抗があっ

た

就学援助を知
らなかった

その他・無
回答

1,133人 52人 585人 383人 17人 14人 27人 55人
100.0% 4.6% 51.6% 33.8% 1.5% 1.2% 2.4% 4.8%
97人 2人 51人 29人 1人 4人 3人 7人
100.0% 2.1% 52.6% 29.9% 1.0% 4.1% 3.1% 7.2%
38人 5人 14人 11人 4人 - - 4人
100.0% 13.2% 36.8% 28.9% 10.5% - - 10.6%
20人 6人 4人 7人 - - 2人 1人
100.0% 30.0% 20.0% 35.0% - - 10.0% 5.0%
9人 - 3人 3人 1人 1人 - 1人

100.0% - 33.3% 33.3% 11.1% 11.1% - 11.1%
8人 - 3人 3人 - - 2人 -

100.0% - 37.5% 37.5% - - 25.0% -
9人 1人 2人 5人 - - 1人 -

100.0% 11.1% 22.2% 55.6% - - 11.1% -
1,314人 66人 662人 441人 23人 19人 35人 68人
100.0% 5.0% 50.4% 33.6% 1.8% 1.4% 2.7% 5.2%

収入階層 調査数
申請したが認
定されなかっ

た

必要なかっ
た

申請要件を満
たしていな
かった

申請の仕方
がわからな
かった

申請すること
に抵抗があっ

た

就学援助を知
らなかった

その他・無
回答

7人 1人 2人 3人 1人 - - -
100.0% 14.3% 28.6% 42.9% 14.3% - - -
11人 3人 1人 - 1人 4人 1人 1人
100.0% 27.3% 9.1% - 9.1% 36.4% 9.1% 9.1%
40人 6人 13人 11人 5人 1人 1人 3人
100.0% 15.0% 32.5% 27.5% 12.5% 2.5% 2.5% 7.5%
83人 6人 35人 19人 2人 8人 5人 8人
100.0% 7.2% 42.2% 22.9% 2.4% 9.6% 6.0% 9.6%
234人 15人 111人 84人 2人 3人 3人 16人
100.0% 6.4% 47.4% 35.9% 0.9% 1.3% 1.3% 6.9%
532人 26人 269人 184人 9人 2人 17人 25人
100.0% 4.9% 50.6% 34.6% 1.7% 0.4% 3.2% 4.7%
265人 3人 153人 92人 2人 1人 5人 9人
100.0% 1.1% 57.7% 34.7% 0.8% 0.4% 1.9% 3.4%
71人 3人 43人 23人 - - 1人 1人
100.0% 4.2% 60.6% 32.4% - - 1.4% 1.4%
1,243人 63人 627人 416人 22人 19人 33人 63人
100.0% 5.1% 50.4% 33.5% 1.8% 1.5% 2.7% 5.0%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計
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　　③アルバイトをしているか

　17歳でアルバイトをしている子どもは、全体で24.6%となっている。

　収入階層別では、年収200～500万円未満の階層で、アルバイトをしている子どもの割合が高くなっている。

調査数 している していない

228人 56人 172人
100.0% 24.6% 75.4%

収入階層 調査数 している していない

2人 - 2人
100.0% - 100.0%
18人 4人 14人
100.0% 22.2% 77.8%
14人 5人 9人
100.0% 35.7% 64.3%
20人 8人 12人
100.0% 40.0% 60.0%
32人 11人 21人
100.0% 34.4% 65.6%
69人 14人 55人
100.0% 20.3% 79.7%
47人 8人 39人
100.0% 17.0% 83.0%
15人 2人 13人
100.0% 13.3% 86.7%
217人 52人 165人
100.0% 24.0% 76.0%

　　④アルバイトをしている理由

　アルバイトをしている56人の理由としては、「非常に当てはまる」「まあ当てはまる」を合わせると「（ⅰ）

友達との付き合いや遊びのため」が69.6%、「（ⅱ）趣味や娯楽のため」が80.3%となっている。

　一方、「全く当てはまらない」「あまり当てはまらない」を合わせると「（ⅲ）部活・クラブ活動の費用のため」

は83.9%、「（ⅳ）生活費のため」は82.1%、「（ⅴ）学費（授業料）のため」は89.3%、「（ⅵ）学費（教材費）のた

め」は82.1%、「（ⅶ）家族を支えるため」は71.4%となっている。

　収入階層別では、世帯収入200～300万円未満の階層で「（ⅶ）家族を支えるため」と回答した子どもが多く

なっている。

　　（ⅰ）友達との付き合いや遊びのため

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

56人 6人 9人 18人 21人 2人
100.0% 10.7% 16.1% 32.1% 37.5% 3.6%

17歳

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

17歳

～100万未満

～200万未満

●あなたは現在、アルバイトをしていますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●アルバイトをしている理由について、以下の理由はどの程度あてはありますか。

（当てはまるところに〇をそれぞれ１つ）

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

- - - - - -
- - - - - -

4人 - - 1人 3人 -
100.0% - - 25.0% 75.0% -
5人 - 1人 1人 3人 -

100.0% - 20.0% 20.0% 60.0% -
8人 1人 1人 3人 2人 1人
100.0 12.5 12.5 37.5 25.0 12.5
11人 3人 2人 3人 3人 -
100.0% 27.3% 18.2% 27.3% 27.3% -
14人 - 3人 6人 4人 1人
100.0% - 21.4% 42.9% 28.6% 7.1%
8人 1人 1人 3人 3人 -

100.0% 12.5% 12.5% 37.5% 37.5% -
2人 - - - 2人 -

100.0% - - - 100.0% -
52人 5人 8人 17人 20人 2人
100.0% 9.6% 15.4% 32.7% 38.5% 3.8%

　　（ⅱ）趣味や娯楽のため（スマートフォン、携帯電話代を含む）

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

56人 4人 5人 20人 25人 2人
100.0% 7.1% 8.9% 35.7% 44.6% 3.6%

収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

- - - - - -
- - - - - -

4人 - - 1人 2人 1人
100.0% - - 25.0% 50.0% 25.0%
5人 - - 3人 2人 -

100.0% - - 60.0% 40.0% -
8人 1人 1人 1人 5人 -

100.0% 12.5% 12.5% 12.5% 62.5% -
11人 2人 - 6人 3人 -
100.0% 18.2% - 54.5% 27.3% -
14人 - 3人 3人 7人 1人
100.0% - 21.4% 21.4% 50.0% 7.1%
8人 - 1人 4人 3人 -

100.0% - 12.5% 50.0% 37.5% -
2人 - - - 2人 -

100.0% - - - 100.0% -
52人 3人 5人 18人 24人 2人
100.0% 5.8% 9.6% 34.6% 46.2% 3.8%

　　（ⅲ）部活・クラブ活動の費用のため

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

56人 41人 6人 - 6人 3人
100.0% 73.2% 10.7% - 10.7% 5.4%

1,000万以上

合計

17歳

合計

17歳

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

- 19 -



収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

- - - - - -
- - - - - -

4人 3人 - - - 1人
100.0% 75.0% - - - 25.0%
5人 4人 - - 1人 -

100.0% 80.0% - - 20.0% -
8人 4人 2人 - 1人 1人

100.0% 50.0% 25.0% - 12.5% 12.5%
11人 11人 - - - -
100.0% 100.0% - - - -
14人 11人 - - 2人 1人
100.0% 78.6% - - 14.3% 7.1%
8人 4人 4人 - - -

100.0% 50.0% 50.0% - - -
2人 2人 - - - -

100.0% 100.0% - - - -
52人 39人 6人 - 4人 3人
100.0% 75.0% 11.5% - 7.7% 5.8%

　　（ⅳ）生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

56人 40人 6人 3人 5人 2人
100.0% 71.4% 10.7% 5.4% 8.9% 3.6%

収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

- - - - - -
- - - - - -

4人 1人 - 1人 1人 1人
100.0% 25.0% - 25.0% 25.0% 25.0%
5人 3人 - 2人 - -

100.0% 60.0% - 40.0% - -
8人 4人 3人 - 1人 -

100.0% 50.0% 37.5% - 12.5% -
11人 10人 1人 - - -
100.0% 90.9% 9.1% - - -
14人 11人 1人 - 1人 1人
100.0% 78.6% 7.1% - 7.1% 7.1%
8人 7人 1人 - - -

100.0% 87.5% 12.5% - - -
2人 2人 - - - -

100.0% 100.0% - - - -
52人 38人 6人 3人 3人 2人
100.0% 73.1% 11.5% 5.8% 5.8% 3.8%

　　（ⅴ）学費（授業料）のため

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

56人 42人 8人 - 3人 3人
100.0% 75.0% 14.3% - 5.4% 5.4%

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

17歳

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

17歳

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満
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収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

- - - - - -
- - - - - -

4人 2人 1人 - - 1人
100.0% 50.0% 25.0% - - 25.0%
5人 4人 1人 - - -

100.0% 80.0% 20.0% - - -
8人 4人 3人 - - 1人

100.0% 50.0% 37.5% - - 12.5%
11人 10人 1人 - - -
100.0% 90.9% 9.1% - - -
14人 11人 1人 - 1人 1人
100.0% 78.6% 7.1% - 7.1% 7.1%
8人 7人 1人 - - -

100.0% 87.5% 12.5% - - -
2人 2人 - - - -

100.0% 100.0% - - - -
52人 40人 8人 - 1人 3人
100.0% 76.9% 15.4% - 1.9% 5.8%

　　（ⅵ）学費（教材費）のため

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

56人 39人 7人 3人 4人 3人
100.0% 69.6% 12.5% 5.4% 7.1% 5.4%

収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

- - - - - -
- - - - - -

4人 2人 1人 - - 1人
100.0% 50.0% 25.0% - - 25.0%
5人 4人 - 1人 - -

100.0% 80.0% - 20.0% - -
8人 4人 3人 - - 1人

100.0% 50.0% 37.5% - - 12.5%
11人 8人 1人 1人 1人 -
100.0% 72.7% 9.1% 9.1% 9.1% -
14人 10人 1人 1人 1人 1人
100.0% 71.4% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1%
8人 7人 1人 - - -

100.0% 87.5% 12.5% - - -
2人 2人 - - - -

100.0% 100.0% - - - -
52人 37人 7人 3人 2人 3人
100.0% 71.2% 13.5% 5.8% 3.8% 5.8%

　　（ⅶ）家族を支えるため

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

56人 29人 11人 6人 8人 2人
100.0% 51.8% 19.6% 10.7% 14.3% 3.6%

合計

17歳

17歳

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満
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収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

- - - - - -
- - - - - -

4人 1人 1人 - 1人 1人
100.0% 25.0% 25.0% - 25.0% 25.0%
5人 - - 2人 3人 -

100.0% - - 40.0% 60.0% -
8人 3人 2人 2人 1人 -

100.0% 37.5% 25.0% 25.0% 12.5% -
11人 8人 2人 1人 - -
100.0% 72.7% 18.2% 9.1% - -
14人 8人 3人 1人 1人 1人
100.0% 57.1% 21.4% 7.1% 7.1% 7.1%
8人 6人 2人 - - -

100.0% 75.0% 25.0% - - -
2人 2人 - - - -

100.0% 100.0% - - - -
52人 28人 10人 6人 6人 2人
100.0% 53.8% 19.2% 11.5% 11.5% 3.8%

　　⑤生活費や学費を、子どもがアルバイトから負担しているか

　子どものアルバイトから負担している費用は、割合が高い順に、「お小遣い」が18.1%、「お子さん自身の服

や靴」が13.7%、「お子さん自身の食事代（外食含む）」が8.4%、「携帯電話・スマートフォンの代金」が8.0%と

なっている。

調査数
授業料・学
校納付金

通学費（定
期代など）

塾などの学校
外でかかる教
育費

部活動 習い事
お子さん自身
の食事代（外
食含む）

お子さん自
身の服や靴

249人 3人 8人 1人 2人 1人 21人 34人
100.0% 1.2% 3.2% 0.4% 0.8% 0.4% 8.4% 13.7%

お小遣い
携帯電話・ス
マートフォン
の代金

下宿や一人
暮らしの生活

費

家族の生活
費

その他
アルバイト
はしていな
い

無回答

45人 20人 3人 5人 2人 151人 27人
18.1% 8.0% 1.2% 2.0% 0.8% 60.6% 10.8%

（４）大学進学等について

　　①子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか

　保護者の考える子どもの進路は、全体では「四年制大学またはそれ以上」までが43.7%、「専門学校」まで

が12.4%となっている。

　収入階層別では、年収が高くなるにつれ「四年制大学またはそれ以上」の割合が高くなり、「まだわからな

い」の回答も少なくなる傾向にある。

1,000万以上

合計

17歳

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

●次のような費用を、お子さんのアルバイト代から負担していますか。あてはまるもの

すべてに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●お子さんにどの段階までの教育を受けさせたいですか。あてはまるもの１つに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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中学 高校
高等専門学
校

短大 専門学校
四年制大学
またはそれ以

上

まだわから
ない

その他・無
回答

- 50人 9人 20人 52人 216人 160人 15人
- 9.6% 1.7% 3.8% 10.0% 41.4% 30.7% 2.9%
- 47人 7人 14人 59人 234人 137人 23人
- 9.0% 1.3% 2.7% 11.3% 44.9% 26.3% 4.3%

1人 66人 4人 12人 71人 198人 112人 24人
0.2% 13.5% 0.8% 2.5% 14.5% 40.6% 23.0% 4.9%
- 23人 6人 2人 38人 129人 37人 14人
- 9.2% 2.4% 0.8% 15.3% 51.8% 14.9% 5.6%

1人 186人 26人 48人 220人 777人 446人 76人
0.1% 10.4% 1.5% 2.7% 12.4% 43.7% 25.1% 0.0%

収入階層 中学 高校
高等専門学
校

短大 専門学校
四年制大学
またはそれ以

上

まだわから
ない

その他・無
回答

- 2人 - - 1人 3人 13人 4人
- 8.7% - - 4.3% 13.0% 56.5% 17.3%
- 15人 7人 3人 10人 19人 19人 3人
- 19.7% 9.2% 3.9% 13.2% 25.0% 25.0% 3.9%

1人 24人 5人 2人 25人 32人 28人 3人
0.8% 20.0% 4.2% 1.7% 20.8% 26.7% 23.3% 2.5%
- 30人 1人 2人 28人 49人 46人 6人
- 18.5% 0.6% 1.2% 17.3% 30.2% 28.4% 3.7%
- 39人 3人 11人 40人 116人 91人 12人
- 12.5% 1.0% 3.5% 12.8% 37.2% 29.2% 3.8%
- 50人 9人 22人 73人 282人 144人 28人
- 8.2% 1.5% 3.6% 12.0% 46.4% 23.7% 4.6%
- 13人 1人 7人 28人 186人 57人 6人
- 4.4% 0.3% 2.3% 9.4% 62.4% 19.1% 2.0%
- 5人 - - 1人 56人 9人 4人
- 6.7% - - 1.3% 74.7% 12.0% 5.3%

1人 178人 26人 47人 206人 743人 407人 66人
0.1% 10.6% 1.6% 2.8% 12.3% 44.4% 24.3% 3.9%

　　②あなたは将来、どの段階まで進学したいですか

　自分が考える将来の進学については、全体で69.7%が「進学希望」と回答している。

　収入階層別では、200～300万円未満の階層で「進学希望」の割合が35.7%となっており、世帯収入が低い

階層では「進学希望」の割合が低くなっている。

調査数 高校まで 進学希望
まだわから
ない

無回答

228人 28人 159人 40人 1人
100.0% 12.3% 69.7% 17.5% 0.4%

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

17歳

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

●あなたは将来、どの段階まで進学したいですか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数 高校まで 進学希望
まだわから
ない

無回答

2人 1人 - 1人 -
100.0% 50.0% - 50.0% -
18人 4人 9人 5人 -
100.0% 22.2% 50.0% 27.8% -
14人 4人 5人 5人 -
100.0% 28.6% 35.7% 35.7% -
20人 3人 13人 3人 1人
100.0% 15.0% 65.0% 15.0% 5.0%
32人 6人 18人 8人 -
100.0% 18.8% 56.3% 25.0% -
69人 4人 58人 7人 -
100.0% 5.8% 84.1% 10.1% -
47人 3人 38人 6人 -
100.0% 6.4% 80.9% 12.8% -
15人 3人 9人 3人 -
100.0% 20.0% 60.0% 20.0% -
217人 28人 150人 38人 1人
100.0% 12.9% 69.1% 17.5% 0.5%

　　③希望する学校種別と場所

　希望する学校種別は、全体で「国公立大学」が43.4%、次いで「専門学校」が28.9%となっている。

　収入階層別では、収入が高くなるほど「国公立大学」や「私立大学」とする割合が高くなる傾向にある。

　また、場所は、全体では「自宅から通える学校」が40.9%、「道内（自宅外）」が15.7%となっている。

　　（ⅰ）学校種別

私立短大 国公立短大
高等専門学
校

専門学校 私立学校 国公立大学 大学院 無回答

1人 1人 1人 46人 30人 69人 - 11人
0.6% 0.6% 0.6% 28.9% 18.9% 43.4% - 6.9%

収入階層 私立短大 国公立短大
高等専門学
校

専門学校 私立学校 国公立大学 大学院 無回答

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 1人 5人 - 3人 - -
- - 11.1% 55.6% - 33.3% - -
- - - 4人 - 1人 - -
- - - 80.0% - 20.0% - -
- - - 5人 3人 4人 - 1人
- - - 38.5% 23.1% 30.8% - 7.7%
- - - 4人 3人 7人 - 4人
- - - 22.2% 16.7% 38.9% - 22.2%

1人 - - 15人 12人 27人 - 3人
1.7% - - 25.9% 20.7% 46.6% - 5.2%
- 1人 - 11人 7人 18人 - 1人
- 2.6% - 28.9% 18.4% 47.4% - 2.6%
- - - - 1人 7人 - 1人
- - - - 11.1% 77.8% - 11.1%

1人 1人 1人 44人 26人 67人 - 10人
0.7% 0.7% 0.7% 29.3% 17.3% 44.7% - 6.7%

1,000万以上

合計

17歳

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

●将来について「進学希望」と答えた方、希望する学校種別と場所を教えてください。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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　　（ⅱ）場所

調査数
自宅から通
える学校

道内（自宅
外）

道外 決めてない 無回答

159人 65人 25人 23人 41人 5人
100.0% 40.9% 15.7% 14.5% 25.8% 3.1%

収入階層 調査数
自宅から通
える学校

道内（自宅
外）

道外 決めてない 無回答

- - - - - -
- - - - - -

9人 4人 2人 - 1人 2人
100.0% 44.4% 22.2% - 11.1% 22.2%
5人 - 2人 1人 2人 -

100.0% - 40.0% 20.0% 40.0% -
13人 6人 2人 1人 2人 2人
100.0% 46.2% 15.4% 7.7% 15.4% 15.4%
18人 10人 2人 - 6人 -
100.0% 55.6% 11.1% - 33.3% -
58人 23人 13人 7人 14人 1人
100.0% 39.7% 22.4% 12.1% 24.1% 1.7%
38人 14人 2人 9人 13人 -
100.0% 36.8% 5.3% 23.7% 34.2% -
9人 4人 1人 4人 - -

100.0% 44.4% 11.1% 44.4% - -
150人 61人 24人 22人 38人 5人
100.0% 40.7% 16.0% 14.7% 25.3% 3.3%

　　④高校までと答えた方はその理由

　希望する進学先を「高校まで」と答えた高校生が、その理由として「（ⅰ）進学に必要なお金のことが心配

だから」という設問に「まあ当てはまる」「非常に当てはまる」と回答した割合は、全体で42.9%となっている。

　収入階層別でみると、この割合は、年収500万円未満の階層で５割を超え、年収が低い階層ほど、進学に

必要なお金なども進路の選択の要素になっていると考えられる。

　　（ⅰ）進学に必要なお金のことが心配だから

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

28人 12人 - 3人 4人 8人 1人
100.0% 42.9% - 10.7% 14.3% 28.6% 3.6%

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

17歳

17歳

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

●将来について「高校まで」と答えた方に、その理由についてお聞きします。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

1人 - - 1人 - - -
100.0% - - 100.0% - - -
4人 2人 - - - 2人 -

100.0% 50.0% - - - 50.0% -
4人 2人 - - - 2人 -

100.0% 50.0% - - - 50.0% -
3人 - - 1人 - 2人 -

100.0% - - 33.3% - 66.7% -
6人 2人 - - 2人 2人 -

100.0% 33.3% - - 33.3% 33.3% -
4人 2人 - 1人 1人 - -

100.0% 50.0% - 25.0% 25.0% - -
3人 3人 - - - - -

100.0% 100.0% - - - - -
3人 1人 - - 1人 - 1人

100.0% 33.3% - - 33.3% - 33.3%
28人 12人 - 3人 4人 8人 1人
100.0% 42.9% - 10.7% 14.3% 28.6% 3.6%

　　（ⅱ）きょうだいの進学にお金がかかるから

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

28人 20人 1人 - 3人 3人 1人
100.0% 71.4% 3.6% - 10.7% 10.7% 3.6%

収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

1人 1人 - - - - -
100.0% 100.0% - - - - -
4人 4人 - - - - -

100.0% 100.0% - - - - -
4人 2人 - - 1人 1人 -

100.0% 50.0% - - 25.0% 25.0% -
3人 2人 - - - 1人 -

100.0% 66.7% - - - 33.3% -
6人 4人 1人 - - 1人 -

100.0% 66.7% 16.7% - - 16.7% -
4人 2人 - - 2人 - -

100.0% 50.0% - - 50.0% - -
3人 3人 - - - - -

100.0% 100.0% - - - - -
3人 2人 - - - - 1人

100.0% 66.7% - - - - 33.3%
28人 20人 1人 - 3人 3人 1人
100.0% 71.4% 3.6% - 10.7% 10.7% 3.6%

　　（ⅲ）親や家族の面倒を見なければいけないから

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

28人 20人 1人 6人 - - 1人
100.0% 71.4% 3.6% 21.4% - - 3.6%

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

17歳

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

17歳
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収入階層 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

1人 1人 - - - - -
100.0% 100.0% - - - - -
4人 2人 - 2人 - - -

100.0% 50.0% - 50.0% - - -
4人 3人 1人 - - - -

100.0% 75.0% 25.0% - - - -
3人 1人 - 2人 - - -

100.0% 33.3% - 66.7% - - -
6人 4人 - 2人 - - -

100.0% 66.7% - 33.3% - - -
4人 4人 - - - - -

100.0% 100.0% - - - - -
3人 3人 - - - - -

100.0% 100.0% - - - - -
3人 2人 - - - - 1人

100.0% 66.7% - - - - 33.3%
28人 20人 1人 6人 - - 1人
100.0% 71.4% 3.6% 21.4% - - 3.6%

　　⑤教育を受けさせるためのお金の準備状況

　教育費の準備状況は、全体では「貯金や学資保険などで準備を始めている」が58.1%、「まったく目処はつ

いてない」が22.3%となっている。

　収入階層別でみると、世帯収入の高い階層ほど「貯金や学資保険などで準備を始めている」の割合が高

くなっているが、世帯収入の低い階層では、この割合が低くなるとともに、「目処はついていない」とする割

合が高くなる傾向にある。

調査数
すでに準備
できている

貯金や学資
保険などで準
備を始めてい

る

時期になった
ら奨学金を利
用する予定

まったく目処
はついてい
ない

その他 無回答

522人 10人 347人 24人 130人 2人 9人
100.0% 1.9% 66.5% 4.6% 24.9% 0.4% 1.7%
521人 22人 328人 45人 110人 5人 11人
100.0% 4.2% 63.0% 8.6% 21.1% 1.0% 2.1%
488人 33人 254人 64人 111人 5人 21人
100.0% 6.8% 52.0% 13.1% 22.7% 1.0% 4.3%
249人 22人 105人 62人 46人 4人 10人
100.0% 8.8% 42.2% 24.9% 18.5% 1.6% 4.0%
1,780人 87人 1,034人 195人 397人 16人 51人
100.0% 4.9% 58.1% 11.0% 22.3% 0.9% 2.9%

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●教育を受けさせるためのお金の準備の状況はいかがですか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数
すでに準備
できている

貯金や学資
保険などで準
備を始めてい

る

時期になった
ら奨学金を利
用する予定

まったく目処
はついてい
ない

その他 無回答

23人 1人 5人 3人 12人 - 2人
100.0% 4.3% 21.7% 13.0% 52.2% - 8.7%
76人 2人 18人 15人 39人 1人 1人
100.0% 2.6% 23.7% 19.7% 51.3% 1.3% 1.3%
120人 6人 43人 21人 45人 1人 4人
100.0% 5.0% 35.8% 17.5% 37.5% 0.8% 3.3%
162人 8人 81人 14人 54人 2人 3人
100.0% 4.9% 50.0% 8.6% 33.3% 1.2% 1.9%
312人 11人 169人 44人 79人 2人 7人
100.0% 3.5% 54.2% 14.1% 25.3% 0.6% 2.2%
608人 23人 399人 63人 110人 4人 9人
100.0% 3.8% 65.6% 10.4% 18.1% 0.7% 1.5%
298人 17人 213人 28人 33人 4人 3人
100.0% 5.7% 71.5% 9.4% 11.1% 1.3% 1.0%
75人 17人 54人 2人 1人 - 1人
100.0% 22.7% 72.0% 2.7% 1.3% - 1.3%
1,674人 85人 982人 190人 373人 14人 30人
100.0% 5.1% 58.7% 11.4% 22.3% 0.8% 1.8%

（５）いじめについて

　いじめに関しては、「仲間はずれや無視をされた」や「なぐられたり、けられたりした」経験のある時期は、

小学生時代に多く、子どもの年齢が高くなるにつれ、「自分のいないところで、悪口や嫌なことを言われた」

や「パソコンや携帯電話・スマートフォンを使って嫌なことをされた」経験が多くなっている。

【小学５年生】

　　（ⅰ）仲間はずれや無視をされた

調査数
小学１・２年生
のとき

小学３年生
のとき

小学４年生
のとき

まったくない 無回答

515人 33人 27人 46人 416人 21人
100.0% 6.4% 5.2% 8.9% 80.8% 4.1%

　　（ⅱ）なぐられたり、けられたりした

調査数
小学１・２年生
のとき

小学３年生
のとき

小学４年生
のとき

まったくない 無回答

515人 22人 21人 51人 422人 24人
100.0% 4.3% 4.1% 9.9% 81.9% 4.7%

　　（ⅲ）直接、悪口や嫌なことを言われた

調査数
小学１・２年生
のとき

小学３年生
のとき

小学４年生
のとき

まったくない 無回答

515人 32人 41人 69人 392人 22人
100.0% 6.2% 8.0% 13.4% 76.1% 4.3%

　　（ⅳ）自分のいないところで、悪口や嫌なことを言われた

調査数
小学１・２年生
のとき

小学３年生
のとき

小学４年生
のとき

まったくない 無回答

515人 19人 33人 57人 419人 21人
100.0% 3.7% 6.4% 11.1% 81.4% 4.1%

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万
未満

1,000万以上

合計

小学５年生

小学５年生

小学５年生

小学５年生

●あなたは、誰かから以下のようなことをされたことがありますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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　　（ⅴ）パソコンや携帯電話・スマートフォンを使って嫌なことをされた

調査数
小学１・２年生
のとき

小学３年生
のとき

小学４年生
のとき

まったくない 無回答

515人 - - 1人 485人 29人
100.0% - - 0.2% 94.2% 5.6%

【中学２年生】

　　（ⅰ）仲間はずれや無視をされた

調査数
小学４年生以
下のとき

小学５・６年
生のとき

中学１年生
のとき

まったくない 無回答

486人 29人 29人 27人 406人 9人
100.0% 6.0% 6.0% 5.6% 83.5% 1.9%

　　（ⅱ）なぐられたり、けられたりした

調査数
小学４年生以
下のとき

小学５・６年
生のとき

中学１年生
のとき

まったくない 無回答

486人 14人 16人 14人 444人 10人
100.0% 2.9% 3.3% 2.9% 91.4% 2.1%

　　（ⅲ）直接、悪口や嫌なことを言われた

調査数
小学４年生以
下のとき

小学５・６年
生のとき

中学１年生
のとき

まったくない 無回答

486人 27人 37人 52人 391人 11人
100.0% 5.6% 7.6% 10.7% 80.5% 2.3%

　　（ⅳ）自分のいないところで、悪口や嫌なことを言われた

調査数
小学４年生以
下のとき

小学５・６年
生のとき

中学１年生
のとき

まったくない 無回答

486人 25人 53人 61人 387人 10人
100.0% 5.1% 10.9% 12.6% 79.6% 2.1%

　　（ⅴ）パソコンや携帯電話・スマートフォンを使って嫌なことをされた

調査数
小学４年生以
下のとき

小学５・６年
生のとき

中学１年生
のとき

まったくない 無回答

486人 - 3人 20人 453人 12人
100.0% - 0.6% 4.1% 93.2% 2.5%

【17歳】

　　（ⅰ）仲間はずれや無視をされた

調査数
小学校低学
年の時

小学校高学
年の時

中学生の時 まったくない 無回答

228人 19人 26人 21人 183人 2人
100.0% 8.3% 11.4% 9.2% 80.3% 0.9%

　　（ⅱ）なぐられたり、けられたりした

調査数
小学校低学
年の時

小学校高学
年の時

中学生の時 まったくない 無回答

228人 11人 10人 8人 203人 4人
100.0% 4.8% 4.4% 3.5% 89.0% 1.8%

17歳

小学５年生

中学２年生

中学２年生

中学２年生

中学２年生

中学２年生

17歳
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　　（ⅲ）直接、悪口や嫌なことを言われた

調査数
小学校低学
年の時

小学校高学
年の時

中学生の時 まったくない 無回答

228人 19人 31人 32人 168人 4人
100.0% 8.3% 13.6% 14.0% 73.7% 1.8%

　　（ⅳ）自分のいないところで、悪口や嫌なことを言われた

調査数
小学校低学
年の時

小学校高学
年の時

中学生の時 まったくない 無回答

228人 21人 35人 49人 164人 3人
100.0% 9.2% 15.4% 21.5% 71.9% 1.3%

　　（ⅴ）パソコンや携帯電話・スマートフォンを使って嫌なことをされた

調査数
小学校低学
年の時

小学校高学
年の時

中学生の時 まったくない 無回答

228人 1人 4人 15人 204人 5人
100.0% 0.4% 1.8% 6.6% 89.5% 2.2%

17歳

17歳

17歳
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　３．生活状況

　保護者（世帯）への生活支援については、子育ての各種サービスの利用状況では、全体では、学童クラブや

子どもひろば、子育て支援センターでは４割程度が利用したことがある（している）。

　また、保護者が子どもに関する施策の情報を得るための手段としては、学校からのお便りや家族や友人から

の情報と回答する割合が比較的高い一方、行政機関のホームページやSNS（フェイスブックなど）と回答する割

合が低くなっている。

　保護者の不慮の事故などの際に、代わって子どもの面倒をみてくれる人の有無では、「お子さんの祖父母」が

最も多い一方、家族形態別でみると祖父母と同居していないひとり親世帯では低くなっている。

　子どもの生活状況については、食事に関して、朝ごはんを毎日食べる割合は、学年が上がるにつれて低くな

り、世帯収入が300万円未満では７割程度となっている。また、夕食を１人で食べる割合は、ひとり親世帯で高

い傾向にある。

　子どもとの関係では、父子世帯において子どもの行動について把握している割合が低い。また、親との関係

では親と子どもの認識に若干のずれが生じている。

　平日の放課後や休日の過ごし方では、一人でいることがあると回答した割合が母子世帯で高くなっている。

　過ごす場所として、一番ほっとできる場所はいずれの学年も自分の家が最も多く全体で９割以上を占めてい

る。子どもの持ち物と経済状況との関係では、子どもの部屋、インターネットにつながるパソコン、自分専用の

勉強机、友達と遊びに行くためのおこづかいは、世帯収入が低くなるにつれて保有率が低くなっている。

　子どもの心理については、世帯収入が低くなるにつれて自己肯定感が低くなる傾向にある。

（１）保護者（世帯）への生活支援について

　　①子育ての各種サービスの利用状況

　子育ての各種サービスの利用状況は、全体で、「利用したことがある・している」とする回答は、（ⅰ）学童クラブ

は42.4%、（ⅱ）子どもひろばは40.3%、（ⅲ）子育て支援センターは47.8%となっており、各種サービスの中では比

較的利用率は高くなっている。また、（ⅳ）ファミリー・サポート・センターは10.6%、（ⅴ）子ども緊急さぽねっとは

2.6%、（ⅵ）子どもの生活・学習支援事業は2.8%、（ⅶ）子育て支援短期利用事業は0.4%、（ⅷ）えにわっこサポート

カードは20.8%となっている。

　家族形態別の利用経験は、学童クラブでは、父子世帯が75.0%、祖父母同居の父子世帯が66.7%、母子世帯が

65.7%と全体の全体の比率より20%以上高くなっている。一方、子どもひろばや子育て支援センターの利用経験は、

両親世帯や祖父母同居の両親世帯の利用率がひとり親と比較して10%以上高くなっている。

　　（ⅰ）学童クラブ

調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

522人 224人 225人 33人 15人 5人 8人 2人 1人 9人
100.0% 42.9% 43.1% 6.3% 2.9% 1.0% 1.5% 0.4% 0.2% 1.7%
521人 230人 228人 22人 9人 7人 4人 8人 2人 11人
100.0% 44.1% 43.8% 4.2% 1.7% 1.3% 0.8% 1.5% 0.4% 2.1%
488人 210人 224人 22人 5人 3人 6人 2人 3人 13人
100.0% 43.0% 45.9% 4.5% 1.0% 0.6% 1.2% 0.4% 0.6% 2.7%
249人 90人 127人 5人 5人 3人 3人 5人 - 11人
100.0% 36.1% 51.0% 2.0% 2.0% 1.2% 1.2% 2.0% - 4.4%
1,780人 754人 804人 82人 34人 18人 21人 17人 6人 44人
100.0% 42.4% 45.2% 4.6% 1.9% 1.0% 1.2% 1.0% 0.3% 2.5%

小学５年生

中学２年生

17歳

小学２年生

合計

●以下の子育てに関する制度やサービスをこれまでに利用したことがありますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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家族形態 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

1,413人 569人 670人 72人 31人 12人 16人 13人 4人 26人
100.0% 40.3% 47.4% 5.1% 2.2% 0.8% 1.1% 0.9% 0.3% 1.8%
115人 36人 66人 6人 - - 1人 2人 - 4人
100.0% 31.3% 57.4% 5.2% - - 0.9% 1.7% - 3.5%
166人 109人 35人 3人 3人 5人 4人 - 1人 6人
100.0% 65.7% 21.1% 1.8% 1.8% 3.0% 2.4% - 0.6% 3.6%
36人 15人 18人 - - 1人 - 1人 - 1人
100.0% 41.7% 50.0% - - 2.8% - 2.8% - 2.8%
16人 12人 2人 - - - - - - 2人
100.0% 75.0% 12.5% - - - - - - 12.5%
9人 6人 2人 - - - - 1人 - -

100.0% 66.7% 22.2% - - - - 11.1% - -
19人 6人 10人 1人 - - - - - 2人
100.0% 31.6% 52.6% 5.3% - - - - - 10.5%
1,774人 753人 803人 82人 34人 18人 21人 17人 5人 41人
100.0% 42.4% 45.3% 4.6% 1.9% 1.0% 1.2% 1.0% 0.3% 2.3%

収入階層 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

23人 8人 9人 - 1人 2人 2人 - 1人 -
100.0% 34.8% 39.1% - 4.3% 8.7% 8.7% - 4.3% -
76人 44人 19人 2人 1人 3人 - 1人 - 6人
100.0% 57.9% 25.0% 2.6% 1.3% 3.9% - 1.3% - 7.9%
120人 59人 43人 1人 1人 3人 6人 1人 - 6人
100.0% 49.2% 35.8% 0.8% 0.8% 2.5% 5.0% 0.8% - 5.0%
162人 60人 74人 8人 8人 4人 1人 1人 - 6人
100.0% 37.0% 45.7% 4.9% 4.9% 2.5% 0.6% 0.6% - 3.7%
312人 114人 165人 14人 6人 1人 4人 3人 1人 4人
100.0% 36.5% 52.9% 4.5% 1.9% 0.3% 1.3% 1.0% 0.3% 1.3%
608人 246人 278人 42人 14人 5人 4人 9人 2人 8人
100.0% 40.5% 45.7% 6.9% 2.3% 0.8% 0.7% 1.5% 0.3% 1.3%
298人 154人 124人 11人 2人 - 3人 2人 1人 1人
100.0% 51.7% 41.6% 3.7% 0.7% - 1.0% 0.7% 0.3% 0.3%
75人 48人 26人 - - - 1人 - - -
100.0% 64.0% 34.7% - - - 1.3% - - -
1,674人 733人 738人 78人 33人 18人 21人 17人 5人 31人
100.0% 43.8% 44.1% 4.7% 2.0% 1.1% 1.3% 1.0% 0.3% 1.9%

　　（ⅱ）子どもひろば

調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

522人 269人 134人 1人 6人 9人 48人 35人 9人 11人
100.0% 51.5% 25.7% 0.2% 1.1% 1.7% 9.2% 6.7% 1.7% 2.1%
521人 221人 174人 1人 4人 5人 43人 46人 10人 17人
100.0% 42.4% 33.4% 0.2% 0.8% 1.0% 8.3% 8.8% 1.9% 3.3%
488人 175人 175人 2人 5人 4人 37人 48人 18人 24人
100.0% 35.9% 35.9% 0.4% 1.0% 0.8% 7.6% 9.8% 3.7% 4.9%
249人 52人 116人 2人 4人 3人 18人 34人 7人 13人
100.0% 20.9% 46.6% 0.8% 1.6% 1.2% 7.2% 13.7% 2.8% 5.2%
1,780人 717人 599人 6人 19人 21人 146人 163人 44人 65人
100.0% 40.3% 33.7% 0.3% 1.1% 1.2% 8.2% 9.2% 2.5% 3.7%

中学２年生

17歳

合計

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

合計

小学２年生

小学５年生

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

両親世帯

合計

～100万未
満

～200万未
満

- 32 -



家族形態 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

1,413人 608人 473人 5人 13人 16人 102人 125人 32人 39人
100.0% 43.0% 33.5% 0.4% 0.9% 1.1% 7.2% 8.8% 2.3% 2.8%
115人 45人 40人 - 1人 1人 10人 13人 1人 4人
100.0% 39.1% 34.8% - 0.9% 0.9% 8.7% 11.3% 0.9% 3.5%
166人 49人 54人 1人 2人 3人 28人 10人 9人 10人
100.0% 29.5% 32.5% 0.6% 1.2% 1.8% 16.9% 6.0% 5.4% 6.0%
36人 5人 16人 - 1人 1人 2人 6人 1人 4人
100.0% 13.9% 44.4% - 2.8% 2.8% 5.6% 16.7% 2.8% 11.1%
16人 2人 4人 - 1人 - 2人 5人 - 2人
100.0% 12.5% 25.0% - 6.3% - 12.5% 31.3% - 12.5%
9人 - 5人 - 1人 - 1人 2人 - -

100.0% - 55.6% - 11.1% - 11.1% 22.2% - -
19人 7人 7人 - - - - 2人 - 3人
100.0% 36.8% 36.8% - - - - 10.5% - 15.8%
1,774人 716人 599人 6人 19人 21人 145人 163人 43人 62人
100.0% 40.4% 33.8% 0.3% 1.1% 1.2% 8.2% 9.2% 2.4% 3.5%

収入階層 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

23人 6人 10人 - 1人 - 2人 2人 1人 1人
100.0% 26.1% 43.5% - 4.3% - 8.7% 8.7% 4.3% 4.3%
76人 22人 24人 - - 3人 9人 8人 1人 9人
100.0% 28.9% 31.6% - - 3.9% 11.8% 10.5% 1.3% 11.8%
120人 44人 34人 - 2人 3人 13人 13人 4人 7人
100.0% 36.7% 28.3% - 1.7% 2.5% 10.8% 10.8% 3.3% 5.8%
162人 54人 52人 2人 - 1人 27人 17人 2人 7人
100.0% 33.3% 32.1% 1.2% - 0.6% 16.7% 10.5% 1.2% 4.3%
312人 119人 121人 1人 4人 7人 29人 20人 7人 4人
100.0% 38.1% 38.8% 0.3% 1.3% 2.2% 9.3% 6.4% 2.2% 1.3%
608人 272人 202人 2人 5人 4人 43人 45人 19人 16人
100.0% 44.7% 33.2% 0.3% 0.8% 0.7% 7.1% 7.4% 3.1% 2.6%
298人 129人 101人 1人 3人 3人 11人 37人 7人 6人
100.0% 43.3% 33.9% 0.3% 1.0% 1.0% 3.7% 12.4% 2.3% 2.0%
75人 32人 23人 - 3人 - 3人 12人 1人 1人
100.0% 42.7% 30.7% - 4.0% - 4.0% 16.0% 1.3% 1.3%
1,674人 678人 567人 6人 18人 21人 137人 154人 42人 51人
100.0% 40.5% 33.9% 0.4% 1.1% 1.3% 8.2% 9.2% 2.5% 3.0%

　　（ⅲ）子育て支援センター

調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

522人 315人 127人 1人 8人 14人 27人 12人 5人 13人
100.0% 60.3% 24.3% 0.2% 1.5% 2.7% 5.2% 2.3% 1.0% 2.5%
521人 245人 171人 2人 8人 10人 36人 30人 4人 15人
100.0% 47.0% 32.8% 0.4% 1.5% 1.9% 6.9% 5.8% 0.8% 2.9%
488人 209人 174人 5人 7人 9人 29人 20人 13人 22人
100.0% 42.8% 35.7% 1.0% 1.4% 1.8% 5.9% 4.1% 2.7% 4.5%
249人 82人 112人 1人 6人 5人 19人 11人 2人 11人
100.0% 32.9% 45.0% 0.4% 2.4% 2.0% 7.6% 4.4% 0.8% 4.4%
1,780人 851人 584人 9人 29人 38人 111人 73人 24人 61人
100.0% 47.8% 32.8% 0.5% 1.6% 2.1% 6.2% 4.1% 1.3% 3.4%

合計

1,000万以
上

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～100万未
満

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

- 33 -



家族形態 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

1,413人 725人 462人 7人 16人 28人 73人 53人 14人 35人
100.0% 51.3% 32.7% 0.5% 1.1% 2.0% 5.2% 3.8% 1.0% 2.5%
115人 52人 43人 - 3人 2人 3人 6人 3人 3人
100.0% 45.2% 37.4% - 2.6% 1.7% 2.6% 5.2% 2.6% 2.6%
166人 50人 52人 2人 6人 6人 24人 6人 6人 14人
100.0% 30.1% 31.3% 1.2% 3.6% 3.6% 14.5% 3.6% 3.6% 8.4%
36人 10人 14人 - 2人 1人 4人 2人 - 3人
100.0% 27.8% 38.9% - 5.6% 2.8% 11.1% 5.6% - 8.3%
16人 1人 4人 - 2人 - 3人 4人 - 2人
100.0% 6.3% 25.0% - 12.5% - 18.8% 25.0% - 12.5%
9人 2人 4人 - - - 1人 2人 - -

100.0% 22.2% 44.4% - - - 11.1% 22.2% - -
19人 10人 5人 - - 1人 2人 - - 1人
100.0% 52.6% 26.3% - - 5.3% 10.5% - - 5.3%
1,774人 850人 584人 9人 29人 38人 110人 73人 23人 58人
100.0% 47.9% 32.9% 0.5% 1.6% 2.1% 6.2% 4.1% 1.3% 3.3%

収入階層 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

23人 9人 7人 - 1人 - 3人 1人 1人 1人
100.0% 39.1% 30.4% - 4.3% - 13.0% 4.3% 4.3% 4.3%
76人 24人 19人 1人 1人 4人 10人 6人 2人 9人
100.0% 31.6% 25.0% 1.3% 1.3% 5.3% 13.2% 7.9% 2.6% 11.8%
120人 43人 37人 - 2人 4人 14人 9人 3人 8人
100.0% 35.8% 30.8% - 1.7% 3.3% 11.7% 7.5% 2.5% 6.7%
162人 80人 46人 1人 2人 4人 14人 7人 2人 6人
100.0% 49.4% 28.4% 0.6% 1.2% 2.5% 8.6% 4.3% 1.2% 3.7%
312人 147人 114人 2人 5人 6人 23人 9人 2人 4人
100.0% 47.1% 36.5% 0.6% 1.6% 1.9% 7.4% 2.9% 0.6% 1.3%
608人 332人 186人 4人 10人 12人 26人 16人 9人 13人
100.0% 54.6% 30.6% 0.7% 1.6% 2.0% 4.3% 2.6% 1.5% 2.1%
298人 140人 110人 1人 6人 5人 13人 15人 2人 6人
100.0% 47.0% 36.9% 0.3% 2.0% 1.7% 4.4% 5.0% 0.7% 2.0%
75人 28人 36人 - 2人 1人 1人 6人 - 1人
100.0% 37.3% 48.0% - 2.7% 1.3% 1.3% 8.0% - 1.3%
1,674人 803人 555人 9人 29人 36人 104人 69人 21人 48人
100.0% 48.0% 33.2% 0.5% 1.7% 2.2% 6.2% 4.1% 1.3% 2.9%

　　（ⅳ）ファミリー・サポート・センター

調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

522人 62人 301人 4人 26人 56人 34人 20人 3人 16人
100.0% 11.9% 57.7% 0.8% 5.0% 10.7% 6.5% 3.8% 0.6% 3.1%
521人 46人 308人 5人 22人 37人 49人 35人 4人 15人
100.0% 8.8% 59.1% 1.0% 4.2% 7.1% 9.4% 6.7% 0.8% 2.9%
488人 52人 297人 6人 17人 26人 28人 32人 6人 24人
100.0% 10.7% 60.9% 1.2% 3.5% 5.3% 5.7% 6.6% 1.2% 4.9%
249人 28人 150人 2人 7人 3人 21人 22人 2人 14人
100.0% 11.2% 60.2% 0.8% 2.8% 1.2% 8.4% 8.8% 0.8% 5.6%
1,780人 188人 1056人 17人 72人 122人 132人 109人 15人 69人
100.0% 10.6% 59.3% 1.0% 4.0% 6.9% 7.4% 6.1% 0.8% 3.9%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

合計

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

- 34 -



家族形態 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

1,413人 145人 869人 12人 58人 106人 94人 76人 10人 43人
100.0% 10.3% 61.5% 0.8% 4.1% 7.5% 6.7% 5.4% 0.7% 3.0%
115人 8人 76人 - 1人 6人 4人 13人 2人 5人
100.0% 7.0% 66.1% - 0.9% 5.2% 3.5% 11.3% 1.7% 4.3%
166人 28人 73人 4人 10人 6人 26人 7人 2人 10人
100.0% 16.9% 44.0% 2.4% 6.0% 3.6% 15.7% 4.2% 1.2% 6.0%
36人 1人 20人 - 2人 2人 4人 4人 - 3人
100.0% 2.8% 55.6% - 5.6% 5.6% 11.1% 11.1% - 8.3%
16人 1人 5人 - 1人 - 2人 5人 - 2人
100.0% 6.3% 31.3% - 6.3% - 12.5% 31.3% - 12.5%
9人 1人 5人 - - - 1人 2人 - -

100.0% 11.1% 55.6% - - - 11.1% 22.2% - -
19人 3人 8人 - - 2人 1人 2人 - 3人
100.0% 15.8% 42.1% - - 10.5% 5.3% 10.5% - 15.8%
1,774人 187人 1,056人 16人 72人 122人 132人 109人 14人 66人
100.0% 10.5% 59.5% 0.9% 4.1% 6.9% 7.4% 6.1% 0.8% 3.7%

収入階層 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

23人 1人 13人 - 1人 - 5人 1人 1人 1人
100.0% 4.3% 56.5% - 4.3% - 21.7% 4.3% 4.3% 4.3%
76人 9人 32人 3人 - 3人 13人 7人 - 9人
100.0% 11.8% 42.1% 3.9% - 3.9% 17.1% 9.2% - 11.8%
120人 15人 60人 1人 6人 7人 12人 11人 1人 7人
100.0% 12.5% 50.0% 0.8% 5.0% 5.8% 10.0% 9.2% 0.8% 5.8%
162人 16人 85人 3人 7人 11人 14人 17人 - 9人
100.0% 9.9% 52.5% 1.9% 4.3% 6.8% 8.6% 10.5% - 5.6%
312人 19人 200人 4人 10人 25人 27人 18人 2人 7人
100.0% 6.1% 64.1% 1.3% 3.2% 8.0% 8.7% 5.8% 0.6% 2.2%
608人 59人 387人 4人 25人 42人 39人 30人 7人 15人
100.0% 9.7% 63.7% 0.7% 4.1% 6.9% 6.4% 4.9% 1.2% 2.5%
298人 49人 179人 2人 13人 19人 13人 12人 4人 7人
100.0% 16.4% 60.1% 0.7% 4.4% 6.4% 4.4% 4.0% 1.3% 2.3%
75人 11人 47人 - 5人 5人 2人 5人 - -
100.0% 14.7% 62.7% - 6.7% 6.7% 2.7% 6.7% - -
1,674人 179人 1,003人 17人 67人 112人 125人 101人 15人 55人
100.0% 10.7% 59.9% 1.0% 4.0% 6.7% 7.5% 6.0% 0.9% 3.3%

　　（ⅴ）子ども緊急さぽねっと

調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

522人 20人 332人 1人 21人 27人 58人 49人 3人 11人
100.0% 3.8% 63.6% 0.2% 4.0% 5.2% 11.1% 9.4% 0.6% 2.1%
521人 12人 326人 3人 18人 15人 59人 65人 6人 17人
100.0% 2.3% 62.6% 0.6% 3.5% 2.9% 11.3% 12.5% 1.2% 3.3%
488人 8人 328人 5人 5人 15人 36人 60人 6人 25人
100.0% 1.6% 67.2% 1.0% 1.0% 3.1% 7.4% 12.3% 1.2% 5.1%
249人 7人 156人 2人 5人 1人 21人 37人 5人 15人
100.0% 2.8% 62.7% 0.8% 2.0% 0.4% 8.4% 14.9% 2.0% 6.0%
1,780人 47人 1,142人 11人 49人 58人 174人 211人 20人 68人
100.0% 2.6% 64.2% 0.6% 2.8% 3.3% 9.8% 11.9% 1.1% 3.8%

中学２年生

17歳

合計

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

合計

小学２年生

小学５年生

合計

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

両親世帯

- 35 -



家族形態 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

1,413人 33人 939人 10人 40人 52人 128人 161人 11人 39人
100.0% 2.3% 66.5% 0.7% 2.8% 3.7% 9.1% 11.4% 0.8% 2.8%
115人 3人 79人 - 1人 2人 3人 17人 4人 6人
100.0% 2.6% 68.7% - 0.9% 1.7% 2.6% 14.8% 3.5% 5.2%
166人 9人 84人 1人 4人 3人 33人 16人 4人 12人
100.0% 5.4% 50.6% 0.6% 2.4% 1.8% 19.9% 9.6% 2.4% 7.2%
36人 - 20人 - 3人 - 5人 5人 - 3人
100.0% - 55.6% - 8.3% - 13.9% 13.9% - 8.3%
16人 - 5人 - 1人 - 3人 5人 - 2人
100.0% - 31.3% - 6.3% - 18.8% 31.3% - 12.5%
9人 1人 5人 - - - 1人 2人 - -

100.0% 11.1% 55.6% - - - 11.1% 22.2% - -
19人 1人 10人 - - 1人 - 4人 - 3人
100.0% 5.3% 52.6% - - 5.3% - 21.1% - 15.8%
1,774人 47人 1,142人 11人 49人 58人 173人 210人 19人 65人
100.0% 2.6% 64.4% 0.6% 2.8% 3.3% 9.8% 11.8% 1.1% 3.7%

収入階層 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

23人 - 14人 - - - 4人 3人 1人 1人
100.0% - 60.9% - - - 17.4% 13.0% 4.3% 4.3%
76人 6人 33人 - - 1人 16人 10人 1人 9人
100.0% 7.9% 43.4% - - 1.3% 21.1% 13.2% 1.3% 11.8%
120人 4人 66人 1人 4人 2人 14人 18人 2人 9人
100.0% 3.3% 55.0% 0.8% 3.3% 1.7% 11.7% 15.0% 1.7% 7.5%
162人 4人 92人 1人 3人 7人 18人 26人 1人 10人
100.0% 2.5% 56.8% 0.6% 1.9% 4.3% 11.1% 16.0% 0.6% 6.2%
312人 3人 211人 5人 8人 10人 34人 37人 1人 3人
100.0% 1.0% 67.6% 1.6% 2.6% 3.2% 10.9% 11.9% 0.3% 1.0%
608人 13人 417人 4人 15人 15人 58人 65人 8人 13人
100.0% 2.1% 68.6% 0.7% 2.5% 2.5% 9.5% 10.7% 1.3% 2.1%
298人 12人 196人 - 11人 18人 22人 28人 6人 5人
100.0% 4.0% 65.8% - 3.7% 6.0% 7.4% 9.4% 2.0% 1.7%
75人 2人 54人 - 4人 1人 2人 10人 - 2人
100.0% 2.7% 72.0% - 5.3% 1.3% 2.7% 13.3% - 2.7%
1,674人 44人 1,083人 11人 45人 54人 168人 197人 20人 52人
100.0% 2.6% 64.7% 0.7% 2.7% 3.2% 10.0% 11.8% 1.2% 3.1%

　　（ⅵ）子どもの生活・学習支援事業

調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

522人 15人 307人 1人 3人 5人 58人 110人 7人 16人
100.0% 2.9% 58.8% 0.2% 0.6% 1.0% 11.1% 21.1% 1.3% 3.1%
521人 16人 311人 1人 4人 7人 53人 101人 9人 19人
100.0% 3.1% 59.7% 0.2% 0.8% 1.3% 10.2% 19.4% 1.7% 3.6%
488人 13人 307人 5人 2人 4人 36人 84人 11人 26人
100.0% 2.7% 62.9% 1.0% 0.4% 0.8% 7.4% 17.2% 2.3% 5.3%
249人 5人 153人 2人 2人 1人 26人 40人 5人 15人
100.0% 2.0% 61.4% 0.8% 0.8% 0.4% 10.4% 16.1% 2.0% 6.0%
1,780人 49人 1,078人 9人 11人 17人 173人 335人 32人 76人
100.0% 2.8% 60.6% 0.5% 0.6% 1.0% 9.7% 18.8% 1.8% 4.3%

合計

1,000万以
上

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～100万未
満

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

- 36 -



家族形態 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

1,413人 35人 899人 7人 7人 12人 126人 265人 19人 43人
100.0% 2.5% 63.6% 0.5% 0.5% 0.8% 8.9% 18.8% 1.3% 3.0%
115人 2人 70人 - - 1人 3人 29人 5人 5人
100.0% 1.7% 60.9% - - 0.9% 2.6% 25.2% 4.3% 4.3%
166人 9人 72人 2人 2人 3人 32人 24人 6人 16人
100.0% 5.4% 43.4% 1.2% 1.2% 1.8% 19.3% 14.5% 3.6% 9.6%
36人 - 19人 - 1人 1人 5人 6人 - 4人
100.0% - 52.8% - 2.8% 2.8% 13.9% 16.7% - 11.1%
16人 - 5人 - 1人 - 4人 4人 - 2人
100.0% - 31.3% - 6.3% - 25.0% 25.0% - 12.5%
9人 - 6人 - - - 1人 2人 - -

100.0% - 66.7% - - - 11.1% 22.2% - -
19人 3人 7人 - - - 1人 4人 1人 3人
100.0% 15.8% 36.8% - - - 5.3% 21.1% 5.3% 15.8%
1,774人 49人 1,078人 9人 11人 17人 172人 334人 31人 73人
100.0% 2.8% 60.8% 0.5% 0.6% 1.0% 9.7% 18.8% 1.7% 4.1%

収入階層 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

23人 2人 12人 - - - 4人 3人 1人 1人
100.0% 8.7% 52.2% - - - 17.4% 13.0% 4.3% 4.3%
76人 3人 29人 1人 1人 3人 15人 10人 2人 12人
100.0% 3.9% 38.2% 1.3% 1.3% 3.9% 19.7% 13.2% 2.6% 15.8%
120人 6人 55人 - 1人 1人 15人 29人 3人 10人
100.0% 5.0% 45.8% - 0.8% 0.8% 12.5% 24.2% 2.5% 8.3%
162人 9人 76人 1人 1人 2人 17人 42人 3人 11人
100.0% 5.6% 46.9% 0.6% 0.6% 1.2% 10.5% 25.9% 1.9% 6.8%
312人 11人 200人 4人 - 1人 36人 52人 3人 5人
100.0% 3.5% 64.1% 1.3% - 0.3% 11.5% 16.7% 1.0% 1.6%
608人 11人 403人 3人 4人 4人 48人 108人 12人 15人
100.0% 1.8% 66.3% 0.5% 0.7% 0.7% 7.9% 17.8% 2.0% 2.5%
298人 3人 195人 - 2人 5人 25人 55人 7人 6人
100.0% 1.0% 65.4% - 0.7% 1.7% 8.4% 18.5% 2.3% 2.0%
75人 2人 52人 - 1人 - 2人 17人 - 1人
100.0% 2.7% 69.3% - 1.3% - 2.7% 22.7% - 1.3%
1,674人 47人 1,022人 9人 10人 16人 162人 316人 31人 61人
100.0% 2.8% 61.1% 0.5% 0.6% 1.0% 9.7% 18.9% 1.9% 3.6%

　　（ⅶ）子育て支援短期利用事業（ショートステイ）

調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

522人 2人 333人 - 4人 10人 42人 113人 5人 13人
100.0% 0.4% 63.8% - 0.8% 1.9% 8.0% 21.6% 1.0% 2.5%
521人 3人 338人 - 3人 4人 50人 96人 9人 18人
100.0% 0.6% 64.9% - 0.6% 0.8% 9.6% 18.4% 1.7% 3.5%
488人 - 329人 4人 1人 5人 31人 86人 8人 24人
100.0% - 67.4% 0.8% 0.2% 1.0% 6.4% 17.6% 1.6% 4.9%
249人 3人 156人 1人 2人 1人 23人 44人 5人 14人
100.0% 1.2% 62.7% 0.4% 0.8% 0.4% 9.2% 17.7% 2.0% 5.6%
1780人 8人 1,156人 5人 10人 20人 146人 339人 27人 69人
100.0% 0.4% 64.9% 0.3% 0.6% 1.1% 8.2% 19.0% 1.5% 3.9%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

合計

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

- 37 -



家族形態 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

1,413人 7人 961人 3人 7人 13人 98人 268人 17人 39人
100.0% 0.5% 68.0% 0.2% 0.5% 0.9% 6.9% 19.0% 1.2% 2.8%
115人 - 73人 - - 2人 5人 27人 3人 5人
100.0% - 63.5% - - 1.7% 4.3% 23.5% 2.6% 4.3%
166人 - 80人 2人 1人 5人 33人 26人 6人 13人
100.0% - 48.2% 1.2% 0.6% 3.0% 19.9% 15.7% 3.6% 7.8%
36人 - 21人 - 1人 - 5人 5人 - 4人
100.0% - 58.3% - 2.8% - 13.9% 13.9% - 11.1%
16人 - 5人 - 1人 - 3人 5人 - 2人
100.0% - 31.3% - 6.3% - 18.8% 31.3% - 12.5%
9人 - 6人 - - - 1人 2人 - -

100.0% - 66.7% - - - 11.1% 22.2% - -
19人 1人 10人 - - - 1人 4人 - 3人
100.0% 5.3% 52.6% - - - 5.3% 21.1% - 15.8%
1,774人 8人 1,156人 5人 10人 20人 146人 337人 26人 66人
100.0% 0.5% 65.2% 0.3% 0.6% 1.1% 8.2% 19.0% 1.5% 3.7%

収入階層 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

23人 - 14人 - 1人 - 3人 3人 1人 1人
100.0% - 60.9% - 4.3% - 13.0% 13.0% 4.3% 4.3%
76人 - 30人 1人 - 4人 16人 11人 2人 12人
100.0% - 39.5% 1.3% - 5.3% 21.1% 14.5% 2.6% 15.8%
120人 1人 62人 - 1人 2人 14人 28人 4人 8人
100.0% 0.8% 51.7% - 0.8% 1.7% 11.7% 23.3% 3.3% 6.7%
162人 2人 90人 1人 - 1人 14人 43人 1人 10人
100.0% 1.2% 55.6% 0.6% - 0.6% 8.6% 26.5% 0.6% 6.2%
312人 - 212人 1人 2人 3人 26人 62人 1人 5人
100.0% - 67.9% 0.3% 0.6% 1.0% 8.3% 19.9% 0.3% 1.6%
608人 3人 429人 2人 4人 2人 42人 102人 12人 12人
100.0% 0.5% 70.6% 0.3% 0.7% 0.3% 6.9% 16.8% 2.0% 2.0%
298人 - 207人 - 2人 5人 20人 54人 5人 5人
100.0% - 69.5% - 0.7% 1.7% 6.7% 18.1% 1.7% 1.7%
75人 1人 54人 - - 1人 3人 15人 - 1人
100.0% 1.3% 72.0% - - 1.3% 4.0% 20.0% - 1.3%
1,674人 7人 1,098人 5人 10人 18人 138人 318人 26人 54人
100.0% 0.4% 65.6% 0.3% 0.6% 1.1% 8.2% 19.0% 1.6% 3.2%

　　（ⅷ）えにわっこサポートカード

調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

522人 146人 184人 3人 27人 4人 85人 49人 11人 13人
100.0% 28.0% 35.2% 0.6% 5.2% 0.8% 16.3% 9.4% 2.1% 2.5%
521人 100人 216人 3人 20人 3人 91人 67人 8人 13人
100.0% 19.2% 41.5% 0.6% 3.8% 0.6% 17.5% 12.9% 1.5% 2.5%
488人 89人 215人 9人 11人 6人 62人 63人 9人 24人
100.0% 18.2% 44.1% 1.8% 2.3% 1.2% 12.7% 12.9% 1.8% 4.9%
249人 36人 108人 3人 6人 2人 30人 38人 11人 15人
100.0% 14.5% 43.4% 1.2% 2.4% 0.8% 12.0% 15.3% 4.4% 6.0%
1,780人 371人 723人 18人 64人 15人 268人 217人 39人 65人
100.0% 20.8% 40.6% 1.0% 3.6% 0.8% 15.1% 12.2% 2.2% 3.7%

中学２年生

17歳

合計

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

合計

小学２年生

小学５年生

合計

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

両親世帯
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家族形態 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

1,413人 321人 572人 11人 50人 13人 200人 177人 30人 39人
100.0% 22.7% 40.5% 0.8% 3.5% 0.9% 14.2% 12.5% 2.1% 2.8%
115人 20人 53人 2人 5人 - 15人 13人 2人 5人
100.0% 17.4% 46.1% 1.7% 4.3% - 13.0% 11.3% 1.7% 4.3%
166人 21人 68人 5人 6人 2人 38人 12人 5人 9人
100.0% 12.7% 41.0% 3.0% 3.6% 1.2% 22.9% 7.2% 3.0% 5.4%
36人 3人 16人 - 2人 - 6人 5人 - 4人
100.0% 8.3% 44.4% - 5.6% - 16.7% 13.9% - 11.1%
16人 - 5人 - 1人 - 4人 4人 - 2人
100.0% - 31.3% - 6.3% - 25.0% 25.0% - 12.5%
9人 - 6人 - - - 1人 2人 - -

100.0% - 66.7% - - - 11.1% 22.2% - -
19人 6人 3人 - - - 3人 3人 1人 3人
100.0% 31.6% 15.8% - - - 15.8% 15.8% 5.3% 15.8%
1,774人 371人 723人 18人 64人 15人 267人 216人 38人 62人
100.0% 20.9% 40.8% 1.0% 3.6% 0.8% 15.1% 12.2% 2.1% 3.5%

収入階層 調査数
利用したこ
とがある・し
ている

利用する必
要がなかっ
た・制度の
対象外だっ
た

利用した
かったが条
件を満たし
ていなかっ
た

利用時間
や制度・
サービスが
使いづら
かった

利用するの
に抵抗感
があった

利用の仕
方がわから
なかった

制度につい
てまったく
知らなかっ
た

身近なとこ
ろに制度や
サービスが
なかった

無回答

23人 6人 10人 1人 - - 1人 3人 1人 1人
100.0% 26.1% 43.5% 4.3% - - 4.3% 13.0% 4.3% 4.3%
76人 10人 25人 2人 - 2人 18人 8人 3人 8人
100.0% 13.2% 32.9% 2.6% - 2.6% 23.7% 10.5% 3.9% 10.5%
120人 13人 47人 - 3人 1人 22人 22人 3人 9人
100.0% 10.8% 39.2% - 2.5% 0.8% 18.3% 18.3% 2.5% 7.5%
162人 27人 58人 4人 7人 2人 32人 22人 1人 9人
100.0% 16.7% 35.8% 2.5% 4.3% 1.2% 19.8% 13.6% 0.6% 5.6%
312人 72人 129人 5人 11人 2人 54人 31人 4人 4人
100.0% 23.1% 41.3% 1.6% 3.5% 0.6% 17.3% 9.9% 1.3% 1.3%
608人 124人 271人 2人 23人 3人 77人 73人 19人 16人
100.0% 20.4% 44.6% 0.3% 3.8% 0.5% 12.7% 12.0% 3.1% 2.6%
298人 79人 122人 1人 12人 2人 42人 31人 4人 5人
100.0% 26.5% 40.9% 0.3% 4.0% 0.7% 14.1% 10.4% 1.3% 1.7%
75人 20人 29人 1人 1人 3人 6人 13人 2人 -
100.0% 26.7% 38.7% 1.3% 1.3% 4.0% 8.0% 17.3% 2.7% -
1,674人 351人 691人 16人 57人 15人 252人 203人 37人 52人
100.0% 21.0% 41.3% 1.0% 3.4% 0.9% 15.1% 12.1% 2.2% 3.1%

1,000万以
上

合計

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～100万未
満

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯
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　　②子どもに関する施策の情報を得るための手段

　情報入手手段では、「たまにある」「よくある」の合計の割合が高いものから順に、（ⅴ）学校などからのお

便りが87.3%、（ⅵ）家族や友人からの情報が76.7%、（ⅰ）行政機関の広報誌・案内が63.6%、（ⅳ）インター

ネット検索が60.5%、（ⅱ）行政機関のホームページが29.6%、（ⅲ）SNS（フェイスブックなど）が14.9%となって

いる。

　家族形態別では、父子世帯で（ⅵ）家族や友人からの情報のほか（ⅰ）行政機関の広報誌・案内、（ⅱ）行

政機関のホームページなどにおいて、「まったくない」「あまりない」とする割合が高くなっている。

　収入階層別では、世帯収入が低くなるほど（ⅰ）行政機関の広報誌・案内や（ⅳ）インターネット検索につい

て、「まったくない」「あまりない」と回答する割合が高くなっている。

　　（ⅰ）行政機関の広報誌・案内

調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

522人 66人 92人 267人 91人 6人
100.0% 12.6% 17.6% 51.1% 17.4% 1.1%
521人 81人 97人 243人 82人 18人
100.0% 15.5% 18.6% 46.6% 15.7% 3.5%
488人 75人 97人 231人 66人 19人
100.0% 15.4% 19.9% 47.3% 13.5% 3.9%
249人 42人 49人 113人 38人 7人
100.0% 16.9% 19.7% 45.4% 15.3% 2.8%
1,780人 264人 335人 854人 277人 50人
100.0% 14.8% 18.8% 48.0% 15.6% 2.8%

家族形態 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

1,413人 171人 272人 709人 230人 31人
100.0% 12.1% 19.2% 50.2% 16.3% 2.2%
115人 18人 13人 58人 21人 5人
100.0% 15.7% 11.3% 50.4% 18.3% 4.3%
166人 49人 35人 56人 18人 8人
100.0% 29.5% 21.1% 33.7% 10.8% 4.8%
36人 9人 7人 14人 3人 3人
100.0% 25.0% 19.4% 38.9% 8.3% 8.3%
16人 6人 2人 6人 1人 1人
100.0% 37.5% 12.5% 37.5% 6.3% 6.3%
9人 2人 3人 2人 2人 -

100.0% 22.2% 33.3% 22.2% 22.2% -
19人 7人 2人 7人 2人 1人
100.0% 36.8% 10.5% 36.8% 10.5% 5.3%
1,774人 262人 334人 852人 277人 49人
100.0% 14.8% 18.8% 48.0% 15.6% 2.8%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

合計

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

●子どもに関する市の情報を得るために以下のものをどの程度参考にしていますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

23人 5人 2人 12人 3人 1人
100.0% 21.7% 8.7% 52.2% 13.0% 4.3%
76人 22人 18人 29人 3人 4人
100.0% 28.9% 23.7% 38.2% 3.9% 5.3%
120人 31人 27人 39人 19人 4人
100.0% 25.8% 22.5% 32.5% 15.8% 3.3%
162人 32人 34人 73人 21人 2人
100.0% 19.8% 21.0% 45.1% 13.0% 1.2%
312人 41人 63人 153人 47人 8人
100.0% 13.1% 20.2% 49.0% 15.1% 2.6%
608人 77人 118人 303人 98人 12人
100.0% 12.7% 19.4% 49.8% 16.1% 2.0%
298人 34人 44人 162人 56人 2人
100.0% 11.4% 14.8% 54.4% 18.8% 0.7%
75人 7人 12人 40人 16人 -
100.0% 9.3% 16.0% 53.3% 21.3% -
1,674人 249人 318人 811人 263人 33人
100.0% 14.9% 19.0% 48.4% 15.7% 2.0%

　　（ⅱ）行政機関のホームページ

調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

522人 175人 147人 162人 25人 13人
100.0% 33.5% 28.2% 31.0% 4.8% 2.5%
521人 177人 182人 124人 20人 18人
100.0% 34.0% 34.9% 23.8% 3.8% 3.5%
488人 178人 158人 117人 13人 22人
100.0% 36.5% 32.4% 24.0% 2.7% 4.5%
249人 92人 80人 57人 10人 10人
100.0% 36.9% 32.1% 22.9% 4.0% 4.0%
1,780人 622人 567人 460人 68人 63人
100.0% 34.9% 31.9% 25.8% 3.8% 3.5%

家族形態 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

1,413人 478人 472人 372人 50人 41人
100.0% 33.8% 33.4% 26.3% 3.5% 2.9%
115人 34人 33人 34人 8人 6人
100.0% 29.6% 28.7% 29.6% 7.0% 5.2%
166人 76人 43人 34人 6人 7人
100.0% 45.8% 25.9% 20.5% 3.6% 4.2%
36人 13人 8人 10人 3人 2人
100.0% 36.1% 22.2% 27.8% 8.3% 5.6%
16人 8人 2人 4人 - 2人
100.0% 50.0% 12.5% 25.0% - 12.5%
9人 2人 3人 2人 - 2人

100.0% 22.2% 33.3% 22.2% - 22.2%
19人 9人 5人 2人 1人 2人
100.0% 47.4% 26.3% 10.5% 5.3% 10.5%
1,774人 620人 566人 458人 68人 62人
100.0% 34.9% 31.9% 25.8% 3.8% 3.5%

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計
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収入階層 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

23人 11人 3人 6人 1人 2人
100.0% 47.8% 13.0% 26.1% 4.3% 8.7%
76人 40人 20人 10人 2人 4人
100.0% 52.6% 26.3% 13.2% 2.6% 5.3%
120人 49人 33人 26人 7人 5人
100.0% 40.8% 27.5% 21.7% 5.8% 4.2%
162人 71人 51人 31人 5人 4人
100.0% 43.8% 31.5% 19.1% 3.1% 2.5%
312人 105人 108人 79人 13人 7人
100.0% 33.7% 34.6% 25.3% 4.2% 2.2%
608人 197人 205人 168人 19人 19人
100.0% 32.4% 33.7% 27.6% 3.1% 3.1%
298人 85人 99人 95人 15人 4人
100.0% 28.5% 33.2% 31.9% 5.0% 1.3%
75人 27人 24人 21人 3人 -
100.0% 36.0% 32.0% 28.0% 4.0% -
1,674人 585人 543人 436人 65人 45人
100.0% 34.9% 32.4% 26.0% 3.9% 2.7%

　　（ⅲ）SNS（フェイスブックなど）

調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

522人 271人 123人 85人 29人 14人
100.0% 51.9% 23.6% 16.3% 5.6% 2.7%
521人 278人 161人 55人 8人 19人
100.0% 53.4% 30.9% 10.6% 1.5% 3.6%
488人 271人 133人 48人 10人 26人
100.0% 55.5% 27.3% 9.8% 2.0% 5.3%
249人 146人 61人 24人 6人 12人
100.0% 58.6% 24.5% 9.6% 2.4% 4.8%
1,780人 966人 478人 212人 53人 71人
100.0% 54.3% 26.9% 11.9% 3.0% 4.0%

家族形態 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

1,413人 767人 386人 174人 40人 46人
100.0% 54.3% 27.3% 12.3% 2.8% 3.3%
115人 60人 35人 7人 6人 7人
100.0% 52.2% 30.4% 6.1% 5.2% 6.1%
166人 97人 35人 20人 6人 8人
100.0% 58.4% 21.1% 12.0% 3.6% 4.8%
36人 16人 9人 7人 1人 3人
100.0% 44.4% 25.0% 19.4% 2.8% 8.3%
16人 10人 1人 2人 - 3人
100.0% 62.5% 6.3% 12.5% - 18.8%
9人 2人 5人 - - 2人

100.0% 22.2% 55.6% - - 22.2%
19人 12人 5人 1人 - 1人
100.0% 63.2% 26.3% 5.3% - 5.3%
1,774人 964人 476人 211人 53人 70人
100.0% 54.3% 26.8% 11.9% 3.0% 3.9%

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

～100万未満

～200万未満

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

その他

合計
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収入階層 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

23人 12人 4人 3人 2人 2人
100.0% 52.2% 17.4% 13.0% 8.7% 8.7%
76人 45人 20人 6人 1人 4人
100.0% 59.2% 26.3% 7.9% 1.3% 5.3%
120人 63人 27人 20人 5人 5人
100.0% 52.5% 22.5% 16.7% 4.2% 4.2%
162人 90人 37人 25人 4人 6人
100.0% 55.6% 22.8% 15.4% 2.5% 3.7%
312人 161人 86人 41人 17人 7人
100.0% 51.6% 27.6% 13.1% 5.4% 2.2%
608人 322人 176人 75人 15人 20人
100.0% 53.0% 28.9% 12.3% 2.5% 3.3%
298人 178人 79人 32人 3人 6人
100.0% 59.7% 26.5% 10.7% 1.0% 2.0%
75人 46人 18人 7人 3人 1人
100.0% 61.3% 24.0% 9.3% 4.0% 1.3%
1,674人 917人 447人 209人 50人 51人
100.0% 54.8% 26.7% 12.5% 3.0% 3.0%

　　（ⅳ）インターネット検索

調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

522人 84人 66人 213人 145人 14人
100.0% 16.1% 12.6% 40.8% 27.8% 2.7%
521人 99人 105人 189人 108人 20人
100.0% 19.0% 20.2% 36.3% 20.7% 3.8%
488人 83人 97人 220人 64人 24人
100.0% 17.0% 19.9% 45.1% 13.1% 4.9%
249人 61人 43人 98人 40人 7人
100.0% 24.5% 17.3% 39.4% 16.1% 2.8%
1,780人 327人 311人 720人 357人 65人
100.0% 18.4% 17.5% 40.4% 20.1% 3.7%

家族形態 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

1,413人 243人 242人 592人 289人 47人
100.0% 17.2% 17.1% 41.9% 20.5% 3.3%
115人 15人 28人 45人 22人 5人
100.0% 13.0% 24.3% 39.1% 19.1% 4.3%
166人 48人 26人 55人 31人 6人
100.0% 28.9% 15.7% 33.1% 18.7% 3.6%
36人 6人 5人 14人 9人 2人
100.0% 16.7% 13.9% 38.9% 25.0% 5.6%
16人 6人 1人 6人 1人 2人
100.0% 37.5% 6.3% 37.5% 6.3% 12.5%
9人 1人 4人 2人 2人 -

100.0% 11.1% 44.4% 22.2% 22.2% -
19人 7人 5人 3人 3人 1人
100.0% 36.8% 26.3% 15.8% 15.8% 5.3%
1,774人 326人 311人 717人 357人 63人
100.0% 18.4% 17.5% 40.4% 20.1% 3.6%

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学２年生

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯
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収入階層 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

23人 8人 2人 5人 7人 1人
100.0% 34.8% 8.7% 21.7% 30.4% 4.3%
76人 25人 15人 23人 9人 4人
100.0% 32.9% 19.7% 30.3% 11.8% 5.3%
120人 31人 21人 35人 29人 4人
100.0% 25.8% 17.5% 29.2% 24.2% 3.3%
162人 43人 26人 61人 29人 3人
100.0% 26.5% 16.0% 37.7% 17.9% 1.9%
312人 47人 55人 129人 75人 6人
100.0% 15.1% 17.6% 41.3% 24.0% 1.9%
608人 101人 107人 253人 125人 22人
100.0% 16.6% 17.6% 41.6% 20.6% 3.6%
298人 42人 60人 138人 50人 8人
100.0% 14.1% 20.1% 46.3% 16.8% 2.7%
75人 10人 10人 38人 17人 -
100.0% 13.3% 13.3% 50.7% 22.7% -
1,674人 307人 296人 682人 341人 48人
100.0% 18.3% 17.7% 40.7% 20.4% 2.9%

　　（ⅴ）学校などからのお便り

調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

522人 13人 30人 223人 254人 2人
100.0% 2.5% 5.7% 42.7% 48.7% 0.4%
521人 13人 38人 225人 230人 15人
100.0% 2.5% 7.3% 43.2% 44.1% 2.9%
488人 14人 46人 227人 190人 11人
100.0% 2.9% 9.4% 46.5% 38.9% 2.3%
249人 17人 25人 122人 82人 3人
100.0% 6.8% 10.0% 49.0% 32.9% 1.2%
1,780人 57人 139人 797人 756人 31人
100.0% 3.2% 7.8% 44.8% 42.5% 1.7%

家族形態 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

1,413人 41人 103人 639人 612人 18人
100.0% 2.9% 7.3% 45.2% 43.3% 1.3%
115人 2人 8人 41人 60人 4人
100.0% 1.7% 7.0% 35.7% 52.2% 3.5%
166人 7人 23人 74人 58人 4人
100.0% 4.2% 13.9% 44.6% 34.9% 2.4%
36人 3人 1人 17人 13人 2人
100.0% 8.3% 2.8% 47.2% 36.1% 5.6%
16人 3人 2人 6人 4人 1人
100.0% 18.8% 12.5% 37.5% 25.0% 6.3%
9人 - 2人 5人 2人 -

100.0% - 22.2% 55.6% 22.2% -
19人 1人 - 11人 6人 1人
100.0% 5.3% - 57.9% 31.6% 5.3%
1,774人 57人 139人 793人 755人 30人
100.0% 3.2% 7.8% 44.7% 42.6% 1.7%

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯
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収入階層 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

23人 3人 - 10人 9人 1人
100.0% 13.0% - 43.5% 39.1% 4.3%
76人 3人 15人 35人 21人 2人
100.0% 3.9% 19.7% 46.1% 27.6% 2.6%
120人 6人 7人 57人 48人 2人
100.0% 5.0% 5.8% 47.5% 40.0% 1.7%
162人 6人 14人 78人 62人 2人
100.0% 3.7% 8.6% 48.1% 38.3% 1.2%
312人 4人 25人 139人 144人 -
100.0% 1.3% 8.0% 44.6% 46.2% -
608人 14人 49人 279人 257人 9人
100.0% 2.3% 8.1% 45.9% 42.3% 1.5%
298人 14人 24人 130人 129人 1人
100.0% 4.7% 8.1% 43.6% 43.3% 0.3%
75人 4人 4人 29人 38人 -
100.0% 5.3% 5.3% 38.7% 50.7% -
1,674人 54人 138人 757人 708人 17人
100.0% 3.2% 8.2% 45.2% 42.3% 1.0%

　　（ⅵ）家族や友人からの情報

調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

522人 22人 68人 266人 160人 6人
100.0% 4.2% 13.0% 51.0% 30.7% 1.1%
521人 34人 83人 266人 123人 15人
100.0% 6.5% 15.9% 51.1% 23.6% 2.9%
488人 28人 68人 259人 116人 17人
100.0% 5.7% 13.9% 53.1% 23.8% 3.5%
249人 25人 41人 133人 42人 8人
100.0% 10.0% 16.5% 53.4% 16.9% 3.2%
1,780人 109人 260人 924人 441人 46人
100.0% 6.1% 14.6% 51.9% 24.8% 2.6%

家族形態 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

1,413人 72人 188人 766人 357人 30人
100.0% 5.1% 13.3% 54.2% 25.3% 2.1%
115人 6人 30人 47人 27人 5人
100.0% 5.2% 26.1% 40.9% 23.5% 4.3%
166人 20人 24人 78人 39人 5人
100.0% 12.0% 14.5% 47.0% 23.5% 3.0%
36人 3人 7人 16人 8人 2人
100.0% 8.3% 19.4% 44.4% 22.2% 5.6%
16人 6人 4人 3人 1人 2人
100.0% 37.5% 25.0% 18.8% 6.3% 12.5%
9人 - 2人 5人 2人 -

100.0% - 22.2% 55.6% 22.2% -
19人 1人 5人 5人 7人 1人
100.0% 5.3% 26.3% 26.3% 36.8% 5.3%
1,774人 108人 260人 920人 441人 45人
100.0% 6.1% 14.7% 51.9% 24.9% 2.5%

～100万未満

～200万未満

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

その他

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯
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収入階層 調査数 まったくない あまりない たまにある よくある 無回答

23人 2人 2人 12人 6人 1人
100.0% 8.7% 8.7% 52.2% 26.1% 4.3%
76人 9人 14人 42人 9人 2人
100.0% 11.8% 18.4% 55.3% 11.8% 2.6%
120人 15人 24人 44人 32人 5人
100.0% 12.5% 20.0% 36.7% 26.7% 4.2%
162人 16人 28人 80人 35人 3人
100.0% 9.9% 17.3% 49.4% 21.6% 1.9%
312人 14人 45人 166人 84人 3人
100.0% 4.5% 14.4% 53.2% 26.9% 1.0%
608人 31人 75人 334人 156人 12人
100.0% 5.1% 12.3% 54.9% 25.7% 2.0%
298人 14人 50人 156人 76人 2人
100.0% 4.7% 16.8% 52.3% 25.5% 0.7%
75人 6人 13人 42人 14人 -
100.0% 8.0% 17.3% 56.0% 18.7% -
1,674人 107人 251人 876人 412人 28人
100.0% 6.4% 15.0% 52.3% 24.6% 1.7%

　　③あなたや配偶者が不慮の事故などでお子さんの面倒をみられなくなったとき、子どもの

　　　面倒をみてくれる人はいるか

　保護者の不慮の事故などの際、代わって子どもの面倒をみてくれる人の有無では、全体では、「お子さん

の祖父母」が71.8%と最も多く、次に「お子さんのおじやおば」が3.6%となっている。一方で、12.7%が「面倒を

みてくれる人はいない」と回答している。

　家族形態別でみると、祖父母と同居していないひとり親世帯では、「お子さんの祖父母」とする割合が低く、

「面倒をみてくれる人はいない」は、全体の12.7%に対して、父子世帯では18.8%と高くなっている。

お子さんの
祖父母

お子さんの
おじやおば

その他の親
戚

職場の人 近所の人
その他の友
人・知人

面倒をみてく
れる人はいな

い
無回答

399人 10人 5人 1人 1人 6人 57人 43人
76.4% 1.9% 1.0% 0.2% 0.2% 1.1% 10.9% 8.2%
380人 18人 1人 - 1人 4人 61人 56人
72.9% 3.5% 0.2% - 0.2% 0.8% 11.7% 10.7%
338人 24人 5人 - 2人 5人 62人 52人
69.3% 4.9% 1.0% - 0.4% 1.0% 12.7% 10.7%
161人 12人 4人 - 2人 3人 46人 21人
64.7% 4.8% 1.6% - 0.8% 1.2% 18.5% 8.4%
1,278人 64人 15人 1人 6人 18人 226人 172人
71.8% 3.6% 0.8% 0.1% 0.3% 1.0% 12.7% 9.7%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

17歳

合計

●あなたや配偶者が不慮の事故などでお子さんの面倒をみられなくなったとき、子どもの

面倒をみてくれる人はいますか。主な人１人に〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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家族形態
お子さんの
祖父母

お子さんの
おじやおば

その他の親
戚

職場の人 近所の人
その他の友
人・知人

面倒をみてく
れる人はいな

い
無回答

1,018人 44人 10人 1人 6人 9人 196人 129人
72.0% 3.1% 0.7% 0.1% 0.4% 0.6% 13.9% 9.1%
94人 6人 - - - - 4人 11人
81.7% 5.2% - - - - 3.5% 9.6%
107人 9人 4人 - - 8人 18人 20人
64.5% 5.4% 2.4% - - 4.8% 10.8% 12.0%
26人 1人 - - - 1人 3人 5人
72.2% 2.8% - - - 2.8% 8.3% 13.9%
8人 1人 1人 - - - 3人 3人
50.0% 6.3% 6.3% - - - 18.8% 18.8%
9人 - - - - - - -

100.0% - - - - - - -
13人 3人 - - - - 1人 2人
68.4 15.8 - - - - 5.3 10.5

1,275人 64人 15人 1人 6人 18人 225人 170人
71.9% 3.6% 0.8% 0.1% 0.3% 1.0% 12.7% 9.6%

　　④面倒をみてくれる人に、どれくらいの期間子どもの世話を頼めそうか

　面倒をみてもらえる期間は、全体では、「必要なだけ」が59.6%、「わからない」が21.9%となっている。

　家族形態別でみると、父子世帯は「必要なだけ」とする割合が最も低く、「わからない」が最も高くなってい

る。

調査数
２～３日程
度

１週間程度 必要なだけ わからない 無回答

422人 37人 40人 250人 92人 3人
100.0% 8.8% 9.5% 59.2% 21.8% 0.7%
404人 31人 39人 243人 90人 1人
100.0% 7.7% 9.7% 60.1% 22.3% 0.2%
374人 25人 39人 226人 83人 1人
100.0% 6.7% 10.4% 60.4% 22.2% 0.3%
182人 16人 24人 104人 38人 -
100.0% 8.8% 13.2% 57.1% 20.9% -
1,382人 109人 142人 823人 303人 5人
100.0% 7.9% 10.3% 59.6% 21.9% 0.4%

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●どのくらいの期間お子さんの世話を頼めそうですか。
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家族形態 調査数
２～３日程
度

１週間程度 必要なだけ わからない 無回答

1,088人 92人 121人 625人 245人 5人
100.0% 8.5% 11.1% 57.4% 22.5% 0.5%
100人 4人 9人 77人 10人 -
100.0% 4.0% 9.0% 77.0% 10.0% -
128人 10人 10人 74人 34人 -
100.0% 7.8% 7.8% 57.8% 26.6% -
28人 - 1人 23人 4人 -
100.0% - 3.6% 82.1% 14.3% -
10人 2人 - 5人 3人 -
100.0% 20.0% - 50.0% 30.0% -
9人 - - 9人 - -

100.0% - - 100.0% - -
16人 1人 1人 8人 6人 -
100.0% 6.3% 6.3% 50.0% 37.5% -
1,379人 109人 142人 821人 302人 5人
100.0% 7.9% 10.3% 59.5% 21.9% 0.4%

（２）子どもの生活状況について

　　①平日の朝ごはんを食べるか

　朝食について、「いつも食べない」「食べない日がよくある」「たまに食べない日がある」は合わせて12.4%で

あり、学年が上がるにつれてその割合は高くなっている。

　また、収入階層別では、「毎日食べる」の割合が、世帯収入が300万円未満の階層では全体の割合より

10%以上低くなっている。

調査数 毎日食べる
たまに食べな
い日がある

食べない日
がよくある

いつも食べ
ない

無回答

515人 444人 46人 9人 1人 15人
100.0% 86.2% 8.9% 1.7% 0.2% 2.9%
486人 415人 37人 13人 8人 13人
100.0% 85.4% 7.6% 2.7% 1.6% 2.7%
228人 187人 18人 10人 11人 2人
100.0% 82.0% 7.9% 4.4% 4.8% 0.9%
1,229人 1,046人 101人 32人 20人 30人
100.0% 85.1% 8.2% 2.6% 1.6% 2.4%

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

●平日の朝ごはんを食べますか。
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収入階層 調査数 毎日食べる
たまに食べな
い日がある

食べない日
がよくある

いつも食べ
ない

無回答

15人 11人 3人 1人 - -
100.0% 73.3% 20.0% 6.7% - -
57人 40人 10人 5人 1人 1人
100.0% 70.2% 17.5% 8.8% 1.8% 1.8%
74人 50人 11人 6人 3人 4人
100.0% 67.6% 14.9% 8.1% 4.1% 5.4%
112人 89人 17人 3人 1人 2人
100.0% 79.5% 15.2% 2.7% 0.9% 1.8%
203人 172人 15人 5人 6人 5人
100.0% 84.7% 7.4% 2.5% 3.0% 2.5%
402人 360人 21人 6人 5人 10人
100.0% 89.6% 5.2% 1.5% 1.2% 2.5%
219人 200人 10人 2人 3人 4人
100.0% 91.3% 4.6% 0.9% 1.4% 1.8%
60人 52人 4人 2人 - 2人
100.0% 86.7% 6.7% 3.3% - 3.3%
1,142人 974人 91人 30人 19人 28人
100.0% 85.3% 8.0% 2.6% 1.7% 2.5%

　　②平日に夕食を誰ととるか

　平日の夕食をともにする相手は、全体では「親」が93.0%、「１人で食べる」が9.9%となっているが、高学年に

なるほど、「１人で食べる」とする割合が高くなっている。

　家族形態別でみると、「１人で食べる」とする割合が祖父母同居を含めたひとり親世帯で高い傾向にあり、

父子家庭で25.0%、祖父母同居の父子世帯で22.2%、祖父母同居の母子世帯で19.2%、母子世帯で15.4%と

なっている。

調査数 親 きょうだい
その他の家
族（祖父母な

ど）

家族以外の
人

１人で食べ
る

無回答

515人 496人 351人 77人 2人 15人 5人
100.0% 96.3% 68.2% 15.0% 0.4% 2.9% 1.0%
486人 450人 336人 37人 1人 53人 2人
100.0% 92.6% 69.1% 7.6% 0.2% 10.9% 0.4%
228人 197人 139人 24人 22人 54人 2人
100.0% 86.4% 61.0% 10.5% 9.6% 23.7% 0.9%
1,229人 1,143人 826人 138人 25人 122人 9人
100.0% 93.0% 67.2% 11.2% 2.0% 9.9% 0.7%

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

～500万未満

～700万未満

17歳

合計

●あなたは、夕食を誰と食べますか。当てはまるところすべてに〇。
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家族形態 調査数 親 きょうだい
その他の家
族（祖父母な

ど）

家族以外の
人

１人で食べ
る

無回答

946人 895人 668人 48人 16人 83人 5人
100.0% 94.6% 70.6% 5.1% 1.7% 8.8% 0.5%
85人 77人 57人 42人 2人 9人 1人
100.0% 90.6% 67.1% 49.4% 2.4% 10.6% 1.2%
117人 107人 64人 14人 5人 18人 2人
100.0% 91.5% 54.7% 12.0% 4.3% 15.4% 1.7%
26人 19人 6人 16人 1人 5人 -
100.0% 73.1% 23.1% 61.5% 3.8% 19.2% -
12人 10人 6人 1人 1人 3人 -
100.0% 83.3% 50.0% 8.3% 8.3% 25.0% -
9人 8人 4人 6人 - 2人 -

100.0% 88.9% 44.4% 66.7% - 22.2% -
17人 14人 9人 7人 - 1人 -
100.0% 82.4% 52.9% 41.2% - 5.9% -
1,212人 1,130人 814人 134人 25人 121人 8人
100.0% 93.2% 67.2% 11.1% 2.1% 10.0% 0.7%

　　③子どもとの関係

　子どもとの関係では、「非常に当てはまる」「まあ当てはまる」を合わせると、「（ⅰ）子どもの興味や日常の

活動について知っている」は94.4%、「（ⅱ）普段の活動について子どもと話し合う」は88.2%、「（ⅲ）子どもが

外出するとき行き先や誰と一緒か知っている」は88.5%となっている。

　家族形態別でみると、これらの割合について、父子世帯では「非常に当てはまる」と回答した割合が低くな

っている。

　　（ⅰ）子どもの興味や日常の活動について知っている

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

522人 5人 3人 7人 231人 275人 1人
100.0% 1.0% 0.6% 1.3% 44.3% 52.7% 0.2%
521人 1人 2人 15人 280人 222人 1人
100.0% 0.2% 0.4% 2.9% 53.7% 42.6% 0.2%
488人 4人 2人 25人 311人 143人 3人
100.0% 0.8% 0.4% 5.1% 63.7% 29.3% 0.6%
249人 3人 6人 22人 151人 66人 1人
100.0% 1.2% 2.4% 8.8% 60.6% 26.5% 0.4%
1,780人 13人 13人 69人 973人 706人 6人
100.0% 0.7% 0.7% 3.9% 54.7% 39.7% 0.3%

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●お子さんのことについて、以下のことはどの程度あてはまりますか。それぞれについ

てあてはまるものに〇。
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家族形態 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

1,413人 9人 10人 46人 771人 575人 2人
100.0% 0.6% 0.7% 3.3% 54.6% 40.7% 0.1%
115人 1人 - 8人 51人 53人 2人
100.0% 0.9% - 7.0% 44.3% 46.1% 1.7%
166人 3人 1人 6人 98人 57人 1人
100.0% 1.8% 0.6% 3.6% 59.0% 34.3% 0.6%
36人 - 1人 4人 18人 13人 -
100.0% - 2.8% 11.1% 50.0% 36.1% -
16人 - - 2人 12人 2人 -
100.0% - - 12.5% 75.0% 12.5% -
9人 - 1人 1人 5人 2人 -

100.0% - 11.1% 11.1% 55.6% 22.2% -
19人 - - 1人 14人 3人 1人
100.0% - - 5.3% 73.7% 15.8% 5.3%
1,774人 13人 13人 68人 969人 705人 6人
100.0% 0.7% 0.7% 3.8% 54.6% 39.7% 0.3%

　　（ⅱ）普段の活動について子どもと話し合う

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

522人 5人 5人 20人 277人 214人 1人
100.0% 1.0% 1.0% 3.8% 53.1% 41.0% 0.2%
521人 1人 6人 37人 293人 183人 1人
100.0% 0.2% 1.2% 7.1% 56.2% 35.1% 0.2%
488人 4人 6人 58人 277人 140人 3人
100.0% 0.8% 1.2% 11.9% 56.8% 28.7% 0.6%
249人 4人 10人 48人 125人 61人 1人
100.0% 1.6% 4.0% 19.3% 50.2% 24.5% 0.4%
1,780人 14人 27人 163人 972人 598人 6人
100.0% 0.8% 1.5% 9.2% 54.6% 33.6% 0.3%

家族形態 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

1,413人 12人 19人 124人 781人 475人 2人
100.0% 0.8% 1.3% 8.8% 55.3% 33.6% 0.1%
115人 1人 2人 11人 52人 47人 2人
100.0% 0.9% 1.7% 9.6% 45.2% 40.9% 1.7%
166人 1人 5人 16人 92人 51人 1人
100.0% 0.6% 3.0% 9.6% 55.4% 30.7% 0.6%
36人 - 1人 6人 14人 15人 -
100.0% - 2.8% 16.7% 38.9% 41.7% -
16人 - - 2人 11人 3人 -
100.0% - - 12.5% 68.8% 18.8% -
9人 - - 2人 5人 2人 -

100.0% - - 22.2% 55.6% 22.2% -
19人 - - 1人 13人 4人 1人
100.0% - - 5.3% 68.4% 21.1% 5.3%
1,774人 14人 27人 162人 968人 597人 6人
100.0% 0.8% 1.5% 9.1% 54.6% 33.7% 0.3%

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計
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　　（ⅲ）子どもが外出するとき行き先や誰と一緒か知っている

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

522人 5人 3人 34人 166人 312人 2人
100.0% 1.0% 0.6% 6.5% 31.8% 59.8% 0.4%
521人 2人 5人 37人 217人 258人 2人
100.0% 0.4% 1.0% 7.1% 41.7% 49.5% 0.4%
488人 5人 17人 41人 217人 205人 3人
100.0% 1.0% 3.5% 8.4% 44.5% 42.0% 0.6%
249人 3人 13人 31人 124人 76人 2人
100.0% 1.2% 5.2% 12.4% 49.8% 30.5% 0.8%
1,780人 15人 38人 143人 724人 851人 9人
100.0% 0.8% 2.1% 8.0% 40.7% 47.8% 0.5%

家族形態 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

1,413人 11人 24人 104人 587人 683人 4人
100.0% 0.8% 1.7% 7.4% 41.5% 48.3% 0.3%
115人 1人 2人 5人 43人 61人 3人
100.0% 0.9% 1.7% 4.3% 37.4% 53.0% 2.6%
166人 3人 8人 20人 60人 74人 1人
100.0% 1.8% 4.8% 12.0% 36.1% 44.6% 0.6%
36人 - 2人 1人 15人 18人 -
100.0% - 5.6% 2.8% 41.7% 50.0% -
16人 - - 6人 7人 3人 -
100.0% - - 37.5% 43.8% 18.8% -
9人 - 1人 3人 2人 3人 -

100.0% - 11.1% 33.3% 22.2% 33.3% -
19人 - 1人 3人 6人 8人 1人
100.0% - 5.3% 15.8% 31.6% 42.1% 5.3%
1,774人 15人 38人 142人 720人 850人 9人
100.0% 0.8% 2.1% 8.0% 40.6% 47.9% 0.5%

　　④親との関係

　親との関係では、「非常に当てはまる」「まあ当てはまる」を合わせて、「（ⅰ）親は私の言うことを真剣に

聞いてくれる」が80.3%、「（ⅱ）親は私の気持ちをわかってくれる」が71.0%、「（ⅲ）困っているときに親は励ま

してくれる」が75.0%、「（ⅳ）親は私の趣味や日常の活動について知っている」が77.2%、「普段の生活につい

て親は私と話し合う」が67.5%、「（ⅵ）親は私が外出するときの行き先や誰と一緒かを知っている」が77.2%と

なっている。

　また、子どもとの関係についての保護者17歳の回答と比較すると、「（ⅳ）親は私の趣味や日常の活動に

ついて知っている」について、「あてはまる」と回答したのは、親が87.1%、子どもは77.2%、「（ⅴ）普段の活動

について親は私と話し合う」では、親が74.7%、子どもは67.5%、「（ⅵ）親は私が外出するときの行き先や誰と

一緒かを知っている」では、親が80.3%、子どもは77.2%となっており、親と子どもに認識に若干のずれが生じ

ている。

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

●あなたの親（保護者）のことについてお聞きします。 あてはまるものに〇。
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　　（ⅰ）親は私の言うことを真剣に聞いてくれる

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

228人 9人 9人 26人 88人 95人 1人
100.0% 3.9% 3.9% 11.4% 38.6% 41.7% 0.4%

家族形態 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

175人 6人 8人 17人 70人 73人 1人
100.0% 3.4% 4.6% 9.7% 40.0% 41.7% 0.6%
13人 - - 2人 2人 9人 -
100.0% - - 15.4% 15.4% 69.2% -
22人 2人 - 3人 10人 7人 -
100.0% 9.1% - 13.6% 45.5% 31.8% -
6人 - - 2人 3人 1人 -

100.0% - - 33.3% 50.0% 16.7% -
2人 - - - 1人 1人 -

100.0% - - - 50.0% 50.0% -
4人 - - 1人 1人 2人 -

100.0% - - 25.0% 25.0% 50.0% -
3人 - - 1人 1人 1人 -

100.0% - - 33.3% 33.3% 33.3% -
225人 8人 8人 26人 88人 94人 1人
100.0% 3.6% 3.6% 11.6% 39.1% 41.8% 0.4%

　　（ⅱ）親は私の気持ちをわかってくれる

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

228人 10人 12人 41人 104人 58人 3人
100.0% 4.4% 5.3% 18.0% 45.6% 25.4% 1.3%

家族形態 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

175人 6人 10人 28人 85人 43人 3人
100.0% 3.4% 5.7% 16.0% 48.6% 24.6% 1.7%
13人 - 1人 1人 4人 7人 -
100.0% - 7.7% 7.7% 30.8% 53.8% -
22人 2人 1人 6人 9人 4人 -
100.0% 9.1% 4.5% 27.3% 40.9% 18.2% -
6人 - - 3人 2人 1人 -

100.0% - - 50.0% 33.3% 16.7% -
2人 - - - 1人 1人 -

100.0% - - - 50.0% 50.0% -
4人 - - 2人 2人 - -

100.0% - - 50.0% 50.0% - -
3人 - - 1人 - 2人 -

100.0% - - 33.3% - 66.7% -
225人 8人 12人 41人 103人 58人 3人
100.0% 3.6% 5.3% 18.2% 45.8% 25.8% 1.3%

　　（ⅲ）困っているときに親は励ましてくれる

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

228人 14人 6人 35人 85人 86人 2人
100.0% 6.1% 2.6% 15.4% 37.3% 37.7% 0.9%

17歳

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

17歳

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

17歳
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家族形態 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

175人 10人 4人 26人 67人 66人 2人
100.0% 5.7% 2.3% 14.9% 38.3% 37.7% 1.1%
13人 - 1人 1人 5人 6人 -
100.0% - 7.7% 7.7% 38.5% 46.2% -
22人 2人 1人 4人 8人 7人 -
100.0% 9.1% 4.5% 18.2% 36.4% 31.8% -
6人 - - 2人 2人 2人 -

100.0% - - 33.3% 33.3% 33.3% -
2人 - - - - 2人 -

100.0% - - - - 100.0% -
4人 - - 2人 1人 1人 -

100.0% - - 50.0% 25.0% 25.0% -
3人 - - - 2人 1人 -

100.0% - - - 66.7% 33.3% -
225人 12人 6人 35人 85人 85人 2人
100.0% 5.3% 2.7% 15.6% 37.8% 37.8% 0.9%

　　（ⅳ）親は私の趣味や日常の活動について知っている

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

228人 13人 10人 27人 72人 104人 2人
100.0% 5.7% 4.4% 11.8% 31.6% 45.6% 0.9%

家族形態 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

175人 9人 8人 17人 59人 80人 2人
100.0% 5.1% 4.6% 9.7% 33.7% 45.7% 1.1%
13人 1人 - 2人 5人 5人 -
100.0% 7.7% - 15.4% 38.5% 38.5% -
22人 2人 1人 4人 5人 10人 -
100.0% 9.1% 4.5% 18.2% 22.7% 45.5% -
6人 - 1人 1人 1人 3人 -

100.0% - 16.7% 16.7% 16.7% 50.0% -
2人 - - - 1人 1人 -

100.0% - - - 50.0% 50.0% -
4人 - - 3人 - 1人 -

100.0% - - 75.0% - 25.0% -
3人 - - - - 3人 -

100.0% - - - - 100.0% -
225人 12人 10人 27人 71人 103人 2人
100.0% 5.3% 4.4% 12.0% 31.6% 45.8% 0.9%

　　（ⅴ）普段の生活について親は私と話し合う

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

228人 10人 17人 44人 81人 73人 3人
100.0% 4.4% 7.5% 19.3% 35.5% 32.0% 1.3%

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

17歳

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

17歳
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家族形態 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

175人 8人 10人 33人 65人 57人 2人
100.0% 4.6% 5.7% 18.9% 37.1% 32.6% 1.1%
13人 - 1人 2人 6人 4人 -
100.0% - 7.7% 15.4% 46.2% 30.8% -
22人 - 4人 6人 4人 7人 1人
100.0% - 18.2% 27.3% 18.2% 31.8% 4.5%
6人 1人 - 2人 2人 1人 -

100.0% 16.7% - 33.3% 33.3% 16.7% -
2人 - - - 1人 1人 -

100.0% - - - 50.0% 50.0% -
4人 - 1人 1人 2人 - -

100.0% - 25.0% 25.0% 50.0% - -
3人 - - - 1人 2人 -

100.0% - - - 33.3% 66.7% -
225人 9人 16人 44人 81人 72人 3人
100.0% 4.0% 7.1% 19.6% 36.0% 32.0% 1.3%

　　（ⅵ）親は私が外出するときの行き先や誰と一緒かを知っている

調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

228人 9人 15人 26人 75人 101人 2人
100.0% 3.9% 6.6% 11.4% 32.9% 44.3% 0.9%

家族形態 調査数
全く当ては
まらない

あまり当て
はまらない

どちらともい
えない

まあ当ては
まる

非常に当て
はまる

無回答

175人 6人 10人 16人 62人 79人 2人
100.0% 3.4% 5.7% 9.1% 35.4% 45.1% 1.1%
13人 1人 - 3人 3人 6人 -
100.0% 7.7% - 23.1% 23.1% 46.2% -
22人 2人 2人 2人 7人 9人 -
100.0% 9.1% 9.1% 9.1% 31.8% 40.9% -
6人 - 1人 2人 2人 1人 -

100.0% - 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% -
2人 - - - - 2人 -

100.0% - - - - 100.0% -
4人 - - 2人 1人 1人 -

100.0% - - 50.0% 25.0% 25.0% -
3人 - 1人 - - 2人 -

100.0% - 33.3% - - 66.7% -
225人 9人 14人 25人 75人 100人 2人
100.0% 4.0% 6.2% 11.1% 33.3% 44.4% 0.9%

　　⑤翌日に学校がある日の子どもの就寝時間

　翌日に学校がある日の子どもの就寝時間について、学年別に最も割合が高いのは、小学２年生が「午後９

時台」で60.2%、小学５年生が「午後９時台」で55.9%、中学２年生が「午後10時台」で45.1%、17歳が「午後11

時台」で43.4%となっている。

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

その他

合計

17歳

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

●お子さんは、平日の夜は、何時ごろに就寝していますか。

（ 小5 ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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調査数
午後９時よ
り前

午後９時台 午後10時台 午後11時台 午前0時台
午前１時よ
り後

無回答

522人 141人 314人 58人 3人 1人 - 5人
100.0% 27.0% 60.2% 11.1% 0.6% 0.2% - 1.0%
521人 49人 291人 155人 22人 - - 4人
100.0% 9.4% 55.9% 29.8% 4.2% - - 0.8%
488人 2人 45人 220人 178人 34人 2人 7人
100.0% 0.4% 9.2% 45.1% 36.5% 7.0% 0.4% 1.4%
249人 - 5人 41人 108人 77人 15人 3人
100.0% - 2.0% 16.5% 43.4% 30.9% 6.0% 1.2%
1,780人 192人 655人 474人 311人 112人 17人 19人
100.0% 10.8% 36.8% 26.6% 17.5% 6.3% 1.0% 1.1%

　【参考】子どもが回答した結果（就寝時間は何時ですか。）

調査数
午後９時よ
り前

午後９時台 午後10時台 午後11時台 午前0時台
午前１時よ
り後

無回答

515人 22人 282人 180人 27人 - - 4人
100.0% 4.3% 54.8% 35.0% 5.2% - - 0.8%
486人 1人 44人 177人 197人 51人 12人 4人
100.0% 0.2% 9.1% 36.4% 40.5% 10.5% 2.5% 0.8%
228人 2人 3人 30人 89人 83人 20人 1人
100.0% 0.9% 1.3% 13.2% 39.0% 36.4% 8.8% 0.4%
1,229人 25人 329人 387人 313人 134人 32人 9人
100.0% 2.1% 26.8% 31.5% 25.5% 10.9% 2.6% 0.7%

　　⑥学校がある日の子どもの起床時間

　学校がある日の子どもの起床時間は、「午前６時台」が最も高い割合となっている。

調査数
午前５時よ
り前

午前５時台 午前６時台 午前７時台 午前８時台
午前９時よ
り後

無回答

522人 - 24人 381人 109人 1人 - 7人
100.0% - 4.6% 73.0% 20.9% 0.2% - 1.3%
521人 2人 33人 367人 112人 2人 - 5人
100.0% 0.4% 6.3% 70.4% 21.5% 0.4% - 1.0%
488人 - 24人 338人 122人 - - 4人
100.0% - 4.9% 69.3% 25.0% - - 0.8%
249人 1人 40人 143人 55人 3人 2人 5人
100.0% 0.4% 16.1% 57.4% 22.1% 1.2% 0.8% 2.0%
1,780人 3人 121人 1,229人 398人 6人 2人 21人
100.0% 0.2% 6.8% 69.0% 22.4% 0.3% 0.1% 1.2%

　【参考】子どもが回答した結果（起床時間は何時ですか。）

調査数
午前６時よ
り前

午前６時台 午前７時台 午前８時台
午前９時よ
り後

無回答

515人 37人 331人 140人 1人 1人 5人
100.0% 7.2% 64.3% 27.2% 0.2% 0.2% 1.0%
486人 36人 261人 183人 2人 - 4人
100.0% 7.4% 53.7% 37.7% 0.4% - 0.8%
228人 34人 120人 63人 5人 6人 -
100.0% 14.9% 52.6% 27.6% 2.2% 2.6% -
1,229人 107人 712人 386人 8人 7人 9人
100.0% 8.7% 57.9% 31.4% 0.7% 0.6% 0.7%

合計

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

●お子さんは、平日の朝は、何時ごろに起床していますか。
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　　⑦家事を手伝う時間

　子どもが家事を手伝う時間については、各学年の２割～３割程度の子どもが「全くしない」と回答している。

　家族形態別でみると、父子世帯や母子世帯では「全くしていない」割合は低く、父子世帯では、１時間以上

家事を手伝う割合が25.0%と高くなっている。

調査数 全くしない
30分より少
ない

30分以上～１
時間未満

１時間以上～
２時間未満

２時間以上～
３時間未満

３時間以上 無回答

515人 133人 299人 66人 10人 - 2人 5人
100.0% 25.8% 58.1% 12.8% 1.9% - 0.4% 1.0%
486人 145人 242人 72人 16人 3人 3人 5人
100.0% 29.8% 49.8% 14.8% 3.3% 0.6% 0.6% 1.0%
228人 71人 109人 36人 7人 - 4人 1人
100.0% 31.1% 47.8% 15.8% 3.1% - 1.8% 0.4%
1,229人 349人 650人 174人 33人 3人 9人 11人
100.0% 28.4% 52.9% 14.2% 2.7% 0.2% 0.7% 0.9%

家族形態 調査数 全くしない
30分より少
ない

30分以上～１
時間未満

１時間以上～
２時間未満

２時間以上～
３時間未満

３時間以上 無回答

946人 267人 517人 128人 20人 2人 4人 8人
100.0% 28.2% 54.7% 13.5% 2.1% 0.2% 0.4% 0.8%
85人 33人 36人 13人 2人 - 1人 -
100.0% 38.8% 42.4% 15.3% 2.4% - 1.2% -
117人 31人 56人 20人 7人 1人 1人 1人
100.0% 26.5% 47.9% 17.1% 6.0% 0.9% 0.9% 0.9%
26人 5人 14人 5人 - - 1人 1人
100.0% 19.2% 53.8% 19.2% - - 3.8% 3.8%
12人 1人 5人 3人 1人 - 2人 -
100.0% 8.3% 41.7% 25.0% 8.3% - 16.7% -
9人 4人 4人 1人 - - - -

100.0% 44.4% 44.4% 11.1% - - - -
17人 5人 8人 3人 1人 - - -
100.0% 29.4% 47.1% 17.6% 5.9% - - -
1,212人 346人 640人 173人 31人 3人 9人 10人
100.0% 28.5% 52.8% 14.3% 2.6% 0.2% 0.7% 0.8%

　　⑧一番仲が良い友達はどのような友達か

　一番仲が良い友達は、「学校の友達」が小学５年生で78.8%、中学２年生で66.5%、17歳で55.3%と高い割合

となっている。また、学年が上がるにつれて「スポーツチームや部活の友達」と回答する割合が高くなってい

る。

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

●あなたは、家の手伝いをどれくらいの時間しますか。

（ 小5 ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●あなたにとって一番仲が良い友達はどのような友達ですか。
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学校の友達
スポーツチー
ムや部活の
友達

塾の友達
習い事の友
達

学校は違うが近所
に住んでいる友達

ネット上の友
達

特に仲の良
い友達はいな

い

その他・無回
答

406人 41人 - 13人 4人 1人 5人 45人
78.8% 8.0% - 2.5% 0.8% 0.2% 1.0% 8.7%
323人 94人 3人 4人 2人 2人 10人 48人
66.5% 19.3% 0.6% 0.8% 0.4% 0.4% 2.1% 9.9%
126人 45人 - 1人 35人 1人 7人 13人
55.3% 19.7% - 0.4% 15.4% 0.4% 3.1% 5.7%
855人 180人 3人 18人 41人 4人 22人 106人
69.6% 14.6% 0.2% 1.5% 3.3% 0.3% 1.8% 8.6%

　　⑨平日の放課後は誰と過ごすことが多いか

　平日の放課後の過ごし方について、家族や友達などと過ごすことがあると回答した子どもがいる一方で、

「（ⅶ）一人でいる」ことが「よくある」と回答した子どもは、小学５年生で7.0%、中学２年生で14.4%、17歳で

22.4%となっている。

　家族形態別でみると、「（ⅶ）一人でいる」について「よくある」「ときどきある」とした回答をみると、全体で

32.5%に対し、母子世帯で44.4%と高くなっている。

　　（ⅰ）家族（親、祖父母、親戚など）

調査数 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

515人 276人 86人 59人 69人 25人
100.0% 53.6% 16.7% 11.5% 13.4% 4.9%
486人 203人 89人 89人 83人 22人
100.0% 41.8% 18.3% 18.3% 17.1% 4.5%
228人 54人 24人 22人 104人 24人
100.0% 23.7% 10.5% 9.6% 45.6% 10.5%
1,229人 533人 199人 170人 256人 71人
100.0% 43.4% 16.2% 13.8% 20.8% 5.8%

　　（ⅱ）きょうだい

調査数 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

515人 212人 85人 76人 113人 29人
100.0% 41.2% 16.5% 14.8% 21.9% 5.6%
486人 165人 80人 78人 134人 29人
100.0% 34.0% 16.5% 16.0% 27.6% 6.0%
228人 36人 17人 24人 127人 24人
100.0% 15.8% 7.5% 10.5% 55.7% 10.5%
1,229人 413人 182人 178人 374人 82人
100.0% 33.6% 14.8% 14.5% 30.4% 6.7%

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

●あなたは、平日の放課後、誰と一緒に過ごすことが多いですか。
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　　（ⅲ）学校の友達

調査数 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

515人 212人 167人 68人 42人 26人
100.0% 41.2% 32.4% 13.2% 8.2% 5.0%
486人 177人 120人 75人 84人 30人
100.0% 36.4% 24.7% 15.4% 17.3% 6.2%
228人 139人 39人 12人 18人 20人
100.0% 61.0% 17.1% 5.3% 7.9% 8.8%
1,229人 528人 326人 155人 144人 76人
100.0% 43.0% 26.5% 12.6% 11.7% 6.2%

　　（ⅳ）部活動・スポーツ少年団・習い事などの友達

調査数 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

515人 93人 99人 60人 236人 27人
100.0% 18.1% 19.2% 11.7% 45.8% 5.2%
486人 300人 56人 28人 89人 13人
100.0% 61.7% 11.5% 5.8% 18.3% 2.7%
228人 85人 23人 8人 92人 20人
100.0% 37.3% 10.1% 3.5% 40.4% 8.8%
1,229人 478人 178人 96人 417人 60人
100.0% 38.9% 14.5% 7.8% 33.9% 4.9%

　　（ⅴ）学校以外の友達

調査数 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

515人 11人 45人 65人 361人 33人
100.0% 2.1% 8.7% 12.6% 70.1% 6.4%
486人 9人 29人 51人 362人 35人
100.0% 1.9% 6.0% 10.5% 74.5% 7.2%
228人 11人 32人 42人 120人 23人
100.0% 4.8% 14.0% 18.4% 52.6% 10.1%
1,229人 31人 106人 158人 843人 91人
100.0% 2.5% 8.6% 12.9% 68.6% 7.4%

　　（ⅵ）家族以外の大人（近所の大人、塾や習い事の先生など）

調査数 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

515人 37人 85人 76人 282人 35人
100.0% 7.2% 16.5% 14.8% 54.8% 6.8%
486人 19人 58人 45人 329人 35人
100.0% 3.9% 11.9% 9.3% 67.7% 7.2%
228人 2人 12人 9人 181人 24人
100.0% 0.9% 5.3% 3.9% 79.4% 10.5%
1,229人 58人 155人 130人 792人 94人
100.0% 4.7% 12.6% 10.6% 64.4% 7.6%

合計

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

- 59 -



　　（ⅶ）一人でいる

調査数 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

515人 36人 98人 117人 236人 28人
100.0% 7.0% 19.0% 22.7% 45.8% 5.4%
486人 70人 91人 91人 203人 31人
100.0% 14.4% 18.7% 18.7% 41.8% 6.4%
228人 51人 54人 44人 58人 21人
100.0% 22.4% 23.7% 19.3% 25.4% 9.2%
1,229人 157人 243人 252人 497人 80人
100.0% 12.8% 19.8% 20.5% 40.4% 6.5%

家族形態 調査数 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

946人 113人 184人 205人 382人 62人
100.0% 11.9% 19.5% 21.7% 40.4% 6.6%
85人 10人 16人 15人 42人 2人
100.0% 11.8% 18.8% 17.6% 49.4% 2.4%
117人 22人 30人 17人 38人 10人
100.0% 18.8% 25.6% 14.5% 32.5% 8.5%
26人 2人 5人 7人 11人 1人
100.0% 7.7% 19.2% 26.9% 42.3% 3.8%
12人 3人 1人 2人 5人 1人
100.0% 25.0% 8.3% 16.7% 41.7% 8.3%
9人 1人 2人 2人 3人 1人

100.0% 11.1% 22.2% 22.2% 33.3% 11.1%
17人 2人 3人 2人 8人 2人
100.0% 11.8% 17.6% 11.8% 47.1% 11.8%
1,212人 153人 241人 250人 489人 79人
100.0% 12.6% 19.9% 20.6% 40.3% 6.5%

　　⑩平日の放課後はどこで過ごすか

　小学５年生が平日の放課後に毎日過ごす場所は、「自分の家」が26.2%、「学校（部活など）」が7.0%、

「図書館や学童クラブなど、公共の施設」が5.0%となっている。

　中学２年生では、「学校（部活など）」が44.4%、「自分の家」が34.2%、「スポーツ少年団などの活動の場（

野球場・サッカー場など）」が1.6%となっている。

　17歳では、「自分の家」が56.1%、「学校（部活など）」が40.8%、「スポーツ少年団などの活動の場（野球場・

サッカー場など）」が2.6%となっている。

　　（ⅰ）自分の家

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 135人 159人 157人 46人 18人
100.0% 26.2% 30.9% 30.5% 8.9% 3.5%
486人 166人 62人 152人 85人 21人
100.0% 34.2% 12.8% 31.3% 17.5% 4.3%
228人 128人 18人 18人 38人 26人
100.0% 56.1% 7.9% 7.9% 16.7% 11.4%
1,229人 429人 239人 327人 169人 65人
100.0% 34.9% 19.4% 26.6% 13.8% 5.3%

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

●あなたは、平日の放課後、どこで過ごしますか。当てはまるところに〇。
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　　（ⅱ）学校の友達の家

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 3人 18人 177人 284人 33人
100.0% 0.6% 3.5% 34.4% 55.1% 6.4%
486人 1人 6人 57人 390人 32人
100.0% 0.2% 1.2% 11.7% 80.2% 6.6%
228人 1人 2人 11人 192人 22人
100.0% 0.4% 0.9% 4.8% 84.2% 9.6%
1,229人 5人 26人 245人 866人 87人
100.0% 0.4% 2.1% 19.9% 70.5% 7.1%

　　（ⅲ）学校以外の友達の家

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 - 3人 28人 448人 36人
100.0% - 0.6% 5.4% 87.0% 7.0%
486人 1人 3人 5人 441人 36人
100.0% 0.2% 0.6% 1.0% 90.7% 7.4%
228人 - 2人 9人 196人 21人
100.0% - 0.9% 3.9% 86.0% 9.2%
1,229人 1人 8人 42人 1085人 93人
100.0% 0.1% 0.7% 3.4% 88.3% 7.6%

　　（ⅳ）塾や習い事

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 11人 86人 195人 193人 30人
100.0% 2.1% 16.7% 37.9% 37.5% 5.8%
486人 7人 40人 92人 316人 31人
100.0% 1.4% 8.2% 18.9% 65.0% 6.4%
228人 2人 4人 20人 182人 20人
100.0% 0.9% 1.8% 8.8% 79.8% 8.8%
1,229人 20人 130人 307人 691人 81人
100.0% 1.6% 10.6% 25.0% 56.2% 6.6%

　　（ⅴ）学校（部活など）

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 36人 15人 30人 401人 33人
100.0% 7.0% 2.9% 5.8% 77.9% 6.4%
486人 216人 147人 18人 91人 14人
100.0% 44.4% 30.2% 3.7% 18.7% 2.9%
228人 93人 30人 19人 72人 14人
100.0% 40.8% 13.2% 8.3% 31.6% 6.1%
1,229人 345人 192人 67人 564人 61人
100.0% 28.1% 15.6% 5.5% 45.9% 5.0%

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

小学５年生
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　　（ⅵ）スポーツ少年団などの活動の場（野球場・サッカー場など）

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 15人 65人 47人 354人 34人
100.0% 2.9% 12.6% 9.1% 68.7% 6.6%
486人 8人 19人 19人 408人 32人
100.0% 1.6% 3.9% 3.9% 84.0% 6.6%
228人 6人 1人 2人 197人 22人
100.0% 2.6% 0.4% 0.9% 86.4% 9.6%
1,229人 29人 85人 68人 959人 88人
100.0% 2.4% 6.9% 5.5% 78.0% 7.2%

　　（ⅶ）公園

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 17人 122人 211人 143人 22人
100.0% 3.3% 23.7% 41.0% 27.8% 4.3%
486人 4人 7人 75人 369人 31人
100.0% 0.8% 1.4% 15.4% 75.9% 6.4%
228人 - 1人 14人 190人 23人
100.0% - 0.4% 6.1% 83.3% 10.1%
1,229人 21人 130人 300人 702人 76人
100.0% 1.7% 10.6% 24.4% 57.1% 6.2%

　　（ⅷ）図書館や学童クラブなど、公共の施設

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 26人 29人 88人 348人 24人
100.0% 5.0% 5.6% 17.1% 67.6% 4.7%
486人 1人 4人 44人 406人 31人
100.0% 0.2% 0.8% 9.1% 83.5% 6.4%
228人 1人 4人 20人 181人 22人
100.0% 0.4% 1.8% 8.8% 79.4% 9.6%
1,229人 28人 37人 152人 935人 77人
100.0% 2.3% 3.0% 12.4% 76.1% 6.3%

　　（ⅸ）ショッピングセンターなど

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 1人 6人 45人 434人 29人
100.0% 0.2% 1.2% 8.7% 84.3% 5.6%
486人 1人 5人 39人 410人 31人
100.0% 0.2% 1.0% 8.0% 84.4% 6.4%
228人 1人 9人 49人 148人 21人
100.0% 0.4% 3.9% 21.5% 64.9% 9.2%
1,229人 3人 20人 133人 992人 81人
100.0% 0.2% 1.6% 10.8% 80.7% 6.6%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳
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　　（ⅹ）ゲームセンターやカラオケなど

調査数 毎日
週に３～４
日

週に１～２
日

そこでは特に
過ごさない

無回答

515人 - - 7人 479人 29人
100.0% - - 1.4% 93.0% 5.6%
486人 1人 2人 5人 446人 32人
100.0% 0.2% 0.4% 1.0% 91.8% 6.6%
228人 1人 1人 37人 168人 21人
100.0% 0.4% 0.4% 16.2% 73.7% 9.2%
1,229人 2人 3人 49人 1,093人 82人
100.0% 0.2% 0.2% 4.0% 88.9% 6.7%

　　⑪休日は誰と一緒に過ごすか

　休日に過ごす相手として「よくある」と回答した割合は、「家族（親、祖父母、親戚など）」が71.1%、「きょうだ

い」が53.8%、「部活動・スポーツ少年団・習い事などの友達）」が34.9%となっているが、一方で、「一人でい

る」と回答した子どもが12.4%いる。

　　（ⅰ）家族（親、祖父母、親戚など）

調査数 よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

515人 386人 51人 27人 36人 15人
100.0% 75.0% 9.9% 5.2% 7.0% 2.9%
486人 351人 71人 34人 12人 18人
100.0% 72.2% 14.6% 7.0% 2.5% 3.7%
228人 137人 42人 20人 23人 6人
100.0% 60.1% 18.4% 8.8% 10.1% 2.6%
1,229人 874人 164人 81人 71人 39人
100.0% 71.1% 13.3% 6.6% 5.8% 3.2%

　　（ⅱ）きょうだい

調査数 よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

515人 298人 74人 38人 86人 19人
100.0% 57.9% 14.4% 7.4% 16.7% 3.7%
486人 268人 65人 46人 79人 28人
100.0% 55.1% 13.4% 9.5% 16.3% 5.8%
228人 95人 42人 32人 51人 8人
100.0% 41.7% 18.4% 14.0% 22.4% 3.5%
1,229人 661人 181人 116人 216人 55人
100.0% 53.8% 14.7% 9.4% 17.6% 4.5%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●あなたは、休日、誰と一緒に過ごすことが多いですか。当てはまるところに〇。
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　　（ⅲ）学校の友達

調査数 よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

515人 103人 193人 113人 81人 25人
100.0% 20.0% 37.5% 21.9% 15.7% 4.9%
486人 126人 146人 116人 74人 24人
100.0% 25.9% 30.0% 23.9% 15.2% 4.9%
228人 62人 72人 37人 48人 9人
100.0% 27.2% 31.6% 16.2% 21.1% 3.9%
1,229人 291人 411人 266人 203人 58人
100.0% 23.7% 33.4% 21.6% 16.5% 4.7%

　　（ⅳ）部活動・スポーツ少年団・習い事などの友達

調査数 よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

515人 89人 46人 65人 287人 28人
100.0% 17.3% 8.9% 12.6% 55.7% 5.4%
486人 267人 65人 46人 91人 17人
100.0% 54.9% 13.4% 9.5% 18.7% 3.5%
228人 73人 29人 21人 96人 9人
100.0% 32.0% 12.7% 9.2% 42.1% 3.9%
1,229人 429人 140人 132人 474人 54人
100.0% 34.9% 11.4% 10.7% 38.6% 4.4%

　　（ⅴ）学校以外の友達

調査数 よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

515人 15人 42人 65人 362人 31人
100.0% 2.9% 8.2% 12.6% 70.3% 6.0%
486人 14人 40人 70人 326人 36人
100.0% 2.9% 8.2% 14.4% 67.1% 7.4%
228人 13人 64人 47人 94人 10人
100.0% 5.7% 28.1% 20.6% 41.2% 4.4%
1,229人 42人 146人 182人 782人 77人
100.0% 3.4% 11.9% 14.8% 63.6% 6.3%

　　（ⅵ）家族以外の大人（近所の大人、塾や習い事の先生など）

調査数 よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

515人 31人 38人 49人 372人 25人
100.0% 6.0% 7.4% 9.5% 72.2% 4.9%
486人 15人 32人 72人 330人 37人
100.0% 3.1% 6.6% 14.8% 67.9% 7.6%
228人 4人 8人 23人 180人 13人
100.0% 1.8% 3.5% 10.1% 78.9% 5.7%
1,229人 50人 78人 144人 882人 75人
100.0% 4.1% 6.3% 11.7% 71.8% 6.1%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計
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　　（ⅶ）一人でいる

調査数 よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

515人 21人 63人 96人 310人 25人
100.0% 4.1% 12.2% 18.6% 60.2% 4.9%
486人 67人 93人 96人 194人 36人
100.0% 13.8% 19.1% 19.8% 39.9% 7.4%
228人 64人 57人 42人 55人 10人
100.0% 28.1% 25.0% 18.4% 24.1% 4.4%
1,229人 152人 213人 234人 559人 71人
100.0% 12.4% 17.3% 19.0% 45.5% 5.8%

家族形態 調査数 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

946人 109人 167人 188人 428人 54人
100.0% 11.5% 17.7% 19.9% 45.2% 5.7%
85人 14人 11人 15人 42人 3人
100.0% 16.5% 12.9% 17.6% 49.4% 3.5%
117人 19人 24人 20人 48人 6人
100.0% 16.2% 20.5% 17.1% 41.0% 5.1%
26人 2人 5人 4人 13人 2人
100.0% 7.7% 19.2% 15.4% 50.0% 7.7%
12人 1人 2人 3人 5人 1人
100.0% 8.3% 16.7% 25.0% 41.7% 8.3%
9人 2人 1人 2人 4人 -

100.0% 22.2% 11.1% 22.2% 44.4% -
17人 1人 2人 1人 10人 3人
100.0% 5.9% 11.8% 5.9% 58.8% 17.6%
1,212人 148人 212人 233人 550人 69人
100.0% 12.2% 17.5% 19.2% 45.4% 5.7%

　　⑫一番ほっとできる場所はどこか

　一番ほっとできる場所は、「自分の家」が94.1%と最も高く、次いで「学校（部活など）」が24.2%となっている

が、「ない」とする回答も2.2%ある。

調査数 自分の家
同じ学校の
友達の家

学校以外の
友達の家

塾や習い事
学校（部活
など）

スポーツクラブの
場所（野球場・サッ

カー場）
公園

515人 489人 130人 16人 81人 77人 40人 102人
100.0% 95.0% 25.2% 3.1% 15.7% 15.0% 7.8% 19.8%
486人 455人 107人 11人 66人 163人 21人 44人
100.0% 93.6% 22.0% 2.3% 13.6% 33.5% 4.3% 9.1%
228人 213人 23人 20人 6人 58人 6人 12人
100.0% 93.4% 10.1% 8.8% 2.6% 25.4% 2.6% 5.3%
1,229人 1,157人 260人 47人 153人 298人 67人 158人
100.0% 94.1% 21.2% 3.8% 12.4% 24.2% 5.5% 12.9%

※表は、次ページに続く

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

●あなたがほっとできる（安心できる）居場所はどこですか。当てはまるところ

すべてに〇。
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図書館や公
共の施設

商店街や
ショッピング
センター

ファストフー
ド店

カフェ 学童クラブ ない 無回答

98人 18人 4人 18人 35人 7人 7人
19.0% 3.5% 0.8% 3.5% 6.8% 1.4% 1.4%
68人 30人 16人 32人 - 13人 4人
14.0% 6.2% 3.3% 6.6% - 2.7% 0.8%
30人 9人 9人 15人 - 7人 2人
13.2% 3.9% 3.9% 6.6% - 3.1% 0.9%
196人 57人 29人 65人 35人 27人 13人
15.9% 4.6% 2.4% 5.3% 2.8% 2.2% 1.1%

　　⑬スマートフォン・携帯電話の使用時間

　平日のスマートフォン・携帯電話の使用時間は、小学５年生で「30分より少ない」が21.9%、中学２年生で

「１時間以上～２時間より少ない」が26.5%、17歳で「３時間以上」が37.3%と最も多くなっている。

調査数 全くしない
30分より少
ない

30分以上～１
時間より少な

い

１時間以上～
２時間より少
ない

２時間以上～
３時間より少
ない

３時間以上 無回答

515人 265人 113人 48人 50人 15人 9人 15人
100.0% 51.5% 21.9% 9.3% 9.7% 2.9% 1.7% 2.9%
486人 97人 41人 83人 129人 70人 61人 5人
100.0% 20.0% 8.4% 17.1% 26.5% 14.4% 12.6% 1.0%
228人 2人 5人 20人 65人 51人 85人 -
100.0% 0.9% 2.2% 8.8% 28.5% 22.4% 37.3% -
1,229人 364人 159人 151人 244人 136人 155人 20人
100.0% 29.6% 12.9% 12.3% 19.9% 11.1% 12.6% 1.6%

　　⑭平日のゲーム機等によるゲームのプレイ時間、TVの視聴時間

　ゲームやテレビを見たりする１日当たりの時間は「１時間以上～２時間より少ない」がどの学年でも割合が

最も高くなっている。

調査数 全くしない
30分より少
ない

30分以上～１
時間より少な

い

１時間以上～
２時間より少
ない

２時間以上～
３時間より少
ない

３時間以上 無回答

515人 31人 56人 92人 163人 107人 57人 9人
100.0% 6.0% 10.9% 17.9% 31.7% 20.8% 11.1% 1.7%
486人 28人 59人 113人 145人 74人 63人 4人
100.0% 5.8% 12.1% 23.3% 29.8% 15.2% 13.0% 0.8%
228人 19人 25人 38人 65人 30人 50人 1人
100.0% 8.3% 11.0% 16.7% 28.5% 13.2% 21.9% 0.4%
1,229人 78人 140人 243人 373人 211人 170人 14人
100.0% 6.3% 11.4% 19.8% 30.3% 17.2% 13.8% 1.1%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●あなたは、平日に、どれくらいスマホや携帯電話を使いますか。

（ 小5 ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●あなたは、平日に、どれくらいゲームで遊んだりテレビを見ますか。
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（３）その他

　　①使用できるもの(子ども部屋、パソコン、机、自転車等）

　子どもが使用できるものは、「（ⅰ）子ども部屋（きょうだいと共有の場合を含む）」は85.9%、「（ⅱ）インター

ネットにつながるパソコン（家族と共有の場合を含む）」は57.3%、「（ⅲ）ゲーム機（家族と共有の場合を含む

）」は87.1%、「（ⅳ）自分専用の勉強机」は88.9%、「（ⅴ）自分専用の自転車」は95.0%、「（ⅵ）自分専用の

携帯電話・スマートフォン」は60.8%、「（ⅶ）友達と遊びに行くためのおこづかい」は62.4%、「（ⅷ）２足以上の

サイズの合った靴」は91.3%となっている。

　収入階層別では、世帯収入が低くなるに従い、「ある」とする割合が、子ども部屋、インターネットにつなが

るパソコン、自分専用の勉強机、友達と遊びに行くためのおこづかいについて低くなっている。

　　（ⅰ）子ども部屋（きょうだいと共有の場合を含む）

調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

515人 412人 52人 35人 16人
100.0% 80.0% 10.1% 6.8% 3.1%
486人 436人 28人 16人 6人
100.0% 89.7% 5.8% 3.3% 1.2%
228人 208人 11人 5人 4人
100.0% 91.2% 4.8% 2.2% 1.8%
1,229人 1,056人 91人 56人 26人
100.0% 85.9% 7.4% 4.6% 2.1%

収入階層 調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

15人 8人 2人 3人 2人
100.0% 53.3% 13.3% 20.0% 13.3%
57人 36人 12人 6人 3人
100.0% 63.2% 21.1% 10.5% 5.3%
74人 60人 8人 5人 1人
100.0% 81.1% 10.8% 6.8% 1.4%
112人 87人 14人 8人 3人
100.0% 77.7% 12.5% 7.1% 2.7%
203人 176人 19人 6人 2人
100.0% 86.7% 9.4% 3.0% 1.0%
402人 366人 13人 14人 9人
100.0% 91.0% 3.2% 3.5% 2.2%
219人 195人 12人 9人 3人
100.0% 89.0% 5.5% 4.1% 1.4%
60人 57人 1人 2人 -
100.0% 95.0% 1.7% 3.3% -
1,142人 985人 81人 53人 23人
100.0% 86.3% 7.1% 4.6% 2.0%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

●以下のことについて、あなたが自分で使うことができるものがありますか。
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　　（ⅱ）インターネットにつながるパソコン（家族と共有の場合を含む）

調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

515人 260人 90人 156人 9人
100.0% 50.5% 17.5% 30.3% 1.7%
486人 281人 81人 115人 9人
100.0% 57.8% 16.7% 23.7% 1.9%
228人 163人 32人 30人 3人
100.0% 71.5% 14.0% 13.2% 1.3%
1,229人 704人 203人 301人 21人
100.0% 57.3% 16.5% 24.5% 1.7%

収入階層 調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

15人 6人 2人 7人 -
100.0% 40.0% 13.3% 46.7% -
57人 18人 17人 19人 3人
100.0% 31.6% 29.8% 33.3% 5.3%
74人 37人 17人 19人 1人
100.0% 50.0% 23.0% 25.7% 1.4%
112人 60人 22人 26人 4人
100.0% 53.6% 19.6% 23.2% 3.6%
203人 103人 42人 57人 1人
100.0% 50.7% 20.7% 28.1% 0.5%
402人 244人 55人 97人 6人
100.0% 60.7% 13.7% 24.1% 1.5%
219人 152人 26人 39人 2人
100.0% 69.4% 11.9% 17.8% 0.9%
60人 39人 9人 12人 -
100.0% 65.0% 15.0% 20.0% -
1,142人 659人 190人 276人 17人
100.0% 57.7% 16.6% 24.2% 1.5%

　　（ⅲ）ゲーム機（家族と共有の場合を含む）

調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

515人 449人 30人 31人 5人
100.0% 87.2% 5.8% 6.0% 1.0%
486人 429人 13人 37人 7人
100.0% 88.3% 2.7% 7.6% 1.4%
228人 193人 10人 23人 2人
100.0% 84.6% 4.4% 10.1% 0.9%
1,229人 1,071人 53人 91人 14人
100.0% 87.1% 4.3% 7.4% 1.1%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

17歳

合計
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収入階層 調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

15人 13人 2人 - -
100.0% 86.7% 13.3% - -
57人 45人 4人 5人 3人
100.0% 78.9% 7.0% 8.8% 5.3%
74人 61人 5人 8人 -
100.0% 82.4% 6.8% 10.8% -
112人 98人 2人 10人 2人
100.0% 87.5% 1.8% 8.9% 1.8%
203人 176人 10人 16人 1人
100.0% 86.7% 4.9% 7.9% 0.5%
402人 363人 11人 24人 4人
100.0% 90.3% 2.7% 6.0% 1.0%
219人 196人 9人 14人 -
100.0% 89.5% 4.1% 6.4% -
60人 48人 5人 7人 -
100.0% 80.0% 8.3% 11.7% -
1,142人 1,000人 48人 84人 10人
100.0% 87.6% 4.2% 7.4% 0.9%

　　（ⅳ）自分専用の勉強机

調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

515人 432人 48人 27人 8人
100.0% 83.9% 9.3% 5.2% 1.6%
486人 457人 10人 17人 2人
100.0% 94.0% 2.1% 3.5% 0.4%
228人 204人 4人 20人 -
100.0% 89.5% 1.8% 8.8% -
1,229人 1,093人 62人 64人 10人
100.0% 88.9% 5.0% 5.2% 0.8%

収入階層 調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

15人 11人 2人 2人 -
100.0% 73.3% 13.3% 13.3% -
57人 45人 6人 6人 -
100.0% 78.9% 10.5% 10.5% -
74人 59人 5人 9人 1人
100.0% 79.7% 6.8% 12.2% 1.4%
112人 93人 11人 7人 1人
100.0% 83.0% 9.8% 6.3% 0.9%
203人 181人 11人 11人 -
100.0% 89.2% 5.4% 5.4% -
402人 365人 18人 15人 4人
100.0% 90.8% 4.5% 3.7% 1.0%
219人 202人 5人 11人 1人
100.0% 92.2% 2.3% 5.0% 0.5%
60人 57人 1人 2人 -
100.0% 95.0% 1.7% 3.3% -
1,142人 1,013人 59人 63人 7人
100.0% 88.7% 5.2% 5.5% 0.6%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

～100万未満

合計

～100万未満

～200万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上
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　　（ⅴ）自分専用の自転車

調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

515人 485人 14人 7人 9人
100.0% 94.2% 2.7% 1.4% 1.7%
486人 463人 12人 6人 5人
100.0% 95.3% 2.5% 1.2% 1.0%
228人 219人 3人 6人 -
100.0% 96.1% 1.3% 2.6% -
1,229人 1,167人 29人 19人 14人
100.0% 95.0% 2.4% 1.5% 1.1%

収入階層 調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

15人 14人 - 1人 -
100.0% 93.3% - 6.7% -
57人 54人 - 2人 1人
100.0% 94.7% - 3.5% 1.8%
74人 70人 3人 1人 -
100.0% 94.6% 4.1% 1.4% -
112人 106人 3人 2人 1人
100.0% 94.6% 2.7% 1.8% 0.9%
203人 194人 4人 2人 3人
100.0% 95.6% 2.0% 1.0% 1.5%
402人 381人 8人 8人 5人
100.0% 94.8% 2.0% 2.0% 1.2%
219人 213人 3人 2人 1人
100.0% 97.3% 1.4% 0.9% 0.5%
60人 58人 2人 - -
100.0% 96.7% 3.3% - -
1,142人 1,090人 23人 18人 11人
100.0% 95.4% 2.0% 1.6% 1.0%

　　（ⅵ）自分専用の携帯電話・スマートフォン

調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

515人 184人 227人 91人 13人
100.0% 35.7% 44.1% 17.7% 2.5%
486人 339人 115人 28人 4人
100.0% 69.8% 23.7% 5.8% 0.8%
228人 224人 4人 - -
100.0% 98.2% 1.8% - -
1,229人 747人 346人 119人 17人
100.0% 60.8% 28.2% 9.7% 1.4%

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

小学５年生

中学２年生

17歳

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

合計
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収入階層 調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

15人 9人 4人 2人 -
100.0% 60.0% 26.7% 13.3% -
57人 42人 8人 7人 -
100.0% 73.7% 14.0% 12.3% -
74人 47人 22人 3人 2人
100.0% 63.5% 29.7% 4.1% 2.7%
112人 74人 27人 10人 1人
100.0% 66.1% 24.1% 8.9% 0.9%
203人 114人 69人 17人 3人
100.0% 56.2% 34.0% 8.4% 1.5%
402人 236人 119人 43人 4人
100.0% 58.7% 29.6% 10.7% 1.0%
219人 137人 56人 23人 3人
100.0% 62.6% 25.6% 10.5% 1.4%
60人 37人 18人 5人 -
100.0% 61.7% 30.0% 8.3% -
1,142人 696人 323人 110人 13人
100.0% 60.9% 28.3% 9.6% 1.1%

　　（ⅶ）友達と遊びに行くためのおこづかい

調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

515人 196人 101人 211人 7人
100.0% 38.1% 19.6% 41.0% 1.4%
486人 382人 61人 39人 4人
100.0% 78.6% 12.6% 8.0% 0.8%
228人 189人 23人 10人 6人
100.0% 82.9% 10.1% 4.4% 2.6%
1,229人 767人 185人 260人 17人
100.0% 62.4% 15.1% 21.2% 1.4%

収入階層 調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

15人 7人 4人 4人 -
100.0% 46.7% 26.7% 26.7% -
57人 27人 14人 13人 3人
100.0% 47.4% 24.6% 22.8% 5.3%
74人 46人 11人 14人 3人
100.0% 62.2% 14.9% 18.9% 4.1%
112人 76人 19人 17人 -
100.0% 67.9% 17.0% 15.2% -
203人 129人 32人 40人 2人
100.0% 63.5% 15.8% 19.7% 1.0%
402人 247人 64人 88人 3人
100.0% 61.4% 15.9% 21.9% 0.7%
219人 149人 23人 44人 3人
100.0% 68.0% 10.5% 20.1% 1.4%
60人 40人 5人 15人 -
100.0% 66.7% 8.3% 25.0% -
1,142人 721人 172人 235人 14人
100.0% 63.1% 15.1% 20.6% 1.2%

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

17歳

合計

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計
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　　（ⅷ）２足以上のサイズの合った靴

調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

515人 458人 27人 25人 5人
100.0% 88.9% 5.2% 4.9% 1.0%
486人 444人 25人 13人 4人
100.0% 91.4% 5.1% 2.7% 0.8%
228人 220人 5人 2人 1人
100.0% 96.5% 2.2% 0.9% 0.4%
1,229人 1,122人 57人 40人 10人
100.0% 91.3% 4.6% 3.3% 0.8%

収入階層 調査数 ある
ないからほ
しい

ないけどほ
しくない

無回答

15人 13人 2人 - -
100.0% 86.7% 13.3% - -
57人 50人 5人 2人 -
100.0% 87.7% 8.8% 3.5% -
74人 68人 3人 3人 -
100.0% 91.9% 4.1% 4.1% -
112人 102人 4人 6人 -
100.0% 91.1% 3.6% 5.4% -
203人 189人 8人 6人 -
100.0% 93.1% 3.9% 3.0% -
402人 362人 24人 10人 6人
100.0% 90.0% 6.0% 2.5% 1.5%
219人 207人 5人 6人 1人
100.0% 94.5% 2.3% 2.7% 0.5%
60人 55人 3人 2人 -
100.0% 91.7% 5.0% 3.3% -
1,142人 1,046人 54人 35人 7人
100.0% 91.6% 4.7% 3.1% 0.6%

　　②親子そろって旅行やキャンプに行った経験

　親子で旅行等に行った経験は、全体では「毎年行っている」は45.0%となっており、収入階層別では、世帯

収入が低くなるほど、「毎年行っている」の割合は低くなっている。

調査数
毎年行って
いる

数回行った
ことがある

１回行った
ことがある

行ったこと
がない

無回答

515人 277人 162人 16人 25人 35人
100.0% 53.8% 31.5% 3.1% 4.9% 6.8%
486人 210人 235人 12人 23人 6人
100.0% 43.2% 48.4% 2.5% 4.7% 1.2%
228人 66人 130人 7人 16人 9人
100.0% 28.9% 57.0% 3.1% 7.0% 3.9%
1,229人 553人 527人 35人 64人 50人
100.0% 45.0% 42.9% 2.8% 5.2% 4.1%

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●親子そろって旅行やキャンプに行ったことはありますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数
毎年行って
いる

数回行った
ことがある

１回行った
ことがある

行ったこと
がない

無回答

15人 8人 5人 1人 1人 -
100.0% 53.3% 33.3% 6.7% 6.7% -
57人 19人 28人 1人 6人 3人
100.0% 33.3% 49.1% 1.8% 10.5% 5.3%
74人 20人 34人 5人 10人 5人
100.0% 27.0% 45.9% 6.8% 13.5% 6.8%
112人 39人 57人 5人 7人 4人
100.0% 34.8% 50.9% 4.5% 6.3% 3.6%
203人 97人 79人 9人 9人 9人
100.0% 47.8% 38.9% 4.4% 4.4% 4.4%
402人 189人 175人 6人 15人 17人
100.0% 47.0% 43.5% 1.5% 3.7% 4.2%
219人 116人 85人 4人 9人 5人
100.0% 53.0% 38.8% 1.8% 4.1% 2.3%
60人 36人 22人 - - 2人
100.0% 60.0% 36.7% - - 3.3%
1,142人 524人 485人 31人 57人 45人
100.0% 45.9% 42.5% 2.7% 5.0% 3.9%

（４）子どもの心理

　　①自己肯定感

　子どもの自己肯定感について、全体で、「とてもそう思う」「まあそう思う」の回答は、「（ⅰ）自分は価値

のある人間である」は35.9%、「（ⅱ）いろいろな良い素質を持っている」は40.9%、「（ⅲ）自分は役に立た

ない人間だと思うことがある」は30.6%、「（ⅳ）だいたいにおいて、自分のやることに満足している」は

37.4%、「（ⅴ）自分は物事をうまくやれる」は31.6%となっている。

　収入階層別では、「（ⅰ）自分は価値のある人間である」「（ⅱ）いろいろな良い素質を持っている」「（ⅳ）

だいたいにおいて、自分のやることに満足している」「（ⅴ）自分は物事をうまくやれる」の項目で、収入階

層が低くなるにつれて、「まったくそう思わない」の割合が高くなる傾向にある。

　　（ⅰ）自分は価値のある人間である

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 50人 120人 150人 110人 75人 10人
100.0% 9.7% 23.3% 29.1% 21.4% 14.6% 1.9%
486人 56人 99人 154人 114人 58人 5人
100.0% 11.5% 20.4% 31.7% 23.5% 11.9% 1.0%
228人 18人 40人 85人 56人 28人 1人
100.0% 7.9% 17.5% 37.3% 24.6% 12.3% 0.4%
1,229人 124人 259人 389人 280人 161人 16人
100.0% 10.1% 21.1% 31.7% 22.8% 13.1% 1.3%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

●以下のことについて、あなた自身にどれくらい当てはまりますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 4人 6人 3人 1人 1人 -
100.0% 26.7% 40.0% 20.0% 6.7% 6.7% -
57人 11人 15人 20人 7人 4人 -
100.0% 19.3% 26.3% 35.1% 12.3% 7.0% -
74人 7人 18人 32人 9人 7人 1人
100.0% 9.5% 24.3% 43.2% 12.2% 9.5% 1.4%
112人 16人 22人 35人 28人 10人 1人
100.0% 14.3% 19.6% 31.3% 25.0% 8.9% 0.9%
203人 17人 49人 60人 45人 29人 3人
100.0% 8.4% 24.1% 29.6% 22.2% 14.3% 1.5%
402人 36人 78人 133人 91人 58人 6人
100.0% 9.0% 19.4% 33.1% 22.6% 14.4% 1.5%
219人 15人 47人 62人 62人 31人 2人
100.0% 6.8% 21.5% 28.3% 28.3% 14.2% 0.9%
60人 7人 6人 22人 16人 8人 1人
100.0% 11.7% 10.0% 36.7% 26.7% 13.3% 1.7%
1,142人 113人 241人 367人 259人 148人 14人
100.0% 9.9% 21.1% 32.1% 22.7% 13.0% 1.2%

　　（ⅱ）いろいろな良い素質を持っている

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 40人 92人 137人 175人 62人 9人
100.0% 7.8% 17.9% 26.6% 34.0% 12.0% 1.7%
486人 58人 103人 146人 119人 57人 3人
100.0% 11.9% 21.2% 30.0% 24.5% 11.7% 0.6%
228人 20人 39人 77人 61人 28人 3人
100.0% 8.8% 17.1% 33.8% 26.8% 12.3% 1.3%
1,229人 118人 234人 360人 355人 147人 15人
100.0% 9.6% 19.0% 29.3% 28.9% 12.0% 1.2%

収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 4人 4人 3人 4人 - -
100.0% 26.7% 26.7% 20.0% 26.7% - -
57人 9人 11人 19人 12人 6人 -
100.0% 15.8% 19.3% 33.3% 21.1% 10.5% -
74人 5人 19人 27人 13人 8人 2人
100.0% 6.8% 25.7% 36.5% 17.6% 10.8% 2.7%
112人 20人 17人 35人 30人 10人 -
100.0% 17.9% 15.2% 31.3% 26.8% 8.9% -
203人 21人 37人 52人 64人 26人 3人
100.0% 10.3% 18.2% 25.6% 31.5% 12.8% 1.5%
402人 31人 79人 109人 126人 51人 6人
100.0% 7.7% 19.7% 27.1% 31.3% 12.7% 1.5%
219人 16人 41人 64人 68人 29人 1人
100.0% 7.3% 18.7% 29.2% 31.1% 13.2% 0.5%
60人 4人 7人 24人 17人 7人 1人
100.0% 6.7% 11.7% 40.0% 28.3% 11.7% 1.7%
1,142人 110人 215人 333人 334人 137人 13人
100.0% 9.6% 18.8% 29.2% 29.2% 12.0% 1.1%

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計
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　　（ⅲ）自分は役に立たない人間だと思うことがある

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 91人 161人 119人 95人 41人 8人
100.0% 17.7% 31.3% 23.1% 18.4% 8.0% 1.6%
486人 58人 108人 154人 120人 42人 4人
100.0% 11.9% 22.2% 31.7% 24.7% 8.6% 0.8%
228人 18人 45人 86人 51人 27人 1人
100.0% 7.9% 19.7% 37.7% 22.4% 11.8% 0.4%
1,229人 167人 314人 359人 266人 110人 13人
100.0% 13.6% 25.5% 29.2% 21.6% 9.0% 1.1%

収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 1人 2人 6人 2人 4人 -
100.0% 6.7% 13.3% 40.0% 13.3% 26.7% -
57人 5人 10人 18人 13人 11人 -
100.0% 8.8% 17.5% 31.6% 22.8% 19.3% -
74人 8人 18人 25人 17人 5人 1人
100.0% 10.8% 24.3% 33.8% 23.0% 6.8% 1.4%
112人 12人 26人 34人 30人 10人 -
100.0% 10.7% 23.2% 30.4% 26.8% 8.9% -
203人 36人 47人 52人 44人 20人 4人
100.0% 17.7% 23.2% 25.6% 21.7% 9.9% 2.0%
402人 58人 108人 111人 91人 29人 5人
100.0% 14.4% 26.9% 27.6% 22.6% 7.2% 1.2%
219人 24人 63人 71人 42人 19人 -
100.0% 11.0% 28.8% 32.4% 19.2% 8.7% -
60人 12人 16人 19人 11人 1人 1人
100.0% 20.0% 26.7% 31.7% 18.3% 1.7% 1.7%
1,142人 156人 290人 336人 250人 99人 11人
100.0% 13.7% 25.4% 29.4% 21.9% 8.7% 1.0%

　　（ⅳ）だいたいにおいて、自分のやることに満足している

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 26人 102人 141人 153人 84人 9人
100.0% 5.0% 19.8% 27.4% 29.7% 16.3% 1.7%
486人 55人 107人 181人 95人 43人 5人
100.0% 11.3% 22.0% 37.2% 19.5% 8.8% 1.0%
228人 14人 47人 81人 62人 23人 1人
100.0% 6.1% 20.6% 35.5% 27.2% 10.1% 0.4%
1,229人 95人 256人 403人 310人 150人 15人
100.0% 7.7% 20.8% 32.8% 25.2% 12.2% 1.2%

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

中学２年生

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生
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収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 4人 2人 8人 1人 - -
100.0% 26.7% 13.3% 53.3% 6.7% - -
57人 8人 13人 17人 12人 7人 -
100.0% 14.0% 22.8% 29.8% 21.1% 12.3% -
74人 3人 15人 27人 19人 7人 3人
100.0% 4.1% 20.3% 36.5% 25.7% 9.5% 4.1%
112人 13人 18人 41人 24人 16人 -
100.0% 11.6% 16.1% 36.6% 21.4% 14.3% -
203人 21人 37人 66人 53人 22人 4人
100.0% 10.3% 18.2% 32.5% 26.1% 10.8% 2.0%
402人 23人 92人 126人 110人 46人 5人
100.0% 5.7% 22.9% 31.3% 27.4% 11.4% 1.2%
219人 9人 50人 74人 54人 32人 -
100.0% 4.1% 22.8% 33.8% 24.7% 14.6% -
60人 8人 8人 19人 15人 9人 1人
100.0% 13.3% 13.3% 31.7% 25.0% 15.0% 1.7%
1,142人 89人 235人 378人 288人 139人 13人
100.0% 7.8% 20.6% 33.1% 25.2% 12.2% 1.1%

　　（ⅴ）自分は物事をうまくやれる

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 53人 110人 150人 149人 45人 8人
100.0% 10.3% 21.4% 29.1% 28.9% 8.7% 1.6%
486人 69人 122人 169人 88人 33人 5人
100.0% 14.2% 25.1% 34.8% 18.1% 6.8% 1.0%
228人 18人 52人 83人 53人 20人 2人
100.0% 7.9% 22.8% 36.4% 23.2% 8.8% 0.9%
1,229人 140人 284人 402人 290人 98人 15人
100.0% 11.4% 23.1% 32.7% 23.6% 8.0% 1.2%

収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 6人 4人 3人 2人 - -
100.0% 40.0% 26.7% 20.0% 13.3% - -
57人 10人 19人 13人 11人 4人 -
100.0% 17.5% 33.3% 22.8% 19.3% 7.0% -
74人 9人 15人 24人 17人 7人 2人
100.0% 12.2% 20.3% 32.4% 23.0% 9.5% 2.7%
112人 17人 27人 35人 24人 9人 -
100.0% 15.2% 24.1% 31.3% 21.4% 8.0% -
203人 24人 47人 68人 47人 14人 3人
100.0% 11.8% 23.2% 33.5% 23.2% 6.9% 1.5%
402人 39人 88人 139人 102人 28人 6人
100.0% 9.7% 21.9% 34.6% 25.4% 7.0% 1.5%
219人 17人 56人 65人 58人 23人 -
100.0% 7.8% 25.6% 29.7% 26.5% 10.5% -
60人 6人 14人 20人 14人 5人 1人
100.0% 10.0% 23.3% 33.3% 23.3% 8.3% 1.7%
1,142人 128人 270人 367人 275人 90人 12人
100.0% 11.2% 23.6% 32.1% 24.1% 7.9% 1.1%

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

17歳

合計

小学５年生

中学２年生

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計
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　　②自己認識

　子どもの自己認識について、全体で、「とてもそう思う」「まあそう思う」の回答は、「（ⅰ）どんなことでも

たいてい何とかなりそうな気がする」は52.4%、「（ⅱ）人と誤解が生じたときには積極的に話をしようとす

る」は50.5%、「（ⅲ）つらいことでも我慢できるほうだ」は57.0%、「（ⅳ）自分の性格についてよく理解して

いる」は65.3%、「（ⅴ）自分から人と親しくなるのが得意だ」は43.9%、「（ⅵ）人の気持ちや微妙な表情の変

化を読み取るのが上手だ」は46.1%、「（ⅶ）自分は粘り強い人間だと思う」は37.3%となっている。

　収入階層別では、「（ⅰ）どんなことでもたいてい何とかなりそうな気がする」「（ⅵ）人の気持ちや微妙な

表情の変化を読み取るのが上手だ」の項目で、収入階層が低くなるにつれて、「まったくそう思わない」の

割合が高くなる傾向にある。

　　（ⅰ）どんなことでもたいてい何とかなりそうな気がする

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 31人 110人 118人 176人 72人 8人
100.0% 6.0% 21.4% 22.9% 34.2% 14.0% 1.6%
486人 30人 102人 96人 166人 85人 7人
100.0% 6.2% 21.0% 19.8% 34.2% 17.5% 1.4%
228人 5人 33人 44人 93人 52人 1人
100.0% 2.2% 14.5% 19.3% 40.8% 22.8% 0.4%
1,229人 66人 245人 258人 435人 209人 16人
100.0% 5.4% 19.9% 21.0% 35.4% 17.0% 1.3%

収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 - 6人 5人 2人 2人 -
100.0% - 40.0% 33.3% 13.3% 13.3% -
57人 8人 16人 8人 16人 9人 -
100.0% 14.0% 28.1% 14.0% 28.1% 15.8% -
74人 1人 12人 26人 24人 9人 2人
100.0% 1.4% 16.2% 35.1% 32.4% 12.2% 2.7%
112人 10人 21人 28人 34人 17人 2人
100.0% 8.9% 18.8% 25.0% 30.4% 15.2% 1.8%
203人 10人 45人 44人 67人 33人 4人
100.0% 4.9% 22.2% 21.7% 33.0% 16.3% 2.0%
402人 17人 80人 74人 156人 72人 3人
100.0% 4.2% 19.9% 18.4% 38.8% 17.9% 0.7%
219人 11人 43人 42人 89人 33人 1人
100.0% 5.0% 19.6% 19.2% 40.6% 15.1% 0.5%
60人 3人 6人 12人 19人 18人 2人
100.0% 5.0% 10.0% 20.0% 31.7% 30.0% 3.3%
1,142人 60人 229人 239人 407人 193人 14人
100.0% 5.3% 20.1% 20.9% 35.6% 16.9% 1.2%

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

●以下のことについて、あなた自身にどれくらい当てはまりますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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　　（ⅱ）人と誤解が生じたときには積極的に話をしようとする

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 32人 74人 142人 164人 94人 9人
100.0% 6.2% 14.4% 27.6% 31.8% 18.3% 1.7%
486人 32人 88人 124人 161人 75人 6人
100.0% 6.6% 18.1% 25.5% 33.1% 15.4% 1.2%
228人 12人 36人 53人 90人 36人 1人
100.0% 5.3% 15.8% 23.2% 39.5% 15.8% 0.4%
1,229人 76人 198人 319人 415人 205人 16人
100.0% 6.2% 16.1% 26.0% 33.8% 16.7% 1.3%

収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 2人 1人 6人 3人 3人 -
100.0% 13.3% 6.7% 40.0% 20.0% 20.0% -
57人 6人 9人 17人 16人 8人 1人
100.0% 10.5% 15.8% 29.8% 28.1% 14.0% 1.8%
74人 3人 14人 15人 31人 9人 2人
100.0% 4.1% 18.9% 20.3% 41.9% 12.2% 2.7%
112人 12人 22人 26人 38人 12人 2人
100.0% 10.7% 19.6% 23.2% 33.9% 10.7% 1.8%
203人 8人 34人 55人 67人 35人 4人
100.0% 3.9% 16.7% 27.1% 33.0% 17.2% 2.0%
402人 20人 62人 105人 149人 63人 3人
100.0% 5.0% 15.4% 26.1% 37.1% 15.7% 0.7%
219人 12人 29人 62人 71人 45人 -
100.0% 5.5% 13.2% 28.3% 32.4% 20.5% -
60人 5人 7人 11人 19人 16人 2人
100.0% 8.3% 11.7% 18.3% 31.7% 26.7% 3.3%
1,142人 68人 178人 297人 394人 191人 14人
100.0% 6.0% 15.6% 26.0% 34.5% 16.7% 1.2%

　　（ⅲ）つらいことでも我慢できるほうだ

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 41人 81人 106人 183人 94人 10人
100.0% 8.0% 15.7% 20.6% 35.5% 18.3% 1.9%
486人 39人 67人 89人 175人 110人 6人
100.0% 8.0% 13.8% 18.3% 36.0% 22.6% 1.2%
228人 8人 22人 58人 93人 46人 1人
100.0% 3.5% 9.6% 25.4% 40.8% 20.2% 0.4%
1,229人 88人 170人 253人 451人 250人 17人
100.0% 7.2% 13.8% 20.6% 36.7% 20.3% 1.4%

中学２年生

17歳

合計

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満
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収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 2人 4人 2人 2人 5人 -
100.0% 13.3% 26.7% 13.3% 13.3% 33.3% -
57人 4人 8人 12人 19人 14人 -
100.0% 7.0% 14.0% 21.1% 33.3% 24.6% -
74人 5人 10人 14人 29人 14人 2人
100.0% 6.8% 13.5% 18.9% 39.2% 18.9% 2.7%
112人 11人 15人 21人 37人 25人 3人
100.0% 9.8% 13.4% 18.8% 33.0% 22.3% 2.7%
203人 15人 29人 45人 69人 41人 4人
100.0% 7.4% 14.3% 22.2% 34.0% 20.2% 2.0%
402人 24人 52人 76人 166人 81人 3人
100.0% 6.0% 12.9% 18.9% 41.3% 20.1% 0.7%
219人 19人 25人 51人 85人 39人 -
100.0% 8.7% 11.4% 23.3% 38.8% 17.8% -
60人 2人 11人 13人 15人 16人 3人
100.0% 3.3% 18.3% 21.7% 25.0% 26.7% 5.0%
1,142人 82人 154人 234人 422人 235人 15人
100.0% 7.2% 13.5% 20.5% 37.0% 20.6% 1.3%

　　（ⅳ）自分の性格についてよく理解している

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 13人 45人 91人 178人 174人 14人
100.0% 2.5% 8.7% 17.7% 34.6% 33.8% 2.7%
486人 16人 38人 117人 169人 140人 6人
100.0% 3.3% 7.8% 24.1% 34.8% 28.8% 1.2%
228人 7人 19人 59人 88人 54人 1人
100.0% 3.1% 8.3% 25.9% 38.6% 23.7% 0.4%
1,229人 36人 102人 267人 435人 368人 21人
100.0% 2.9% 8.3% 21.7% 35.4% 29.9% 1.7%

収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 1人 2人 4人 4人 4人 -
100.0% 6.7% 13.3% 26.7% 26.7% 26.7% -
57人 5人 5人 12人 21人 14人 -
100.0% 8.8% 8.8% 21.1% 36.8% 24.6% -
74人 - 6人 19人 22人 25人 2人
100.0% - 8.1% 25.7% 29.7% 33.8% 2.7%
112人 5人 7人 21人 43人 32人 4人
100.0% 4.5% 6.3% 18.8% 38.4% 28.6% 3.6%
203人 5人 23人 47人 63人 61人 4人
100.0% 2.5% 11.3% 23.2% 31.0% 30.0% 2.0%
402人 10人 22人 92人 156人 118人 4人
100.0% 2.5% 5.5% 22.9% 38.8% 29.4% 1.0%
219人 5人 25人 41人 79人 68人 1人
100.0% 2.3% 11.4% 18.7% 36.1% 31.1% 0.5%
60人 3人 5人 10人 20人 19人 3人
100.0% 5.0% 8.3% 16.7% 33.3% 31.7% 5.0%
1,142人 34人 95人 246人 408人 341人 18人
100.0% 3.0% 8.3% 21.5% 35.7% 29.9% 1.6%

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満
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　　（ⅴ）自分から人と親しくなるのが得意だ

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 43人 84人 106人 125人 144人 13人
100.0% 8.3% 16.3% 20.6% 24.3% 28.0% 2.5%
486人 61人 108人 118人 104人 89人 6人
100.0% 12.6% 22.2% 24.3% 21.4% 18.3% 1.2%
228人 27人 41人 82人 52人 25人 1人
100.0% 11.8% 18.0% 36.0% 22.8% 11.0% 0.4%
1,229人 131人 233人 306人 281人 258人 20人
100.0% 10.7% 19.0% 24.9% 22.9% 21.0% 1.6%

収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 6人 - 3人 2人 4人 -
100.0% 40.0% - 20.0% 13.3% 26.7% -
57人 10人 9人 15人 11人 12人 -
100.0% 17.5% 15.8% 26.3% 19.3% 21.1% -
74人 8人 15人 17人 19人 13人 2人
100.0% 10.8% 20.3% 23.0% 25.7% 17.6% 2.7%
112人 12人 23人 28人 23人 22人 4人
100.0% 10.7% 20.5% 25.0% 20.5% 19.6% 3.6%
203人 18人 41人 48人 50人 41人 5人
100.0% 8.9% 20.2% 23.6% 24.6% 20.2% 2.5%
402人 41人 67人 102人 109人 79人 4人
100.0% 10.2% 16.7% 25.4% 27.1% 19.7% 1.0%
219人 17人 43人 60人 47人 52人 -
100.0% 7.8% 19.6% 27.4% 21.5% 23.7% -
60人 8人 14人 11人 10人 14人 3人
100.0% 13.3% 23.3% 18.3% 16.7% 23.3% 5.0%
1,142人 120人 212人 284人 271人 237人 18人
100.0% 10.5% 18.6% 24.9% 23.7% 20.8% 1.6%

　　（ⅵ）人の気持ちや微妙な表情の変化を読み取るのが上手だ

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 47人 97人 147人 134人 81人 9人
100.0% 9.1% 18.8% 28.5% 26.0% 15.7% 1.7%
486人 41人 74人 143人 132人 90人 6人
100.0% 8.4% 15.2% 29.4% 27.2% 18.5% 1.2%
228人 12人 33人 52人 72人 58人 1人
100.0% 5.3% 14.5% 22.8% 31.6% 25.4% 0.4%
1,229人 100人 204人 342人 338人 229人 16人
100.0% 8.1% 16.6% 27.8% 27.5% 18.6% 1.3%

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

小学５年生

中学２年生
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収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 4人 2人 5人 2人 2人 -
100.0% 26.7% 13.3% 33.3% 13.3% 13.3% -
57人 7人 13人 13人 14人 10人 -
100.0% 12.3% 22.8% 22.8% 24.6% 17.5% -
74人 5人 14人 15人 27人 11人 2人
100.0% 6.8% 18.9% 20.3% 36.5% 14.9% 2.7%
112人 11人 12人 36人 30人 21人 2人
100.0% 9.8% 10.7% 32.1% 26.8% 18.8% 1.8%
203人 10人 38人 56人 54人 41人 4人
100.0% 4.9% 18.7% 27.6% 26.6% 20.2% 2.0%
402人 32人 68人 112人 114人 73人 3人
100.0% 8.0% 16.9% 27.9% 28.4% 18.2% 0.7%
219人 20人 31人 64人 66人 38人 -
100.0% 9.1% 14.2% 29.2% 30.1% 17.4% -
60人 4人 7人 13人 18人 15人 3人
100.0% 6.7% 11.7% 21.7% 30.0% 25.0% 5.0%
1,142人 93人 185人 314人 325人 211人 14人
100.0% 8.1% 16.2% 27.5% 28.5% 18.5% 1.2%

　　（ⅶ）自分は粘り強い人間だと思う

調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

515人 49人 98人 148人 115人 96人 9人
100.0% 9.5% 19.0% 28.7% 22.3% 18.6% 1.7%
486人 54人 98人 166人 98人 65人 5人
100.0% 11.1% 20.2% 34.2% 20.2% 13.4% 1.0%
228人 25人 40人 78人 50人 34人 1人
100.0% 11.0% 17.5% 34.2% 21.9% 14.9% 0.4%
1,229人 128人 236人 392人 263人 195人 15人
100.0% 10.4% 19.2% 31.9% 21.4% 15.9% 1.2%

収入階層 調査数
全くそうは
思わない

あまりそう
思わない

どちらともい
えない

まあそう思う
とてもそう思

う
無回答

15人 3人 1人 5人 1人 5人 -
100.0% 20.0% 6.7% 33.3% 6.7% 33.3% -
57人 13人 14人 13人 7人 10人 -
100.0% 22.8% 24.6% 22.8% 12.3% 17.5% -
74人 3人 12人 23人 20人 15人 1人
100.0% 4.1% 16.2% 31.1% 27.0% 20.3% 1.4%
112人 17人 20人 40人 20人 13人 2人
100.0% 15.2% 17.9% 35.7% 17.9% 11.6% 1.8%
203人 22人 37人 61人 43人 36人 4人
100.0% 10.8% 18.2% 30.0% 21.2% 17.7% 2.0%
402人 33人 83人 130人 93人 60人 3人
100.0% 8.2% 20.6% 32.3% 23.1% 14.9% 0.7%
219人 23人 37人 68人 57人 34人 -
100.0% 10.5% 16.9% 31.1% 26.0% 15.5% -
60人 8人 14人 17人 7人 11人 3人
100.0% 13.3% 23.3% 28.3% 11.7% 18.3% 5.0%
1,142人 122人 218人 357人 248人 184人 13人
100.0% 10.7% 19.1% 31.3% 21.7% 16.1% 1.1%

合計

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学５年生

中学２年生

17歳

～100万未満

～200万未満

～300万未満
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　４．保護者の就労状況

　母親の就労状況については、母子世帯においては両親世帯と比較して正規の職員・従業員の割合が高く

なっており、９割以上の母親が就労している。早朝・夜勤・土曜出勤等の勤務については、両親世帯に比べ

母子世帯が多い状況となっている。

　また、父親の就労状況については、世帯収入が上がるにつれて正規の職員・従業員、会社・団体等の役

員の割合は高くなっている。

　家族の年収については、両親世帯で世帯収入500～700万円未満の世帯が34.2%と最も多くなっているが、

母子世帯では100～200万円未満の世帯が34.9%と最も多く、次いで200～300万円未満が24.1%となってお

り、母子世帯は多くが就労しており、その勤務には土曜勤務や早朝や夜勤も伴うことが多くなっていることが

わかる。

（１）母親の就労状況について

　　①母親の働き方

　母親の働き方では、全体では「正規の職員・従業員」が19.1%、「パート・アルバイト」が50.7%、「働いていない

」が19.5%となっている。

　家族形態別では、両親世帯では「正規の職員・従業員」が16.3%、「パート・アルバイト」が54.3%、「働いていな

い」が21.0%となっており、母子世帯では「正規の職員・従業員」が39.8%、「パート・アルバイト」が32.5%、「働い

ていない」が7.2%となっている。

　収入階層別では、世帯収入300万円未満の階層において「派遣社員・契約社員・嘱託社員」の比率が他の階

層と比較して高くなっており、世帯収入700万円以上の階層では「正規の職員・従業員」の比率が高くなってい

る。

調査数
正規の職
員・従業員

パート・ア
ルバイト

派遣社員・契約
社員・嘱託社員

会社・団体
等の役員

自営 内職 その他
働いてい
ない

わからな
い・無回答

518人 87人 262人 22人 2人 14人 2人 5人 117人 7人
100.0% 16.8% 50.6% 4.2% 0.4% 2.7% 0.4% 1.0% 22.6% 1.4%
511人 89人 260人 24人 4人 17人 2人 4人 105人 6人
100.0% 17.4% 50.9% 4.7% 0.8% 3.3% 0.4% 0.8% 20.5% 1.2%
478人 113人 243人 29人 2人 15人 1人 3人 67人 5人
100.0% 23.6% 50.8% 6.1% 0.4% 3.1% 0.2% 0.6% 14.0% 1.0%
242人 45人 122人 13人 2人 5人 1人 1人 52人 1人
100.0% 18.6% 50.4% 5.4% 0.8% 2.1% 0.4% 0.4% 21.5% 0.4%
1,749人 334人 887人 88人 10人 51人 6人 13人 341人 19人
100.0% 19.1% 50.7% 5.0% 0.6% 2.9% 0.3% 0.7% 19.5% 1.1%

※父子世帯を除く

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●お子さんのお母さんの現在の働き方は、次のどれにあてはまりますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

- 82 -



家族形態 調査数
正規の職
員・従業員

パート・ア
ルバイト

派遣社員・契約
社員・嘱託社員

会社・団体
等の役員

自営 内職 その他
働いてい
ない

わからな
い・無回答

1,413人 230人 767人 53人 7人 36人 5人 10人 297人 8人
100.0% 16.3% 54.3% 3.8% 0.5% 2.5% 0.4% 0.7% 21.0% 0.6%
115人 27人 46人 6人 2人 9人 1人 1人 22人 1人
100.0% 23.5% 40.0% 5.2% 1.7% 7.8% 0.9% 0.9% 19.1% 0.9%
166人 66人 54人 22人 1人 5人 - 2人 12人 4人
100.0% 39.8% 32.5% 13.3% 0.6% 3.0% - 1.2% 7.2% 2.4%
36人 11人 11人 6人 - 1人 - - 7人 -
100.0% 30.6% 30.6% 16.7% - 2.8% - - 19.4% -
19人 - 9人 1人 - - - - 3人 6人
100.0% - 47.4% 5.3% - - - - 15.8% 31.6%
1,749人 334人 887人 88人 10人 51人 6人 13人 341人 19人
100.0% 19.1% 50.7% 5.0% 0.6% 2.9% 0.3% 0.7% 19.5% 1.1%

※父子世帯を除く

収入階層 調査数
正規の職
員・従業員

パート・ア
ルバイト

派遣社員・契約
社員・嘱託社員

会社・団体
等の役員

自営 内職 その他
働いてい
ない

わからな
い・無回答

21人 - 11人 1人 - 1人 - - 7人 1人
100.0% - 52.4% 4.8% - 4.8% - - 33.3% 4.8%
75人 6人 44人 14人 - 3人 - - 6人 2人
100.0% 8.0% 58.7% 18.7% - 4.0% - - 8.0% 2.7%
116人 34人 46人 12人 1人 6人 - 1人 14人 2人
100.0% 29.3% 39.7% 10.3% 0.9% 5.2% - 0.9% 12.1% 1.7%
159人 26人 82人 6人 - 5人 1人 - 35人 4人
100.0% 16.4% 51.6% 3.8% - 3.1% 0.6% - 22.0% 2.5%
305人 34人 179人 8人 2人 6人 1人 3人 70人 2人
100.0% 11.1% 58.7% 2.6% 0.7% 2.0% 0.3% 1.0% 23.0% 0.7%
600人 89人 339人 31人 - 14人 3人 4人 114人 6人
100.0% 14.8% 56.5% 5.2% - 2.3% 0.5% 0.7% 19.0% 1.0%
296人 95人 128人 11人 3人 8人 1人 5人 44人 1人
100.0% 32.1% 43.2% 3.7% 1.0% 2.7% 0.3% 1.7% 14.9% 0.3%
75人 39人 18人 - 4人 2人 - - 12人 -
100.0% 52.0% 24.0% - 5.3% 2.7% - - 16.0% -
1,749人 334人 887人 88人 10人 51人 6人 13人 341人 19人
100.0% 19.1% 50.7% 5.0% 0.6% 2.9% 0.3% 0.7% 19.5% 1.1%

※父子世帯を除く

　　②母親の早朝、夜勤等の有無

　母親の早朝、夜勤等の有無では、全体では「土曜出勤」は49.2%、「日曜・祝日出勤」は34.3%、「夜勤（夜８時～

10時）」が10.7%となっている。

　家族形態別では、祖父母同居を含む母子世帯において、「土曜出勤」「夜勤（夜８～10時）」「深夜勤務（夜10

時～朝５時）」が高い割合になっている。

　収入階層別では、世帯収入が700万円以上の世帯において、「夜勤」「深夜勤務」が高い割合になっており、

世帯収入が100万円以上300万円未満の世帯においては、「土曜出勤」の割合が高くなっている。

合計

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

その他

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

合計

●お子さんのお母さんは、平日の日中以外の勤務がありますか。あてはまるものすべてに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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調査数
早朝（朝５
～８時）

夜勤（夜８
～10時）

深夜勤務
（夜10時～
朝５時）

土曜出勤
日曜・祝
日出勤

その他
あてはまる
勤務はない

わからな
い

無回答

396人 31人 34人 27人 174人 109人 34人 148人 3人 7人
100.0% 7.9% 8.6% 6.9% 44.2% 27.7% 8.6% 37.6% 0.8% 1.8%
400人 35人 41人 33人 198人 128人 20人 141人 2人 17人
100.0% 8.8% 10.3% 8.3% 49.5% 32.0% 5.0% 35.3% 0.5% 4.3%
406人 40人 51人 37人 210人 149人 24人 135人 1人 13人
100.0% 9.9% 12.6% 9.1% 51.7% 36.7% 5.9% 33.3% 0.2% 3.2%
189人 20人 22人 11人 101人 90人 16人 50人 - 6人
100.0% 10.6% 11.6% 5.8% 53.4% 47.6% 8.5% 26.5% - 3.2%
1,389人 126人 148人 108人 683人 476人 94人 474人 6人 43人
100.0% 9.1% 10.7% 7.8% 49.2% 34.3% 6.8% 34.1% 0.4% 3.1%

※父子世帯を除く

家族形態 調査数
早朝（朝５
～８時）

夜勤（夜８
～10時）

深夜勤務
（夜10時～
朝５時）

土曜出勤
日曜・祝
日出勤

その他
あてはまる
勤務はない

わからな
い

無回答

1,108人 96人 111人 75人 504人 351人 70人 422人 5人 39人
100.0% 8.7% 10.0% 6.8% 45.5% 31.7% 6.3% 38.1% 0.5% 3.5%
92人 9人 10人 12人 49人 44人 8人 21人 1人 1人
100.0% 9.8% 10.9% 13.0% 53.3% 47.8% 8.7% 22.8% 1.1% 1.1%
150人 19人 22人 16人 106人 66人 11人 23人 - 2人
100.0% 12.7% 14.7% 10.7% 70.7% 44.0% 7.3% 15.3% - 1.3%
29人 2人 5人 5人 19人 12人 2人 6人 - 1人
100.0% 6.9% 17.2% 17.2% 65.5% 41.4% 6.9% 20.7% - 3.4%
10人 - - - 5人 3人 3人 2人 - -
100.0% - - - 50.0% 30.0% 30.0% 20.0% - -
1,389人 126人 148人 108人 683人 476人 94人 474人 6人 43人
100.0% 9.1% 10.7% 7.8% 49.2% 34.3% 6.8% 34.1% 0.4% 3.1%

※父子世帯を除く

収入階層 調査数
早朝（朝５
～８時）

夜勤（夜８
～10時）

深夜勤務
（夜10時～
朝５時）

土曜出勤
日曜・祝
日出勤

その他
あてはまる
勤務はない

わからな
い

無回答

13人 - - 1人 4人 3人 1人 6人 1人 -
100.0% - - 7.7% 30.8% 23.1% 7.7% 46.2% 7.7% -
67人 7人 6人 5人 44人 25人 6人 13人 - 1人
100.0% 10.4% 9.0% 7.5% 65.7% 37.3% 9.0% 19.4% - 1.5%
100人 6人 8人 7人 67人 46人 6人 18人 - 2人
100.0% 6.0% 8.0% 7.0% 67.0% 46.0% 6.0% 18.0% - 2.0%
120人 14人 17人 16人 62人 40人 9人 33人 - 5人
100.0% 11.7% 14.2% 13.3% 51.7% 33.3% 7.5% 27.5% - 4.2%
233人 15人 17人 12人 107人 72人 11人 99人 - 6人
100.0% 6.4% 7.3% 5.2% 45.9% 30.9% 4.7% 42.5% - 2.6%
480人 43人 52人 34人 223人 162人 32人 174人 5人 14人
100.0% 9.0% 10.8% 7.1% 46.5% 33.8% 6.7% 36.3% 1.0% 2.9%
251人 27人 32人 23人 122人 83人 20人 86人 - 9人
100.0% 10.8% 12.7% 9.2% 48.6% 33.1% 8.0% 34.3% - 3.6%
63人 8人 12人 8人 25人 24人 5人 22人 - 5人
100.0% 12.7% 19.0% 12.7% 39.7% 38.1% 7.9% 34.9% - 7.9%
1,389人 126人 148人 108人 683人 476人 94人 474人 6人 43人
100.0% 9.1% 10.7% 7.8% 49.2% 34.3% 6.8% 34.1% 0.4% 3.1%

※父子世帯を除く

～1,000万
未満

1,000万以
上

合計

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

その他

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

～700万未
満
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（２）父親の就労状況について

　　①父親の働き方

　父親の働き方では、全体では「正規の職員・従業員」が85.8%、次いで「自営」が5.5%、「会社・団体等の役員」が

4.3%となっている。

　収入階層別では、世帯収入が高くなるほど「正規の職員・従業員」や「会社・団体等の役員」の割合が高くなる

傾向がある。また、世帯収入300万円未満の階層では、「パート・アルバイト」「派遣社員・契約社員・嘱託社員」

の割合が高くなっている。「自営」の割合は、世帯収入300万円未満の階層で高くなっている。

調査数
正規の職
員・従業員

パート・ア
ルバイト

派遣社員・契約
社員・嘱託社員

会社・団体
等の役員

自営 内職 その他
働いてい
ない

わからな
い・無回答

467人 413人 4人 4人 17人 21人 - 4人 1人 3人
100.0% 88.4% 0.9% 0.9% 3.6% 4.5% - 0.9% 0.2% 0.6%
466人 390人 4人 6人 22人 35人 - 4人 - 5人
100.0% 83.7% 0.9% 1.3% 4.7% 7.5% - 0.9% - 1.1%
421人 364人 2人 7人 18人 23人 - 2人 2人 3人
100.0% 86.5% 0.5% 1.7% 4.3% 5.5% - 0.5% 0.5% 0.7%
218人 182人 1人 9人 10人 8人 - 1人 4人 3人
100.0% 83.5% 0.5% 4.1% 4.6% 3.7% - 0.5% 1.8% 1.4%
1,572人 1,349人 11人 26人 67人 87人 - 11人 7人 14人
100.0% 85.8% 0.7% 1.7% 4.3% 5.5% - 0.7% 0.4% 0.9%

※母子世帯を除く

家族形態 調査数
正規の職
員・従業員

パート・ア
ルバイト

派遣社員・契約
社員・嘱託社員

会社・団体
等の役員

自営 内職 その他
働いてい
ない

わからな
い・無回答

1,413人 1,235人 8人 24人 56人 67人 - 8人 5人 10人
100.0% 87.4% 0.6% 1.7% 4.0% 4.7% - 0.6% 0.4% 0.7%
115人 84人 1人 1人 11人 15人 - 1人 1人 1人
100.0% 73.0% 0.9% 0.9% 9.6% 13.0% - 0.9% 0.9% 0.9%
16人 10人 1人 - - 3人 - 1人 - 1人
100.0% 62.5% 6.3% - - 18.8% - 6.3% - 6.3%
9人 8人 - - - - - 1人 - -

100.0% 88.9% - - - - - 11.1% - -
19人 12人 1人 1人 - 2人 - - 1人 2人
100.0% 63.2% 5.3% 5.3% - 10.5% - - 5.3% 5.3%
1,572人 1,349人 11人 26人 67人 87人 - 11人 7人 14人
100.0% 85.8% 0.7% 1.7% 4.3% 5.5% - 0.7% 0.4% 0.9%

※母子世帯を除く

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

父子世帯

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

●お子さんのお父さんの現在の働き方は、次のどれにあてはまりますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数
正規の職
員・従業員

パート・ア
ルバイト

派遣社員・契約
社員・嘱託社員

会社・団体
等の役員

自営 内職 その他
働いてい
ない

わからな
い・無回答

7人 3人 1人 - - 2人 - - 1人 -
100.0% 42.9% 14.3% - - 28.6% - - 14.3% -
12人 2人 1人 3人 - 5人 - - 1人 -
100.0% 16.7% 8.3% 25.0% - 41.7% - - 8.3% -
66人 39人 2人 8人 2人 11人 - - 1人 3人
100.0% 59.1% 3.0% 12.1% 3.0% 16.7% - - 1.5% 4.5%
138人 113人 1人 7人 5人 8人 - - 2人 2人
100.0% 81.9% 0.7% 5.1% 3.6% 5.8% - - 1.4% 1.4%
296人 251人 2人 1人 19人 17人 - 2人 - 4人
100.0% 84.8% 0.7% 0.3% 6.4% 5.7% - 0.7% - 1.3%
595人 550人 1人 3人 17人 17人 - 5人 1人 1人
100.0% 92.4% 0.2% 0.5% 2.9% 2.9% - 0.8% 0.2% 0.2%
293人 256人 1人 2人 15人 16人 - 2人 - 1人
100.0% 87.4% 0.3% 0.7% 5.1% 5.5% - 0.7% - 0.3%
74人 65人 - - 4人 3人 - 2人 - -
100.0% 87.8% - - 5.4% 4.1% - 2.7% - -
1,572人 1,349人 11人 26人 67人 87人 - 11人 7人 14人
100.0% 85.8% 0.7% 1.7% 4.3% 5.5% - 0.7% 0.4% 0.9%

※母子世帯を除く

　　②父親の早朝、夜勤等の有無

　父親の早朝、夜勤等の有無は、全体では「土曜出勤」は66.4%、「日曜・祝日出勤」は53.4%と半数を超えており、

次いで「夜勤（夜８～10時）」が36.7%となっている。

　家族形態では、父子世帯は全体に比べ、「土曜出勤」「日曜・祝日出勤」「早朝（朝５～８時）」「夜勤（夜８～10

時）」等において割合は低くなっている。

調査数
早朝（朝５
～８時）

夜勤（夜８
～10時）

深夜勤務
（夜10時～
朝５時）

土曜出勤
日曜・祝
日出勤

その他
あてはまる
勤務はない

わからな
い

無回答

463人 165人 189人 149人 332人 260人 49人 58人 1人 6人
100.0% 35.6% 40.8% 32.2% 71.7% 56.2% 10.6% 12.5% 0.2% 1.3%
461人 132人 151人 115人 291人 234人 48人 91人 6人 9人
100.0% 28.6% 32.8% 24.9% 63.1% 50.8% 10.4% 19.7% 1.3% 2.0%
416人 146人 150人 107人 275人 230人 38人 64人 4人 12人
100.0% 35.1% 36.1% 25.7% 66.1% 55.3% 9.1% 15.4% 1.0% 2.9%
211人 66人 79人 52人 132人 105人 22人 54人 1人 5人
100.0% 31.3% 37.4% 24.6% 62.6% 49.8% 10.4% 25.6% 0.5% 2.4%
1,551人 509人 569人 423人 1,030人 829人 157人 267人 12人 32人
100.0% 32.8% 36.7% 27.3% 66.4% 53.4% 10.1% 17.2% 0.8% 2.1%

※母子世帯を除く

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

～100万未
満

～200万未
満

17歳

合計

1,000万以
上

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

●お子さんのお父さんは、平日の日中以外の勤務がありますか。あてはまるものすべてに〇。
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家族形態 調査数
早朝（朝５
～８時）

夜勤（夜８
～10時）

深夜勤務
（夜10時～
朝５時）

土曜出勤
日曜・祝
日出勤

その他
あてはまる
勤務はない

わからな
い

無回答

1,398人 477人 531人 395人 942人 760人 134人 233人 10人 30人
100.0% 34.1% 38.0% 28.3% 67.4% 54.4% 9.6% 16.7% 0.7% 2.1%
113人 25人 30人 19人 69人 50人 13人 25人 2人 2人
100.0% 22.1% 26.5% 16.8% 61.1% 44.2% 11.5% 22.1% 1.8% 1.8%
15人 2人 2人 2人 5人 5人 4人 4人 - -
100.0% 13.3% 13.3% 13.3% 33.3% 33.3% 26.7% 26.7% - -
9人 1人 1人 1人 2人 3人 4人 3人 - -

100.0% 11.1% 11.1% 11.1% 22.2% 33.3% 44.4% 33.3% - -
16人 4人 5人 6人 12人 11人 2人 2人 - -
100.0% 25.0% 31.3% 37.5% 75.0% 68.8% 12.5% 12.5% - -
1,551人 509人 569人 423人 1030人 829人 157人 267人 12人 32人
100.0% 32.8% 36.7% 27.3% 66.4% 53.4% 10.1% 17.2% 0.8% 2.1%

※母子世帯を除く

収入階層 調査数
早朝（朝５
～８時）

夜勤（夜８
～10時）

深夜勤務
（夜10時～
朝５時）

土曜出勤
日曜・祝
日出勤

その他
あてはまる
勤務はない

わからな
い

無回答

6人 2人 2人 2人 4人 6人 - - - -
100.0% 33.3% 33.3% 33.3% 66.7% 100.0% - - - -
11人 1人 - - 4人 4人 3人 4人 1人 -
100.0% 9.1% - - 36.4% 36.4% 27.3% 36.4% 9.1% -
62人 18人 15人 9人 39人 30人 11人 8人 - -
100.0% 29.0% 24.2% 14.5% 62.9% 48.4% 17.7% 12.9% - -
134人 54人 48人 33人 102人 73人 14人 15人 - 1人
100.0% 40.3% 35.8% 24.6% 76.1% 54.5% 10.4% 11.2% - 0.7%
292人 99人 120人 89人 229人 168人 18人 31人 2人 5人
100.0% 33.9% 41.1% 30.5% 78.4% 57.5% 6.2% 10.6% 0.7% 1.7%
593人 217人 240人 196人 394人 347人 58人 108人 4人 7人
100.0% 36.6% 40.5% 33.1% 66.4% 58.5% 9.8% 18.2% 0.7% 1.2%
292人 73人 87人 59人 162人 126人 31人 70人 4人 10人
100.0% 25.0% 29.8% 20.2% 55.5% 43.2% 10.6% 24.0% 1.4% 3.4%
74人 17人 23人 12人 45人 34人 13人 12人 1人 5人
100.0% 23.0% 31.1% 16.2% 60.8% 45.9% 17.6% 16.2% 1.4% 6.8%
1,551人 509人 569人 423人 1,030人 829人 157人 267人 12人 32人
100.0% 32.8% 36.7% 27.3% 66.4% 53.4% 10.1% 17.2% 0.8% 2.1%

※母子世帯を除く

（３）家族の年収について

　　①家族の年収

　家族の世帯収入は、全体では「500～700万円未満」が34.2%と最も高い割合を占めている。

　家族形態別では、両親世帯は「500～700万円未満」が38.3%と最も高く、次いで「700～1,000万円未満」となっ

ている。また、母子世帯では、「100～200万円未満」が34.9%と最も高く、次いで「200～300万円未満」が24.1%と

なっている。

　なお、母子世帯においては、世帯収入300万円未満の割合は、66.8%となっている。

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

合計

●あなたのご家族の世帯収入はいくらですか。
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調査数
100万円
未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～700
万円未満

700～1,000
万円未満

1,000万円
以上

無回答

522人 8人 16人 43人 49人 102人 190人 72人 13人 29人
100.0% 1.5% 3.1% 8.2% 9.4% 19.5% 36.4% 13.8% 2.5% 5.6%
521人 6人 26人 30人 44人 98人 179人 82人 26人 30人
100.0% 1.2% 5.0% 5.8% 8.4% 18.8% 34.4% 15.7% 5.0% 5.8%
488人 7人 14人 31人 48人 77人 161人 94人 19人 37人
100.0% 1.4% 2.9% 6.4% 9.8% 15.8% 33.0% 19.3% 3.9% 7.6%
249人 2人 20人 16人 21人 35人 78人 50人 17人 10人
100.0% 0.8% 8.0% 6.4% 8.4% 14.1% 31.3% 20.1% 6.8% 4.0%
1,780人 23人 76人 120人 162人 312人 608人 298人 75人 106人
100.0% 1.3% 4.3% 6.7% 9.1% 17.5% 34.2% 16.7% 4.2% 6.0%

家族形態 調査数
100万円
未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～700
万円未満

700～1,000
万円未満

1,000万円
以上

無回答

1,413人 5人 6人 59人 117人 264人 541人 273人 69人 79人
100.0% 0.4% 0.4% 4.2% 8.3% 18.7% 38.3% 19.3% 4.9% 5.6%
115人 - 3人 2人 14人 25人 39人 18人 5人 9人
100.0% - 2.6% 1.7% 12.2% 21.7% 33.9% 15.7% 4.3% 7.8%
166人 13人 58人 40人 19人 14人 11人 1人 1人 9人
100.0% 7.8% 34.9% 24.1% 11.4% 8.4% 6.6% 0.6% 0.6% 5.4%
36人 2人 6人 14人 4人 2人 2人 3人 - 3人
100.0% 5.6% 16.7% 38.9% 11.1% 5.6% 5.6% 8.3% - 8.3%
16人 1人 1人 3人 - 4人 6人 1人 - -
100.0% 6.3% 6.3% 18.8% - 25.0% 37.5% 6.3% - -
9人 - - 1人 2人 3人 2人 - - 1人

100.0% - - 11.1% 22.2% 33.3% 22.2% - - 11.1%
19人 1人 2人 1人 5人 - 7人 1人 - 2人
100.0% 5.3% 10.5% 5.3% 26.3% - 36.8% 5.3% - 10.5%
1,774人 22人 76人 120人 161人 312人 608人 297人 75人 103人
100.0% 1.2% 4.3% 6.8% 9.1% 17.6% 34.3% 16.7% 4.2% 5.8%

　　②家族の収入の内訳

　家族の収入の内訳では、全体では、「配偶者の就労収入」の81.0%、「あなたの就労収入」の74.3%に次いで、「

児童手当」を受けていると回答した人が66.1%となっている。

　家族形態別では、母子世帯は、「あなたの就労収入」に次いで、「児童手当」を受けている人が76.5%、「児童扶

養手当」を受けている人が69.3%となっている。

調査数
あなたの
就労収入

配偶者の
就労収入

その他の
家族の就
労収入

児童手当
児童扶養
手当

障害年金
その他の
年金・手当

生活保護
費

その他・
無回答

522人 368人 442人 5人 363人 70人 4人 6人 3人 14人
100.0% 70.5% 84.7% 1.0% 69.5% 13.4% 0.8% 1.1% 0.6% 2.7%
521人 376人 428人 13人 363人 83人 3人 14人 2人 21人
100.0% 72.2% 82.1% 2.5% 69.7% 15.9% 0.6% 2.7% 0.4% 4.0%
488人 385人 385人 17人 345人 73人 6人 15人 4人 16人
100.0% 78.9% 78.9% 3.5% 70.7% 15.0% 1.2% 3.1% 0.8% 3.3%
249人 194人 186人 14人 106人 32人 3人 19人 5人 11人
100.0% 77.9% 74.7% 5.6% 42.6% 12.9% 1.2% 7.6% 2.0% 4.4%
1,780人 1,323人 1,441人 49人 1,177人 258人 16人 54人 14人 62人
100.0% 74.3% 81.0% 2.8% 66.1% 14.5% 0.9% 3.0% 0.8% 3.4%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

小学２年生

その他

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

17歳

合計

●あなたのご家族の収入の内訳について、あてはまるものすべてに〇。
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家族形態 調査数
あなたの
就労収入

配偶者の
就労収入

その他の
家族の就
労収入

児童手当
児童扶養
手当

障害年金
その他の
年金・手当

生活保護
費

その他・
無回答

1,413人 1,025人 1,317人 21人 928人 107人 8人 10人 1人 34人
100.0% 72.5% 93.2% 1.5% 65.7% 7.6% 0.6% 0.7% 0.1% 2.4%
115人 85人 102人 14人 71人 7人 - 16人 - 4人
100.0% 73.9% 88.7% 12.2% 61.7% 6.1% - 13.9% - 3.5%
166人 148人 2人 2人 127人 115人 3人 10人 12人 16人
100.0% 89.2% 1.2% 1.2% 76.5% 69.3% 1.8% 6.0% 7.2% 9.6%
36人 27人 6人 7人 21人 17人 4人 8人 1人 3人
100.0% 75.0% 16.7% 19.4% 58.3% 47.2% 11.1% 22.2% 2.8% 8.4%
16人 14人 - - 12人 7人 - 2人 - 1人
100.0% 87.5% - - 75.0% 43.8% - 12.5% - 6.3%
9人 8人 1人 3人 3人 1人 - 5人 - 1人

100.0% 88.9% 11.1% 33.3% 33.3% 11.1% - 55.6% - 11.1%
19人 13人 11人 2人 13人 4人 1人 3人 - 1人
100.0% 68.4% 57.9% 10.5% 68.4% 21.1% 5.3% 15.8% - 5.3%
1,774人 1,320人 1,439人 49人 1,175人 258人 16人 54人 14人 60人
100.0% 74.4% 81.1% 2.8% 66.2% 14.5% 0.9% 3.0% 0.8% 3.4%

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

- 89 -



　５．経済状況

　家計の状況については、ローンや借金の返済の有無と目的では、世帯収入300万円未満の世帯で、借金はな

いと回答する割合が他の階層と比較して高い割合になっている一方、生活費の不足を補うための借金の割合が

多くなっている。

　また、普段の家計状況については、母子世帯においては両親世帯に比較して「赤字であり借金をして生活して

いる」「赤字であり貯金を取り崩している」と回答する割合が高く、子どもに対し家の暮らし向きについて尋ねる設

問においても、母子世帯で「大変苦しい」「やや苦しい」とする割合が高くなっており、子ども自身も家計の苦しさ

を同様に感じていることがわかる。

　学校教育費にかかった費用は、世帯収入が低くなるにつれ金額が低くなり、学習塾や習い事なども、世帯収入

が低くなるにつれ、利用していないと回答する割合が高くなっている。

　医療機関への受診についてでは、子どもを病院や歯医者で受診させたほうがよいと思ったものの実際には受

診させなかった経験の有無について13.3%の保護者があったと回答しており、受診させなかった理由は「仕事で

時間がなかった」が55.7%、「お金がなかった」が43.9を占め、特に「お金がなかった」と回答した割合は、世帯収

入が低いほど高くなる傾向がある。

（１）家計の状況

　　①ローンや借金の返済の有無と目的

　「借金はない」と回答しているのは、全体で21.4%、で、ローンや借金をしている理由は「住宅のため」が57.3%、

次いで「自動車購入のため」が38.3%となっている。

　収入階層別では、世帯収入300万円未満の階層では、「借金はない」が他の階層と比較して高い割合となって

いるが、ローン等の目的は「住宅のため」が少ない一方、「生活費の不足を補うため」が多くなっている。

借金は
ない

自分や配偶者
の教育費のた
め（奨学金や教
育ローンの返
済など）

子どもの
教育費の
ため

住宅のた
め

自動車購
入のため

他の大き
な買い物
のため

生活費の
不足を補
うため

滞納金や
他の借金
の返済の
ため

事業のた
め

その他・
無回答

89人 23人 27人 326人 216人 37人 47人 21人 8人 15人
17.0% 4.4% 5.2% 62.5% 41.4% 7.1% 9.0% 4.0% 1.5% 2.9%
129人 16人 23人 282人 193人 37人 28人 7人 7人 20人
24.8% 3.1% 4.4% 54.1% 37.0% 7.1% 5.4% 1.3% 1.3% 3.9%
100人 12人 24人 277人 181人 38人 46人 12人 4人 23人
20.5% 2.5% 4.9% 56.8% 37.1% 7.8% 9.4% 2.5% 0.8% 4.7%
63人 6人 27人 135人 92人 25人 28人 5人 1人 8人
25.3% 2.4% 10.8% 54.2% 36.9% 10.0% 11.2% 2.0% 0.4% 3.2%
381人 57人 101人 1,020人 682人 137人 149人 45人 20人 66人
21.4% 3.2% 5.7% 57.3% 38.3% 7.7% 8.4% 2.5% 1.1% 3.7%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

●現在、ご家庭にローンや借金の返済はありますか。ある場合は何のためのもの

ですか。あてはまるものすべてに〇。
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収入階層
借金は
ない

自分や配偶者
の教育費のた
め（奨学金や教
育ローンの返
済など）

子どもの
教育費の
ため

住宅のた
め

自動車購
入のため

他の大き
な買い物
のため

生活費の
不足を補
うため

滞納金や
他の借金
の返済の
ため

事業のた
め

その他・
無回答

9人 1人 1人 2人 8人 2人 3人 1人 2人 3人
39.1% 4.3% 4.3% 8.7% 34.8% 8.7% 13.0% 4.3% 8.7% 13.0%
39人 4人 5人 2人 14人 7人 19人 6人 - 3人
51.3% 5.3% 6.6% 2.6% 18.4% 9.2% 25.0% 7.9% - 3.9%
41人 5人 11人 22人 42人 10人 19人 14人 7人 3人
34.2% 4.2% 9.2% 18.3% 35.0% 8.3% 15.8% 11.7% 5.8% 2.5%
51人 3人 11人 59人 60人 21人 25人 10人 1人 2人
31.5% 1.9% 6.8% 36.4% 37.0% 13.0% 15.4% 6.2% 0.6% 1.2%
52人 9人 24人 203人 141人 28人 30人 7人 2人 3人
16.7% 2.9% 7.7% 65.1% 45.2% 9.0% 9.6% 2.2% 0.6% 0.9%
107人 19人 35人 425人 257人 48人 39人 5人 5人 8人
17.6% 3.1% 5.8% 69.9% 42.3% 7.9% 6.4% 0.8% 0.8% 1.4%
52人 12人 9人 216人 115人 17人 9人 2人 1人 4人
17.4% 4.0% 3.0% 72.5% 38.6% 5.7% 3.0% 0.7% 0.3% 1.3%
13人 2人 3人 55人 21人 1人 - - 1人 -
17.3% 2.7% 4.0% 73.3% 28.0% 1.3% - - 1.3% -
364人 55人 99人 984人 658人 134人 144人 45人 19人 26人
21.7% 3.3% 5.9% 58.8% 39.3% 8.0% 8.6% 2.7% 1.1% 1.5%

　　②普段の家計について、最も近いもの

　普段の家計では、全体では「赤字であり借金をして生活している」「赤字であり貯金を取り崩している」が14.8%、

「黒字でも赤字でもなくぎりぎり」が42.1%となっている。

　家族形態別では、両親世帯は「赤字であり借金をして生活している」「赤字であり貯金を取り崩している」が

13.6%、「黒字でも赤字でもなくぎりぎり」が41.1%であるのに対し、母子世帯は「赤字」が24.7%、「黒字でも赤字で

もなくぎりぎり」が48.8%、祖父母同居の母子世帯では「赤字」が27.7%、「黒字でも赤字でもなくぎりぎり」が38.9%

と高い割合になっている。

　収入階層別では、世帯収入400万円未満で「黒字でも赤字でもなくぎりぎり」と回答している割合が一定程度

いるものの、それ以外は「赤字」の割合が高く、「貯金の取り崩し」や「借金」をしているとする割合も高くなってい

る。

調査数
黒字であり
毎月貯金し
ている

黒字ではあ
るが貯金し
ていない

黒字でも赤
字でもなく
ぎりぎり

赤字であり
貯金を取り
崩している

赤字であり
借金をして
生活してい
る

無回答

522人 168人 42人 227人 46人 23人 16人
100.0% 32.2% 8.0% 43.5% 8.8% 4.4% 3.1%
521人 173人 44人 228人 43人 14人 19人
100.0% 33.2% 8.4% 43.8% 8.3% 2.7% 3.6%
488人 164人 29人 193人 55人 23人 24人
100.0% 33.6% 5.9% 39.5% 11.3% 4.7% 4.9%
249人 60人 15人 102人 45人 15人 12人
100.0% 24.1% 6.0% 41.0% 18.1% 6.0% 4.8%
1,780人 565人 130人 750人 189人 75人 71人
100.0% 31.7% 7.3% 42.1% 10.6% 4.2% 4.0%

1,000万以
上

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～1,000万
未満

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

●あなたのご家庭の普段の家計について、もっとも近いものに〇。
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家族形態 調査数
黒字であり
毎月貯金し
ている

黒字ではあ
るが貯金し
ていない

黒字でも赤
字でもなく
ぎりぎり

赤字であり
貯金を取り
崩している

赤字であり
借金をして
生活してい
る

無回答

1,413人 484人 104人 581人 143人 50人 51人
100.0% 34.3% 7.4% 41.1% 10.1% 3.5% 3.6%
115人 38人 10人 51人 8人 3人 5人
100.0% 33.0% 8.7% 44.3% 7.0% 2.6% 4.3%
166人 27人 9人 81人 26人 15人 8人
100.0% 16.3% 5.4% 48.8% 15.7% 9.0% 4.8%
36人 7人 3人 14人 7人 3人 2人
100.0% 19.4% 8.3% 38.9% 19.4% 8.3% 5.6%
16人 6人 1人 7人 1人 1人 -
100.0% 37.5% 6.3% 43.8% 6.3% 6.3% -
9人 1人 1人 6人 - 1人 -

100.0% 11.1% 11.1% 66.7% - 11.1% -
19人 2人 2人 7人 4人 2人 2人
100.0% 10.5% 10.5% 36.8% 21.1% 10.5% 10.5%
1,774人 565人 130人 747人 189人 75人 68人
100.0% 31.8% 7.3% 42.1% 10.7% 4.2% 3.8%

収入階層 調査数
黒字であり
毎月貯金し
ている

黒字ではあ
るが貯金し
ていない

黒字でも赤
字でもなく
ぎりぎり

赤字であり
貯金を取り
崩している

赤字であり
借金をして
生活してい
る

無回答

23人 5人 2人 8人 7人 1人 -
100.0% 21.7% 8.7% 34.8% 30.4% 4.3% -
76人 2人 3人 43人 12人 13人 3人
100.0% 2.6% 3.9% 56.6% 15.8% 17.1% 3.9%
120人 9人 8人 60人 28人 13人 2人
100.0% 7.5% 6.7% 50.0% 23.3% 10.8% 1.7%
162人 19人 11人 93人 20人 16人 3人
100.0% 11.7% 6.8% 57.4% 12.3% 9.9% 1.9%
312人 65人 26人 159人 43人 13人 6人
100.0% 20.8% 8.3% 51.0% 13.8% 4.2% 1.9%
608人 216人 53人 270人 51人 12人 6人
100.0% 35.5% 8.7% 44.4% 8.4% 2.0% 1.0%
298人 177人 17人 76人 19人 5人 4人
100.0% 59.4% 5.7% 25.5% 6.4% 1.7% 1.3%
75人 59人 8人 7人 - 1人 -
100.0% 78.7% 10.7% 9.3% - 1.3% -
1,674人 552人 128人 716人 180人 74人 24人
100.0% 33.0% 7.6% 42.8% 10.8% 4.4% 1.4%

　　③子どもの考える家の暮らし向き

　家の暮らしの状況については、全体では「大変苦しい」が2.7%、「やや苦しい」が10.1%、「ふつう」が48.0%となっ

ている。

　家族形態別では、母子世帯や祖父母同居の母子世帯で「大変苦しい」「やや苦しい」と回答する子どもの割合

が高くなっている。

　収入階層別では、世帯収入が少なくなれば苦しく、高くなればゆとりがあると感じる子どもの割合が高くなって

いる。

合計

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

父子世帯

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

●経済的には、あなたの家の暮らしは、次のどれにあたると思いますか。
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調査数
大変苦し
い

やや苦し
い

ふつう
ややゆと
りがある

大変ゆと
りがある

わからな
い

無回答

515人 5人 37人 236人 59人 52人 111人 15人
100.0% 1.0% 7.2% 45.8% 11.5% 10.1% 21.6% 2.9%
486人 12人 54人 250人 61人 31人 73人 5人
100.0% 2.5% 11.1% 51.4% 12.6% 6.4% 15.0% 1.0%
228人 16人 33人 104人 31人 13人 24人 7人
100.0% 7.0% 14.5% 45.6% 13.6% 5.7% 10.5% 3.1%
1,229人 33人 124人 590人 151人 96人 208人 27人
100.0% 2.7% 10.1% 48.0% 12.3% 7.8% 16.9% 2.2%

家族形態 調査数
大変苦し
い

やや苦し
い

ふつう
ややゆと
りがある

大変ゆと
りがある

わからな
い

無回答

946人 20人 85人 458人 123人 81人 159人 20人
100.0% 2.1% 9.0% 48.4% 13.0% 8.6% 16.8% 2.1%
85人 - 7人 42人 9人 7人 19人 1人
100.0% - 8.2% 49.4% 10.6% 8.2% 22.4% 1.2%
117人 11人 22人 50人 8人 7人 16人 3人
100.0% 9.4% 18.8% 42.7% 6.8% 6.0% 13.7% 2.6%
26人 1人 4人 12人 5人 - 3人 1人
100.0% 3.8% 15.4% 46.2% 19.2% - 11.5% 3.8%
12人 - 1人 7人 2人 - 2人 -
100.0% - 8.3% 58.3% 16.7% - 16.7% -
9人 - - 8人 1人 - - -

100.0% - - 88.9% 11.1% - - -
17人 - 3人 7人 1人 - 6人 -
100.0% - 17.6% 41.2% 5.9% - 35.3% -
1,212人 32人 122人 584人 149人 95人 205人 25人
100.0% 2.6% 10.1% 48.2% 12.3% 7.8% 16.9% 2.1%

収入階層 調査数
大変苦し
い

やや苦し
い

ふつう
ややゆと
りがある

大変ゆと
りがある

わからな
い

無回答

15人 1人 3人 7人 1人 - 3人 -
100.0% 6.7% 20.0% 46.7% 6.7% - 20.0% -
57人 8人 10人 25人 2人 1人 8人 3人
100.0% 14.0% 17.5% 43.9% 3.5% 1.8% 14.0% 5.3%
74人 3人 15人 36人 3人 5人 9人 3人
100.0% 4.1% 20.3% 48.6% 4.1% 6.8% 12.2% 4.1%
112人 6人 17人 46人 10人 6人 24人 3人
100.0% 5.4% 15.2% 41.1% 8.9% 5.4% 21.4% 2.7%
203人 5人 21人 105人 21人 18人 30人 3人
100.0% 2.5% 10.3% 51.7% 10.3% 8.9% 14.8% 1.5%
402人 6人 30人 207人 60人 23人 70人 6人
100.0% 1.5% 7.5% 51.5% 14.9% 5.7% 17.4% 1.5%
219人 2人 14人 111人 35人 19人 34人 4人
100.0% 0.9% 6.4% 50.7% 16.0% 8.7% 15.5% 1.8%
60人 - 3人 15人 10人 20人 10人 2人
100.0% - 5.0% 25.0% 16.7% 33.3% 16.7% 3.3%
1,142人 31人 113人 552人 142人 92人 188人 24人
100.0% 2.7% 9.9% 48.3% 12.4% 8.1% 16.5% 2.1%

　　④学校教育にかかった費用

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

～100万未
満

～200万未
満

1,000万以
上

合計

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

●ここ１か月のうち、学校教育にかかった費用（教材費、給食費、通学費、部活費用など）を

教えてください。
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　ここ１か月のうち、学校教育にかかった費用は、全体では「２～４万円未満」が25.3%、「１～２万円未満」が25.2%

となっている。

　家族形態別では、両親世帯では「２～４万円未満」が25.8%、「１～２万円未満」が25.4%に対し、母子世帯では「

１万円未満」が31.3%、「１～２万円未満」が25.9%となっている。

　収入階層別では、世帯収入が少なくなるにつれ、「１万円未満」の割合が高くなっている。

１万円未
満

１～２万
円未満

２～４万
円未満

４～６万
円未満

６～８万
円未満

８～10万
円未満

10～12万
円未満

12～14万
円未満

14万円以
上

無回答

164人 141人 130人 48人 17人 6人 3人 - 3人 10人
31.4% 27.0% 24.9% 9.2% 3.3% 1.1% 0.6% - 0.6% 1.9%
118人 149人 133人 53人 30人 11人 6人 - 8人 13人
22.6% 28.6% 25.5% 10.2% 5.8% 2.1% 1.2% - 1.5% 2.5%
67人 112人 127人 86人 35人 15人 9人 5人 19人 13人
13.7% 23.0% 26.0% 17.6% 7.2% 3.1% 1.8% 1.0% 3.9% 2.7%
22人 47人 60人 31人 30人 18人 9人 5人 19人 8人
8.8% 18.9% 24.1% 12.4% 12.0% 7.2% 3.6% 2.0% 7.6% 3.2%
371人 449人 450人 218人 112人 50人 27人 10人 49人 44人
20.8% 25.2% 25.3% 12.2% 6.3% 2.8% 1.5% 0.6% 2.8% 2.5%

家族形態
１万円未
満

１～２万
円未満

２～４万
円未満

４～６万
円未満

６～８万
円未満

８～10万
円未満

10～12万
円未満

12～14万
円未満

14万円以
上

無回答

281人 359人 365人 181人 87人 39人 21人 8人 43人 29人
19.9% 25.4% 25.8% 12.8% 6.2% 2.8% 1.5% 0.6% 3.0% 2.1%
19人 28人 31人 12人 11人 4人 3人 1人 3人 3人
16.5% 24.3% 27.0% 10.4% 9.6% 3.5% 2.6% 0.9% 2.6% 2.6%
52人 43人 38人 14人 4人 5人 2人 1人 2人 5人
31.3% 25.9% 22.9% 8.4% 2.4% 3.0% 1.2% 0.6% 1.2% 3.0%
8人 6人 9人 6人 3人 1人 1人 - - 2人
22.2% 16.7% 25.0% 16.7% 8.3% 2.8% 2.8% - - 5.6%
4人 4人 4人 - 3人 - - - - 1人
25.0% 25.0% 25.0% - 18.8% - - - - 6.3%
3人 3人 1人 1人 - - - - - 1人
33.3% 33.3% 11.1% 11.1% - - - - - 11.1%
3人 5人 2人 4人 4人 - - - - 1人
15.8% 26.3% 10.5% 21.1% 21.1% - - - - 5.3%
370人 448人 450人 218人 112人 49人 27人 10人 48人 42人
20.9% 25.3% 25.4% 12.3% 6.3% 2.8% 1.5% 0.6% 2.7% 2.4%

収入階層
１万円未
満

１～２万
円未満

２～４万
円未満

４～６万
円未満

６～８万
円未満

８～10万
円未満

10～12万
円未満

12～14万
円未満

14万円以
上

無回答

7人 4人 6人 4人 1人 1人 - - - -
30.4% 17.4% 26.1% 17.4% 4.3% 4.3% - - - -
26人 20人 16人 4人 4人 2人 - 1人 - 3人
34.2% 26.3% 21.1% 5.3% 5.3% 2.6% - 1.3% - 3.9%
30人 26人 30人 14人 9人 2人 4人 1人 1人 3人
25.0% 21.7% 25.0% 11.7% 7.5% 1.7% 3.3% 0.8% 0.8% 2.5%
50人 41人 46人 11人 3人 2人 2人 2人 3人 2人
30.9% 25.3% 28.4% 6.8% 1.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.9% 1.2%
78人 87人 85人 36人 5人 8人 2人 1人 6人 4人
25.0% 27.9% 27.2% 11.5% 1.6% 2.6% 0.6% 0.3% 1.9% 1.3%
108人 165人 167人 82人 43人 15人 6人 3人 18人 1人
17.8% 27.1% 27.5% 13.5% 7.1% 2.5% 1.0% 0.5% 3.0% 0.2%
48人 67人 66人 42人 36人 12人 13人 1人 10人 3人
16.1% 22.5% 22.1% 14.1% 12.1% 4.0% 4.4% 0.3% 3.4% 1.0%
10人 15人 17人 8人 7人 6人 - 1人 8人 3人
13.3% 20.0% 22.7% 10.7% 9.3% 8.0% - 1.3% 10.7% 4.0%
357人 425人 433人 201人 108人 48人 27人 10人 46人 19人
21.3% 25.4% 25.9% 12.0% 6.5% 2.9% 1.6% 0.6% 2.7% 1.1%

合計

小学２年生

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

その他

合計

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

両親世帯
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　　⑤学習塾・家庭教師・通信教育にかかった費用

　ここ１か月のうち、学習塾・家庭教師・通信教育にかかった費用は、全体では「１万円未満」が21.4%、「１～２万

円未満」が14.7%となっている。また、「利用していない」とする回答が43.5%を占めている。

　家族形態別では、両親世帯と比べ、ひとり親世帯はかかる費用も少ない傾向にあり、「利用していない」とする

回答は、両親世帯で41.9%に対して、母子世帯は57.2%、父子世帯は68.8%と高くなっている。

　収入階層別では、世帯収入が少なくなるにつれ、「利用していない」と回答する割合が高くなっている。

利用して
いない

１万円未
満

１～２万
円未満

２～４万
円未満

４～６万
円未満

６～８万
円未満

８～10万
円未満

10～12万
円未満

12万円以
上

無回答

230人 161人 61人 49人 11人 - 1人 - - 9人
44.1% 30.8% 11.7% 9.4% 2.1% - 0.2% - - 1.7%
235人 113人 90人 56人 16人 - 1人 1人 1人 8人
45.1% 21.7% 17.3% 10.7% 3.1% - 0.2% 0.2% 0.2% 1.5%
163人 81人 76人 124人 17人 6人 3人 2人 3人 13人
33.4% 16.6% 15.6% 25.4% 3.5% 1.2% 0.6% 0.4% 0.6% 2.7%
147人 26人 35人 21人 7人 2人 3人 - - 8人
59.0% 10.4% 14.1% 8.4% 2.8% 0.8% 1.2% - - 3.2%
775人 381人 262人 250人 51人 8人 8人 3人 4人 38人
43.5% 21.4% 14.7% 14.0% 2.9% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 2.1%

家族形態
利用して
いない

１万円未
満

１～２万
円未満

２～４万
円未満

４～６万
円未満

６～８万
円未満

８～10万
円未満

10～12万
円未満

12万円以
上

無回答

592人 324人 214人 204人 42人 7人 7人 1人 3人 19人
41.9% 22.9% 15.1% 14.4% 3.0% 0.5% 0.5% 0.1% 0.2% 1.3%
52人 13人 17人 22人 4人 1人 1人 1人 - 4人
45.2% 11.3% 14.8% 19.1% 3.5% 0.9% 0.9% 0.9% - 3.5%
95人 25人 18人 17人 3人 - - - 1人 7人
57.2% 15.1% 10.8% 10.2% 1.8% - - - 0.6% 4.2%
13人 9人 8人 5人 - - - - - 1人
36.1% 25.0% 22.2% 13.9% - - - - - 2.8%
11人 1人 1人 1人 2人 - - - - -
68.8% 6.3% 6.3% 6.3% 12.5% - - - - -
3人 4人 1人 - - - - - - 1人
33.3% 44.4% 11.1% - - - - - - 11.1%
9人 3人 3人 1人 - - - - - 3人
47.4% 15.8% 15.8% 5.3% - - - - - 15.8%
775人 379人 262人 250人 51人 8人 8人 2人 4人 35人
43.7% 21.4% 14.8% 14.1% 2.9% 0.5% 0.5% 0.1% 0.2% 2.0%

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

小学２年生

小学５年生

中学２年生

●ここ１か月のうち、学習塾・家庭教師・通信教育等にかかった費用を教えてください。
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収入階層
利用して
いない

１万円未
満

１～２万
円未満

２～４万
円未満

４～６万
円未満

６～８万
円未満

８～10万
円未満

10～12万
円未満

12万円以
上

無回答

10人 8人 - 2人 - - - 1人 - 2人
43.5% 34.8% - 8.7% - - - 4.3% - 8.7%
53人 10人 7人 3人 - - - - - 3人
69.7% 13.2% 9.2% 3.9% - - - - - 3.9%
72人 21人 12人 12人 1人 - - - - 2人
60.0% 17.5% 10.0% 10.0% 0.8% - - - - 1.7%
92人 26人 27人 12人 2人 - - - 1人 2人
56.8% 16.0% 16.7% 7.4% 1.2% - - - 0.6% 1.2%
147人 65人 48人 43人 5人 1人 2人 - - 1人
47.1% 20.8% 15.4% 13.8% 1.6% 0.3% 0.6% - - 0.3%
255人 143人 96人 86人 22人 - 2人 - 2人 2人
41.9% 23.5% 15.8% 14.1% 3.6% - 0.3% - 0.3% 0.3%
94人 73人 44人 68人 10人 4人 2人 - 1人 2人
31.5% 24.5% 14.8% 22.8% 3.4% 1.3% 0.7% - 0.3% 0.7%
11人 18人 16人 16人 8人 2人 2人 2人 - -
14.7% 24.0% 21.3% 21.3% 10.7% 2.7% 2.7% 2.7% - -
734人 364人 250人 242人 48人 7人 8人 3人 4人 14人
43.8% 21.7% 14.9% 14.5% 2.9% 0.4% 0.5% 0.2% 0.2% 0.8%

　　⑥習い事（学習塾を除く）、スポーツクラブ等にかかった費用

　ここ１か月のうち、習い事（学習塾を除く）、スポーツクラブ等にかかった費用は、全体では「１万円未満」が

29.3%、「１～２万円未満」が18.1%となっている。また、「利用していない」とする回答が39.3%を占めている。

　家族形態別では、両親世帯と比べ、ひとり親世帯はかかる費用も少ない傾向にあり、「利用していない」と

する回答は、両親世帯で36.3%に対して、母子世帯は60.2%、父子世帯は50.0%と高くなっている。

　収入階層別では、世帯収入が少なくなるにつれ、「利用していない」と回答する割合が高くなっている。

利用して
いない

１万円未
満

１～２万
円未満

２～４万
円未満

４～６万
円未満

６～８万
円未満

８～10万
円未満

10～12万
円未満

12万円以
上

無回答

137人 181人 127人 51人 11人 2人 - 2人 1人 10人
26.2% 34.7% 24.3% 9.8% 2.1% 0.4% - 0.4% 0.2% 1.9%
143人 191人 113人 55人 7人 7人 1人 - - 4人
27.4% 36.7% 21.7% 10.6% 1.3% 1.3% 0.2% - - 0.8%
254人 110人 59人 34人 8人 4人 4人 - 1人 14人
52.0% 22.5% 12.1% 7.0% 1.6% 0.8% 0.8% - 0.2% 2.9%
166人 39人 24人 11人 3人 - - - 1人 5人
66.7% 15.7% 9.6% 4.4% 1.2% - - - 0.4% 2.0%
700人 521人 323人 151人 29人 13人 5人 2人 3人 33人
39.3% 29.3% 18.1% 8.5% 1.6% 0.7% 0.3% 0.1% 0.2% 1.9%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

合計

小学２年生

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

～400万未
満

～500万未
満

●ここ１か月のうち、習い事（学習塾を除く）・スポーツクラブ等にかかった費用を教えて

ください。
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家族形態
利用して
いない

１万円未
満

１～２万
円未満

２～４万
円未満

４～６万
円未満

６～８万
円未満

８～10万
円未満

10～12万
円未満

12万円以
上

無回答

513人 433人 275人 130人 27人 12人 5人 - 2人 16人
36.3% 30.6% 19.5% 9.2% 1.9% 0.8% 0.4% - 0.1% 1.1%
45人 30人 25人 9人 - 1人 - 2人 - 3人
39.1% 26.1% 21.7% 7.8% - 0.9% - 1.7% - 2.6%
100人 41人 12人 4人 1人 - - - 1人 7人
60.2% 24.7% 7.2% 2.4% 0.6% - - - 0.6% 4.2%
18人 9人 5人 3人 - - - - - 1人
50.0% 25.0% 13.9% 8.3% - - - - - 2.8%
8人 4人 2人 1人 - - - - - 1人
50.0% 25.0% 12.5% 6.3% - - - - - 6.3%
3人 1人 2人 1人 1人 - - - - 1人
33.3% 11.1% 22.2% 11.1% 11.1% - - - - 11.1%
11人 3人 1人 3人 - - - - - 1人
57.9% 15.8% 5.3% 15.8% - - - - - 5.3%
698人 521人 322人 151人 29人 13人 5人 2人 3人 30人
39.3% 29.4% 18.2% 8.5% 1.6% 0.7% 0.3% 0.1% 0.2% 1.7%

収入階層
利用して
いない

１万円未
満

１～２万
円未満

２～４万
円未満

４～６万
円未満

６～８万
円未満

８～10万
円未満

10～12万
円未満

12万円以
上

無回答

12人 6人 3人 - - - - - - 2人
52.2% 26.1% 13.0% - - - - - - 8.7%
55人 13人 5人 - - - - - - 3人
72.4% 17.1% 6.6% - - - - - - 3.9%
71人 29人 15人 2人 - - - - - 3人
59.2% 24.2% 12.5% 1.7% - - - - - 2.5%
88人 44人 16人 7人 2人 1人 - - 1人 3人
54.3% 27.2% 9.9% 4.3% 1.2% 0.6% - - 0.6% 1.9%
115人 99人 61人 28人 5人 1人 1人 - - 2人
36.9% 31.7% 19.6% 9.0% 1.6% 0.3% 0.3% - - 0.6%
185人 211人 127人 67人 10人 3人 2人 - - 3人
30.4% 34.7% 20.9% 11.0% 1.6% 0.5% 0.3% - - 0.5%
116人 79人 59人 26人 6人 5人 1人 2人 1人 3人
38.9% 26.5% 19.8% 8.7% 2.0% 1.7% 0.3% 0.7% 0.3% 1.0%
20人 17人 17人 11人 5人 3人 1人 - 1人 -
26.7% 22.7% 22.7% 14.7% 6.7% 4.0% 1.3% - 1.3% -
662人 498人 303人 141人 28人 13人 5人 2人 3人 19人
39.5% 29.7% 18.1% 8.4% 1.7% 0.8% 0.3% 0.1% 0.2% 1.1%

　　⑦経済的理由で食料を買えなかったり、暖房が使えなかったりした経験

　経済的な理由で食料を買えなかった経験は、全体で「よくあった」が1.1%、「ときどきあった」が3.9%、「まれにあ

った」が6.0%、冬に暖房が使えなかった経験は、全体では「よくあった」が0.4%、「ときどきあった」が1.7%、「まれに

あった」が3.4%となっている。

　収入階層別では、食料が買えなかった経験について、世帯収入が100～200万円未満の世帯で40.8%が、暖房

が使えなかった経験については23.6%が「あった」としている。

合計

～400万未
満

～500万未
満

～700万未
満

～1,000万
未満

1,000万以
上

その他

合計

～100万未
満

～200万未
満

～300万未
満

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

両親世帯

●過去１年間に、経済的な理由で次のようなことがありましたか。
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　　（ⅰ）家族が必要とする食料が買えなかった

調査数 よくあった
ときどきあっ

た
まれにあっ
た

全くなかっ
た

無回答

522人 9人 25人 30人 451人 7人
100.0% 1.7% 4.8% 5.7% 86.4% 1.3%
521人 2人 14人 27人 473人 5人
100.0% 0.4% 2.7% 5.2% 90.8% 1.0%
488人 4人 22人 28人 425人 9人
100.0% 0.8% 4.5% 5.7% 87.1% 1.8%
249人 4人 8人 22人 209人 6人
100.0% 1.6% 3.2% 8.8% 83.9% 2.4%
1,780人 19人 69人 107人 1,558人 27人
100.0% 1.1% 3.9% 6.0% 87.5% 1.5%

収入階層 調査数 よくあった
ときどきあっ

た
まれにあっ
た

全くなかっ
た

無回答

23人 1人 2人 1人 17人 2人
100.0% 4.3% 8.7% 4.3% 73.9% 8.7%
76人 6人 14人 11人 43人 2人
100.0% 7.9% 18.4% 14.5% 56.6% 2.6%
120人 5人 15人 10人 88人 2人
100.0% 4.2% 12.5% 8.3% 73.3% 1.7%
162人 1人 8人 20人 129人 4人
100.0% 0.6% 4.9% 12.3% 79.6% 2.5%
312人 2人 11人 22人 275人 2人
100.0% 0.6% 3.5% 7.1% 88.1% 0.6%
608人 4人 12人 32人 557人 3人
100.0% 0.7% 2.0% 5.3% 91.6% 0.5%
298人 - 4人 5人 287人 2人
100.0% - 1.3% 1.7% 96.3% 0.7%
75人 - - - 75人 -
100.0% - - - 100.0% -
1,674人 19人 66人 101人 1,471人 17人
100.0% 1.1% 3.9% 6.0% 87.9% 1.0%

　　（ⅱ）冬に暖房が使えなかった

調査数 よくあった
ときどきあっ

た
まれにあっ
た

全くなかっ
た

無回答

522人 3人 8人 14人 488人 9人
100.0% 0.6% 1.5% 2.7% 93.5% 1.7%
521人 1人 8人 13人 494人 5人
100.0% 0.2% 1.5% 2.5% 94.8% 1.0%
488人 2人 7人 20人 447人 12人
100.0% 0.4% 1.4% 4.1% 91.6% 2.5%
249人 2人 7人 13人 222人 5人
100.0% 0.8% 2.8% 5.2% 89.2% 2.0%
1,780人 8人 30人 60人 1,651人 31人
100.0% 0.4% 1.7% 3.4% 92.8% 1.7%

17歳

合計

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学２年生

小学５年生

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

中学２年生

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計
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収入階層 調査数 よくあった
ときどきあっ

た
まれにあっ
た

全くなかっ
た

無回答

23人 - 3人 - 18人 2人
100.0% - 13.0% - 78.3% 8.7%
76人 3人 6人 9人 54人 4人
100.0% 3.9% 7.9% 11.8% 71.1% 5.3%
120人 2人 8人 7人 101人 2人
100.0% 1.7% 6.7% 5.8% 84.2% 1.7%
162人 - 2人 7人 148人 5人
100.0% - 1.2% 4.3% 91.4% 3.1%
312人 1人 4人 16人 288人 3人
100.0% 0.3% 1.3% 5.1% 92.3% 1.0%
608人 2人 2人 13人 588人 3人
100.0% 0.3% 0.3% 2.1% 96.7% 0.5%
298人 - 5人 3人 288人 2人
100.0% - 1.7% 1.0% 96.6% 0.7%
75人 - - - 75人 -
100.0% - - - 100.0% -
1,674人 8人 30人 55人 1,560人 21人
100.0% 0.5% 1.8% 3.3% 93.2% 1.3%

　　⑧経済的理由で支払ができなかった経験

　経済的理由で支払いができなかったことは、多い順に、（ⅵ）税金が5.6%、（ⅷ）クレジットカードや他の借

金の支払いが5.6%、（ⅱ）電気、ガス、水道いずれかの料金が5.1%、（ⅰ）電話料金（携帯電話・スマートフ

ォン含む）が3.1%、（ⅳ）公的年金が2.6%、（ⅲ）家賃、住宅ローンのいずれかの支払いが2.5%、（ⅶ）給食

費が1.9%、（ⅴ）公的医療保険が1.2%、となっている。

　収入階層別では、世帯収入が300万円未満の階層において、支払いができないことが「あった」と回答す

る割合が高く、最も割合の高い世帯収入100～200万円未満の階層では、（ⅱ）電気、ガス、水道のいずれ

かの料金が32.9%、（ⅰ）電話料金（携帯電話・スマートフォン含む）が17.1%、（ⅵ）税金が17.1%、（ⅲ）家

賃、住宅ローンのいずれかの支払いが15.8%、（ⅳ）公的年金が14.5%、（ⅷ）クレジットカードや他の借金の

支払いが14.5%、（ⅴ）公的医療保険が7.9%、（ⅶ）給食費が7.9%の順となっている。

　　（ⅰ）電話料金（携帯電話・スマートフォン含む）

調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

522人 19人 489人 3人 11人
100.0% 3.6% 93.7% 0.6% 2.1%
521人 14人 495人 3人 9人
100.0% 2.7% 95.0% 0.6% 1.7%
488人 13人 458人 3人 14人
100.0% 2.7% 93.9% 0.6% 2.9%
249人 10人 230人 - 9人
100.0% 4.0% 92.4% - 3.6%
1,780人 56人 1,672人 9人 43人
100.0% 3.1% 93.9% 0.5% 2.4%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学２年生

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

●過去１年間に、経済的な理由で次の支払いができなかったことがありますか。
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収入階層 調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

23人 3人 17人 - 3人
100.0% 13.0% 73.9% - 13.0%
76人 13人 61人 - 2人
100.0% 17.1% 80.3% - 2.6%
120人 11人 105人 - 4人
100.0% 9.2% 87.5% - 3.3%
162人 7人 148人 - 7人
100.0% 4.3% 91.4% - 4.3%
312人 11人 295人 1人 5人
100.0% 3.5% 94.6% 0.3% 1.6%
608人 8人 593人 3人 4人
100.0% 1.3% 97.5% 0.5% 0.7%
298人 2人 288人 3人 5人
100.0% 0.7% 96.6% 1.0% 1.7%
75人 - 75人 - -
100.0% - 100.0% - -
1,674人 55人 1,582人 7人 30人
100.0% 3.3% 94.5% 0.4% 1.8%

　　（ⅱ）電気、ガス、水道いずれかの料金

調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

522人 38人 468人 4人 12人
100.0% 7.3% 89.7% 0.8% 2.3%
521人 20人 484人 7人 10人
100.0% 3.8% 92.9% 1.3% 1.9%
488人 16人 455人 2人 15人
100.0% 3.3% 93.2% 0.4% 3.1%
249人 16人 224人 2人 7人
100.0% 6.4% 90.0% 0.8% 2.8%
1,780人 90人 1,631人 15人 44人
100.0% 5.1% 91.6% 0.8% 2.5%

収入階層 調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

23人 2人 18人 - 3人
100.0% 8.7% 78.3% - 13.0%
76人 25人 46人 2人 3人
100.0% 32.9% 60.5% 2.6% 3.9%
120人 15人 100人 1人 4人
100.0% 12.5% 83.3% 0.8% 3.3%
162人 12人 141人 2人 7人
100.0% 7.4% 87.0% 1.2% 4.3%
312人 16人 291人 1人 4人
100.0% 5.1% 93.3% 0.3% 1.3%
608人 15人 585人 4人 4人
100.0% 2.5% 96.2% 0.7% 0.7%
298人 3人 287人 3人 5人
100.0% 1.0% 96.3% 1.0% 1.7%
75人 - 75人 - -
100.0% - 100.0% - -
1,674人 88人 1,543人 13人 30人
100.0% 5.3% 92.2% 0.8% 1.8%

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

～100万未満

～200万未満
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　　（ⅲ）家賃、住宅ローンのいずれかの支払い

調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

522人 17人 479人 15人 11人
100.0% 3.3% 91.8% 2.9% 2.1%
521人 8人 474人 28人 11人
100.0% 1.5% 91.0% 5.4% 2.1%
488人 11人 438人 23人 16人
100.0% 2.3% 89.8% 4.7% 3.3%
249人 8人 215人 17人 9人
100.0% 3.2% 86.3% 6.8% 3.6%
1,780人 44人 1,606人 83人 47人
100.0% 2.5% 90.2% 4.7% 2.6%

収入階層 調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

23人 - 16人 3人 4人
100.0% - 69.6% 13.0% 17.4%
76人 12人 52人 8人 4人
100.0% 15.8% 68.4% 10.5% 5.3%
120人 12人 102人 3人 3人
100.0% 10.0% 85.0% 2.5% 2.5%
162人 7人 138人 9人 8人
100.0% 4.3% 85.2% 5.6% 4.9%
312人 4人 292人 11人 5人
100.0% 1.3% 93.6% 3.5% 1.6%
608人 5人 573人 26人 4人
100.0% 0.8% 94.2% 4.3% 0.7%
298人 1人 281人 11人 5人
100.0% 0.3% 94.3% 3.7% 1.7%
75人 - 68人 7人 -
100.0% - 90.7% 9.3% -
1,674人 41人 1,522人 78人 33人
100.0% 2.4% 90.9% 4.7% 2.0%

　　（ⅳ）公的年金

調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

522人 12人 484人 13人 13人
100.0% 2.3% 92.7% 2.5% 2.5%
521人 12人 482人 14人 13人
100.0% 2.3% 92.5% 2.7% 2.5%
488人 16人 446人 11人 15人
100.0% 3.3% 91.4% 2.3% 3.1%
249人 6人 217人 14人 12人
100.0% 2.4% 87.1% 5.6% 4.8%
1,780人 46人 1,629人 52人 53人
100.0% 2.6% 91.5% 2.9% 3.0%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

小学２年生

小学５年生

中学２年生
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収入階層 調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

23人 7人 10人 3人 3人
100.0% 30.4% 43.5% 13.0% 13.0%
76人 11人 51人 10人 4人
100.0% 14.5% 67.1% 13.2% 5.3%
120人 14人 99人 4人 3人
100.0% 11.7% 82.5% 3.3% 2.5%
162人 3人 147人 3人 9人
100.0% 1.9% 90.7% 1.9% 5.6%
312人 3人 289人 13人 7人
100.0% 1.0% 92.6% 4.2% 2.2%
608人 3人 590人 8人 7人
100.0% 0.5% 97.0% 1.3% 1.2%
298人 3人 282人 7人 6人
100.0% 1.0% 94.6% 2.3% 2.0%
75人 - 74人 1人 -
100.0% - 98.7% 1.3% -
1,674人 44人 1,542人 49人 39人
100.0% 2.6% 92.1% 2.9% 2.3%

　　（ⅴ）公的医療保険

調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

522人 6人 496人 7人 13人
100.0% 1.1% 95.0% 1.3% 2.5%
521人 5人 496人 8人 12人
100.0% 1.0% 95.2% 1.5% 2.3%
488人 5人 461人 7人 15人
100.0% 1.0% 94.5% 1.4% 3.1%
249人 5人 221人 11人 12人
100.0% 2.0% 88.8% 4.4% 4.8%
1,780人 21人 1,674人 33人 52人
100.0% 1.2% 94.0% 1.9% 2.9%

収入階層 調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

23人 1人 18人 - 4人
100.0% 4.3% 78.3% - 17.4%
76人 6人 57人 9人 4人
100.0% 7.9% 75.0% 11.8% 5.3%
120人 10人 103人 3人 4人
100.0% 8.3% 85.8% 2.5% 3.3%
162人 - 151人 2人 9人
100.0% - 93.2% 1.2% 5.6%
312人 3人 297人 6人 6人
100.0% 1.0% 95.2% 1.9% 1.9%
608人 1人 596人 5人 6人
100.0% 0.2% 98.0% 0.8% 1.0%
298人 - 288人 6人 4人
100.0% - 96.6% 2.0% 1.3%
75人 - 75人 - -
100.0% - 100.0% - -
1,674人 21人 1,585人 31人 37人
100.0% 1.3% 94.7% 1.9% 2.2%

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

～100万未満

～200万未満
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　　（ⅵ）税金

調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

522人 23人 477人 10人 12人
100.0% 4.4% 91.4% 1.9% 2.3%
521人 22人 482人 7人 10人
100.0% 4.2% 92.5% 1.3% 1.9%
488人 39人 429人 8人 12人
100.0% 8.0% 87.9% 1.6% 2.5%
249人 15人 220人 6人 8人
100.0% 6.0% 88.4% 2.4% 3.2%
1,780人 99人 1,608人 31人 42人
100.0% 5.6% 90.3% 1.7% 2.4%

収入階層 調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

23人 4人 11人 5人 3人
100.0% 17.4% 47.8% 21.7% 13.0%
76人 13人 51人 8人 4人
100.0% 17.1% 67.1% 10.5% 5.3%
120人 16人 99人 3人 2人
100.0% 13.3% 82.5% 2.5% 1.7%
162人 12人 139人 3人 8人
100.0% 7.4% 85.8% 1.9% 4.9%
312人 22人 283人 3人 4人
100.0% 7.1% 90.7% 1.0% 1.3%
608人 21人 580人 3人 4人
100.0% 3.5% 95.4% 0.5% 0.7%
298人 6人 285人 3人 4人
100.0% 2.0% 95.6% 1.0% 1.3%
75人 - 75人 - -
100.0% - 100.0% - -
1,674人 94人 1,523人 28人 29人
100.0% 5.6% 91.0% 1.7% 1.7%

　　（ⅶ）給食費

調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

522人 8人 473人 29人 12人
100.0% 1.5% 90.6% 5.6% 2.3%
521人 8人 472人 31人 10人
100.0% 1.5% 90.6% 6.0% 1.9%
488人 15人 435人 25人 13人
100.0% 3.1% 89.1% 5.1% 2.7%
249人 2人 197人 38人 12人
100.0% 0.8% 79.1% 15.3% 4.8%
1,780人 33人 1,577人 123人 47人
100.0% 1.9% 88.6% 6.9% 2.6%

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

小学２年生

小学５年生

中学２年生
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収入階層 調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

23人 - 11人 8人 4人
100.0% - 47.8% 34.8% 17.4%
76人 6人 42人 23人 5人
100.0% 7.9% 55.3% 30.3% 6.6%
120人 7人 88人 21人 4人
100.0% 5.8% 73.3% 17.5% 3.3%
162人 6人 127人 22人 7人
100.0% 3.7% 78.4% 13.6% 4.3%
312人 6人 286人 15人 5人
100.0% 1.9% 91.7% 4.8% 1.6%
608人 7人 585人 12人 4人
100.0% 1.2% 96.2% 2.0% 0.7%
298人 - 283人 11人 4人
100.0% - 95.0% 3.7% 1.3%
75人 - 72人 3人 -
100.0% - 96.0% 4.0% -
1,674人 32人 1,494人 115人 33人
100.0% 1.9% 89.2% 6.9% 2.0%

　　（ⅷ）クレジットカードや他の借金の支払い

調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

522人 28人 468人 15人 11人
100.0% 5.4% 89.7% 2.9% 2.1%
521人 18人 470人 22人 11人
100.0% 3.5% 90.2% 4.2% 2.1%
488人 39人 405人 29人 15人
100.0% 8.0% 83.0% 5.9% 3.1%
249人 14人 208人 16人 11人
100.0% 5.6% 83.5% 6.4% 4.4%
1,780人 99人 1,551人 82人 48人
100.0% 5.6% 87.1% 4.6% 2.7%

収入階層 調査数 あった なかった
払う必要が
ない

無回答

23人 2人 11人 5人 5人
100.0% 8.7% 47.8% 21.7% 21.7%
76人 11人 47人 13人 5人
100.0% 14.5% 61.8% 17.1% 6.6%
120人 15人 92人 9人 4人
100.0% 12.5% 76.7% 7.5% 3.3%
162人 14人 132人 9人 7人
100.0% 8.6% 81.5% 5.6% 4.3%
312人 21人 273人 13人 5人
100.0% 6.7% 87.5% 4.2% 1.6%
608人 29人 562人 13人 4人
100.0% 4.8% 92.4% 2.1% 0.7%
298人 4人 281人 9人 4人
100.0% 1.3% 94.3% 3.0% 1.3%
75人 - 74人 1人 -
100.0% - 98.7% 1.3% -
1,674人 96人 1,472人 72人 34人
100.0% 5.7% 87.9% 4.3% 2.0%

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

～100万未満

～200万未満
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（２）医療機関への受診について

　　①病院等を受診した方が良いと思ったが受診させなかった経験

　子どもを受診させなかったことの有無では、全体では「あった」が13.3%となっており、世帯収入が下がる

ほど「あった」の割合が高い傾向にある。

調査数 あった なかった 無回答

522人 74人 441人 7人
100.0% 14.2% 84.5% 1.3%
521人 54人 462人 5人
100.0% 10.4% 88.7% 1.0%
488人 74人 408人 6人
100.0% 15.2% 83.6% 1.2%
249人 35人 213人 1人
100.0% 14.1% 85.5% 0.4%
1,780人 237人 1,524人 19人
100.0% 13.3% 85.6% 1.1%

収入階層 調査数 あった なかった 無回答

23人 5人 16人 2人
100.0% 21.7% 69.6% 8.7%
76人 19人 56人 1人
100.0% 25.0% 73.7% 1.3%
120人 24人 96人 -
100.0% 20.0% 80.0% -
162人 26人 134人 2人
100.0% 16.0% 82.7% 1.2%
312人 50人 259人 3人
100.0% 16.0% 83.0% 1.0%
608人 75人 532人 1人
100.0% 12.3% 87.5% 0.2%
298人 23人 274人 1人
100.0% 7.7% 91.9% 0.3%
75人 2人 73人 -
100.0% 2.7% 97.3% -
1,674人 224人 1,440人 10人
100.0% 13.4% 86.0% 0.6%

　　②子どもを受診させなかった理由

　子どもを受診させなかった理由については、全体では、「仕事で時間がなかった」が55.7%、「お金がなか

った」が43.9%、「子どもの世話で時間がなかった」が8.9%となっている。

　収入階層別では、「お金がなかった」とする割合は世帯収入が低い階層ほど高くなる傾向がある。

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

●過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させたほうが良いと思ったが、実際

には受診させなかったことがありますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）

●「子どもを受診させないことがあった」と回答した方にお伺いします。その理由は

何ですか。あてはまるものすべてに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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調査数
お金がな
かった

保険証がな
かった

仕事で時間
がなかった

子どもの世話
で時間がな
かった

病院が遠い
ため

その他

74人 34人 1人 44人 9人 - 11人
100.0% 45.9% 1.4% 59.5% 12.2% - 14.9%
54人 25人 - 25人 6人 1人 12人
100.0% 46.3% - 46.3% 11.1% 1.9% 22.2%
74人 32人 - 45人 5人 4人 16人
100.0% 43.2% - 60.8% 6.8% 5.4% 21.6%
35人 13人 1人 18人 1人 1人 11人
100.0% 37.1% 2.9% 51.4% 2.9% 2.9% 31.4%
237人 104人 2人 132人 21人 6人 50人
100.0% 43.9% 0.8% 55.7% 8.9% 2.5% 21.1%

収入階層 調査数
お金がな
かった

保険証がな
かった

仕事で時間
がなかった

子どもの世話
で時間がな
かった

病院が遠い
ため

その他

5人 3人 - - - - 2人
100.0% 60.0% - - - - 40.0%
19人 5人 - 12人 1人 - 4人
100.0% 26.3% - 63.2% 5.3% - 21.1%
24人 14人 1人 16人 - 1人 1人
100.0% 58.3% 4.2% 66.7% - 4.2% 4.2%
26人 14人 1人 12人 4人 2人 4人
100.0% 53.8% 3.8% 46.2% 15.4% 7.7% 15.4%
50人 21人 - 26人 7人 1人 12人
100.0% 42.0% - 52.0% 14.0% 2.0% 24.0%
75人 34人 - 46人 5人 - 17人
100.0% 45.3% - 61.3% 6.7% - 22.7%
23人 7人 - 15人 2人 1人 6人
100.0% 30.4% - 65.2% 8.7% 4.3% 26.1%
2人 - - 2人 - - -

100.0% - - 100.0% - - -
224人 98人 2人 129人 19人 5人 46人
100.0% 43.8% 0.9% 57.6% 8.5% 2.2% 20.5%

　　③あなたが医療機関を受診できなかった経験の有無

　回答者が病院等に行けなかった経験の有無では、全体では「あった」が29.8%となっている。

　収入階層別では、世帯収入が下がるほど「あった」の割合が高い傾向にある。

調査数 あった なかった 無回答

522人 173人 342人 7人
100.0% 33.1% 65.5% 1.3%
521人 150人 367人 4人
100.0% 28.8% 70.4% 0.8%
488人 148人 335人 5人
100.0% 30.3% 68.6% 1.0%
249人 60人 186人 3人
100.0% 24.1% 74.7% 1.2%
1,780人 531人 1,230人 19人
100.0% 29.8% 69.1% 1.1%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

合計

～500万未満

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

●過去１年間に、あなたが病院や歯医者に行きたいのに行けなかったことがありま

すか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数 あった なかった 無回答

23人 5人 16人 2人
100.0% 21.7% 69.6% 8.7%
76人 33人 42人 1人
100.0% 43.4% 55.3% 1.3%
120人 55人 65人 -
100.0% 45.8% 54.2% -
162人 50人 109人 3人
100.0% 30.9% 67.3% 1.9%
312人 102人 207人 3人
100.0% 32.7% 66.3% 1.0%
608人 179人 428人 1人
100.0% 29.4% 70.4% 0.2%
298人 60人 237人 1人
100.0% 20.1% 79.5% 0.3%
75人 14人 61人 -
100.0% 18.7% 81.3% -
1,674人 498人 1,165人 11人
100.0% 29.7% 69.6% 0.7%

　　④医療機関に行けなかった理由

　医療機関に行けなかった理由では、全体で「仕事で時間がなかった」が61.2%、次いで「お金がなかった」

が39.7%となっている。

　収入階層別では、「お金がなかった」とする割合は世帯収入が低い階層ほど高くなる傾向がある。

調査数
お金がな
かった

保険証がな
かった

仕事で時間
がなかった

子どもの世話
で時間がな
かった

病院が遠い
ため

その他 無回答

173人 63人 2人 99人 81人 4人 14人 -
100.0% 36.4% 1.2% 57.2% 46.8% 2.3% 8.1% -
150人 52人 - 95人 45人 4人 12人 -
100.0% 34.7% - 63.3% 30.0% 2.7% 8.0% -
148人 66人 - 98人 24人 2人 8人 2人
100.0% 44.6% - 66.2% 16.2% 1.4% 5.4% 1.4%
60人 30人 1人 33人 9人 - 3人 -
100.0% 50.0% 1.7% 55.0% 15.0% - 5.0% -
531人 211人 3人 325人 159人 10人 37人 2人
100.0% 39.7% 0.6% 61.2% 29.9% 1.9% 7.0% 0.4%

合計

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上

合計

小学２年生

小学５年生

中学２年生

17歳

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

●「あった」と回答した方にお伺いします。その理由は何ですか。あてはまるもの

すべてに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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収入階層 調査数
お金がな
かった

保険証がな
かった

仕事で時間
がなかった

子どもの世話
で時間がな
かった

病院が遠い
ため

その他 無回答

5人 3人 - 1人 - - 1人 -
100.0% 60.0% - 20.0% - - 20.0% -
33人 11人 - 27人 4人 - - -
100.0% 33.3% - 81.8% 12.1% - - -
55人 29人 1人 30人 10人 1人 1人 -
100.0% 52.7% 1.8% 54.5% 18.2% 1.8% 1.8% -
50人 27人 2人 28人 10人 1人 3人 -
100.0% 54.0% 4.0% 56.0% 20.0% 2.0% 6.0% -
102人 44人 - 58人 44人 4人 10人 -
100.0% 43.1% - 56.9% 43.1% 3.9% 9.8% -
179人 65人 - 116人 58人 3人 18人 -
100.0% 36.3% - 64.8% 32.4% 1.7% 10.1% -
60人 16人 - 42人 19人 - 2人 -
100.0% 26.7% - 70.0% 31.7% - 3.3% -
14人 - - 11人 5人 - - -
100.0% - - 78.6% 35.7% - - -
498人 195人 3人 313人 150人 9人 35人 -
100.0% 39.2% 0.6% 62.9% 30.1% 1.8% 7.0% -

合計

～100万未満

～200万未満

～300万未満

～400万未満

～500万未満

～700万未満

～1,000万未
満

1,000万以上
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　６．相談の状況

　保護者の悩みごとの相談相手については、全体では「相談する人はいない」が2.8%に対して、父子家庭では

12.5%、母子家庭では10.2%と割合が高くなっている。

　子どもについての悩みの内容では、保護者の４割近くが「子どもの学習や進路」と回答し、母子世帯では16.9%が

「子どもの団らんや話し合いの時間が持てない」と回答している。

　相談機関や相談員に子育てや生活のことを相談した経験については、ひとり親世帯、特に父子世帯で「利用の

仕方がわからなかった」と回答する割合が高い傾向にある。

　　①保護者の悩みごとの相談相手

　保護者の悩みを相談する相手は、全体では「同居の家族」が71.9%、次いで「同居していない家族・親戚」が55.8%

となっている。

　家族形態別では、両親世帯では「同居の家族」が78.6%、「同居していない家族・親戚」が59.6%、母子世帯では「

同居していない家族・親戚」が54.2%、「それ以外の友人・知人」が47.0%の順となっている。また、「相談する人はい

ない」と回答している人は、全体で2.8%となっているが、父子世帯では12.5%、母子世帯では10.2%と高くなっている。

調査数
同居の家
族

同居して
いない家
族・親戚

職場の人 近所の人
それ以外
の友人・
知人

学校の先
生

地域の相
談員・相
談機関

医師等の
専門家

その他
相談する
人はいな
い

無回答

522人 382人 332人 145人 57人 293人 119人 18人 26人 9人 10人 9人
100.0% 73.2% 63.6% 27.8% 10.9% 56.1% 22.8% 3.4% 5.0% 1.7% 1.9% 1.7%
521人 378人 300人 116人 29人 254人 94人 20人 24人 6人 14人 7人
100.0% 72.6% 57.6% 22.3% 5.6% 48.8% 18.0% 3.8% 4.6% 1.2% 2.7% 1.3%
488人 351人 245人 117人 26人 231人 79人 6人 21人 2人 14人 8人
100.0% 71.9% 50.2% 24.0% 5.3% 47.3% 16.2% 1.2% 4.3% 0.4% 2.9% 1.6%
249人 168人 116人 51人 9人 94人 30人 3人 9人 3人 12人 2人
100.0% 67.5% 46.6% 20.5% 3.6% 37.8% 12.0% 1.2% 3.6% 1.2% 4.8% 0.8%
1,780人 1,279人 993人 429人 121人 872人 322人 47人 80人 20人 50人 26人
100.0% 71.9% 55.8% 24.1% 6.8% 49.0% 18.1% 2.6% 4.5% 1.1% 2.8% 1.5%

家族形態 調査数
同居の家
族

同居して
いない家
族・親族

職場の人 近所の人
それ以外
の友人・
知人

学校の先
生

地域の相
談員・相
談機関

医師等の
専門家

その他
相談する
人はいな
い

無回答

1,413人 1,110人 842人 342人 113人 706人 263人 41人 64人 15人 27人 14人
100.0% 78.6% 59.6% 24.2% 8.0% 50.0% 18.6% 2.9% 4.5% 1.1% 1.9% 1.0%
115人 97人 31人 26人 2人 47人 27人 1人 5人 2人 1人 2人
100.0% 84.3% 27.0% 22.6% 1.7% 40.9% 23.5% 0.9% 4.3% 1.7% 0.9% 1.7%
166人 22人 90人 46人 2人 78人 17人 2人 7人 3人 17人 5人
100.0% 13.3% 54.2% 27.7% 1.2% 47.0% 10.2% 1.2% 4.2% 1.8% 10.2% 3.0%
36人 27人 9人 8人 2人 18人 6人 - - - 2人 2人
100.0% 75.0% 25.0% 22.2% 5.6% 50.0% 16.7% - - - 5.6% 5.6%
16人 - 9人 2人 - 7人 2人 - 2人 - 2人 1人
100.0% - 56.3% 12.5% - 43.8% 12.5% - 12.5% - 12.5% 6.3%
9人 5人 2人 3人 - 5人 1人 - - - - 1人

100.0% 55.6% 22.2% 33.3% - 55.6% 11.1% - - - - 11.1%
19人 15人 8人 2人 2人 10人 6人 3人 2人 - - -
100.0% 78.9% 42.1% 10.5% 10.5% 52.6% 31.6% 15.8% 10.5% - - -
1,774人 1,276人 991人 429人 121人 871人 322人 47人 80人 20人 49人 25人
100.0% 71.9% 55.9% 24.2% 6.8% 49.1% 18.2% 2.6% 4.5% 1.1% 2.8% 1.4%

合計

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

小学２
年生

小学５
年生

中学２
年生

17歳

合計

両親世帯

●お子さんやご自身のことについて悩みや困ったことがある時、誰に相談しますか。

相談する人すべてに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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　　②子どもについての悩み

　子どもに関する悩みでは、全体では、「子どもの学習や進路」が38.2%と最も多く、次いで「子どもの発達やしつけ」

が18.4%となっている。

　家族形態別では、母子世帯において「子どもの団らんや話し合いの時間が持てない」とする割合が両親世帯の

7.6%と比較し、２倍以上の割合になっている。

調査数

子どもの
団らんや
話し合い
の時間が
持てない

親子関係
子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達やし
つけ

学校の先
生との関
係

子どもの
友達関係

子どもの
学習や進
路

子どもの
不登校や
ひきこもり

いじめ
子どもの
非行や不
良行為

522人 41人 26人 27人 135人 18人 87人 164人 4人 7人 4人
100.0% 7.9% 5.0% 5.2% 25.9% 3.4% 16.7% 31.4% 0.8% 1.3% 0.8%
521人 46人 24人 40人 110人 16人 101人 180人 9人 13人 6人
100.0% 8.8% 4.6% 7.7% 21.1% 3.1% 19.4% 34.5% 1.7% 2.5% 1.2%
488人 45人 27人 26人 52人 12人 77人 230人 10人 4人 7人
100.0% 9.2% 5.5% 5.3% 10.7% 2.5% 15.8% 47.1% 2.0% 0.8% 1.4%
249人 16人 13人 10人 31人 6人 21人 106人 5人 3人 2人
100.0% 6.4% 5.2% 4.0% 12.4% 2.4% 8.4% 42.6% 2.0% 1.2% 0.8%
1,780人 148人 90人 103人 328人 52人 286人 680人 28人 27人 19人
100.0% 8.3% 5.1% 5.8% 18.4% 2.9% 16.1% 38.2% 1.6% 1.5% 1.1%

子どもの
就職

その他
特に悩み
はない

無回答

16人 14人 204人 15人
3.1% 2.7% 39.1% 2.9%
34人 14人 201人 11人
6.5% 2.7% 38.6% 2.1%
34人 12人 176人 13人
7.0% 2.5% 36.1% 2.7%
46人 10人 96人 7人
18.5% 4.0% 38.6% 2.8%
130人 50人 677人 46人
7.3% 2.8% 38.0% 2.6%

小学２
年生

小学５
年生

中学２
年生

17歳

合計

小学２
年生

小学５
年生

中学２
年生

17歳

合計

●現在、お子さんのことで悩んでいることはありますか。あてはまるものすべてに〇。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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家族形態 調査数

子どもの
団らんや
話し合い
の時間が
持てない

親子関係
子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達やし
つけ

学校の先
生との関
係

子どもの
友達関係

子どもの
学習や進
路

子どもの
不登校や
ひきこもり

いじめ
子どもの
非行や不
良行為

1,413人 108人 79人 74人 254人 41人 221人 516人 19人 17人 15人
100.0% 7.6% 5.6% 5.2% 18.0% 2.9% 15.6% 36.5% 1.3% 1.2% 1.1%
115人 6人 3人 7人 22人 5人 15人 54人 1人 2人 1人
100.0% 5.2% 2.6% 6.1% 19.1% 4.3% 13.0% 47.0% 0.9% 1.7% 0.9%
166人 28人 2人 14人 35人 3人 34人 68人 3人 3人 2人
100.0% 16.9% 1.2% 8.4% 21.1% 1.8% 20.5% 41.0% 1.8% 1.8% 1.2%
36人 2人 5人 3人 4人 1人 6人 19人 2人 2人 1人
100.0% 5.6% 13.9% 8.3% 11.1% 2.8% 16.7% 52.8% 5.6% 5.6% 2.8%
16人 1人 - - 3人 1人 2人 6人 1人 - -
100.0% 6.3% - - 18.8% 6.3% 12.5% 37.5% 6.3% - -
9人 1人 - - 1人 - 1人 4人 1人 - -

100.0% 11.1% - - 11.1% - 11.1% 44.4% 11.1% - -
19人 2人 1人 4人 8人 1人 7人 12人 1人 3人 -
100.0% 10.5% 5.3% 21.1% 42.1% 5.3% 36.8% 63.2% 5.3% 15.8% -
1,774人 148人 90人 102人 327人 52人 286人 679人 28人 27人 19人
100.0% 8.3% 5.1% 5.7% 18.4% 2.9% 16.1% 38.3% 1.6% 1.5% 1.1%

家族形態
子どもの
就職

その他
特に悩み
はない

無回答

85人 35人 565人 32人
6.0% 2.5% 40.0% 2.3%
11人 5人 42人 2人
9.6% 4.3% 36.5% 1.7%
24人 5人 50人 6人
14.5% 3.0% 30.1% 3.6%
4人 2人 9人 2人
11.1% 5.6% 25.0% 5.6%
3人 2人 5人 1人
18.8% 12.5% 31.3% 6.3%
1人 - 2人 -
11.1% - 22.2% -
2人 1人 - 2人
10.5% 5.3% - 10.5%
130人 50人 673人 45人
7.3% 2.8% 37.9% 2.5%

　　③相談機関や相談員に子育てや生活のことを相談した経験

　相談機関や相談員に相談した経験の有無については、（ⅱ）保健センターが26.7%、次いで（ⅰ）市役所の窓口が

10.6%となっている。また、「利用の仕方がわからなかった」と回答した割合が、（ⅰ）市役所の窓口が2.4%、（ⅱ）

保健センターが2.6%、（ⅲ）スクールカウンセラーが3.4%、（ⅳ）スクールソーシャルワーカーが7.2%、（ⅴ）児童相談

所が3.6%、（ⅵ）民生委員・児童委員が4.9%、（ⅶ）母子・父子自立支援員が4.7%、（ⅷ）家庭児童相談員が5.2%と

なっている。

　家族形態別では、ひとり親世帯特に父子世帯で「利用の仕方がわからなかった」と回答する割合が高い傾向に

ある。

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

両親世帯

●以下のような機関や相談員に、子育てや生活のことで相談したことがありますか。

（ 小５ ・ 中２ ・ 17歳 ・ 保護者小２ ・ 小５ ・ 中２ ・ 保護者17歳 ）
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　　（ⅰ）市役所の窓口

調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

522人 67人 387人 5人 11人 5人 38人 9人
100.0% 12.8% 74.1% 1.0% 2.1% 1.0% 7.3% 1.7%
521人 53人 388人 6人 13人 18人 29人 14人
100.0% 10.2% 74.5% 1.2% 2.5% 3.5% 5.6% 2.7%
488人 38人 375人 3人 8人 11人 32人 21人
100.0% 7.8% 76.8% 0.6% 1.6% 2.3% 6.6% 4.3%
249人 30人 179人 2人 4人 8人 17人 9人
100.0% 12.0% 71.9% 0.8% 1.6% 3.2% 6.8% 3.6%
1,780人 188人 1,329人 16人 36人 42人 116人 53人
100.0% 10.6% 74.7% 0.9% 2.0% 2.4% 6.5% 3.0%

家族形態 調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

1,413人 109人 1,131人 7人 27人 30人 80人 29人
100.0% 7.7% 80.0% 0.5% 1.9% 2.1% 5.7% 2.1%
115人 10人 88人 1人 3人 4人 5人 4人
100.0% 8.7% 76.5% 0.9% 2.6% 3.5% 4.3% 3.5%
166人 50人 66人 6人 6人 5人 21人 12人
100.0% 30.1% 39.8% 3.6% 3.6% 3.0% 12.7% 7.2%
36人 10人 19人 - - 2人 3人 2人
100.0% 27.8% 52.8% - - 5.6% 8.3% 5.6%
16人 2人 8人 1人 - 1人 2人 2人
100.0% 12.5% 50.0% 6.3% - 6.3% 12.5% 12.5%
9人 - 7人 - - - 2人 -

100.0% - 77.8% - - - 22.2% -
19人 4人 9人 1人 - - 2人 3人
100.0% 21.1% 47.4% 5.3% - - 10.5% 15.8%
1,774人 185人 1,328人 16人 36人 42人 115人 52人
100.0% 10.4% 74.9% 0.9% 2.0% 2.4% 6.5% 2.9%

　　（ⅱ）保健センター

調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

522人 175人 294人 6人 12人 3人 26人 6人
100.0% 33.5% 56.3% 1.1% 2.3% 0.6% 5.0% 1.1%
521人 137人 320人 10人 6人 16人 19人 13人
100.0% 26.3% 61.4% 1.9% 1.2% 3.1% 3.6% 2.5%
488人 108人 315人 3人 7人 15人 24人 16人
100.0% 22.1% 64.5% 0.6% 1.4% 3.1% 4.9% 3.3%
249人 56人 150人 5人 1人 13人 16人 8人
100.0% 22.5% 60.2% 2.0% 0.4% 5.2% 6.4% 3.2%
1,780人 476人 1,079人 24人 26人 47人 85人 43人
100.0% 26.7% 60.6% 1.3% 1.5% 2.6% 4.8% 2.4%

小学５
年生

中学２
年生

17歳

合計

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学２
年生

小学２
年生

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

小学５
年生

中学２
年生

17歳
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家族形態 調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

1,413人 391人 878人 17人 20人 31人 54人 22人
100.0% 27.7% 62.1% 1.2% 1.4% 2.2% 3.8% 1.6%
115人 30人 73人 3人 - 1人 5人 3人
100.0% 26.1% 63.5% 2.6% - 0.9% 4.3% 2.6%
166人 37人 83人 3人 5人 9人 19人 10人
100.0% 22.3% 50.0% 1.8% 3.0% 5.4% 11.4% 6.0%
36人 10人 20人 - 1人 2人 1人 2人
100.0% 27.8% 55.6% - 2.8% 5.6% 2.8% 5.6%
16人 1人 7人 1人 - 3人 2人 2人
100.0% 6.3% 43.8% 6.3% - 18.8% 12.5% 12.5%
9人 - 7人 - - - 2人 -

100.0% - 77.8% - - - 22.2% -
19人 6人 9人 - - 1人 1人 2人
100.0% 31.6% 47.4% - - 5.3% 5.3% 10.5%
1,774人 475人 1,077人 24人 26人 47人 84人 41人
100.0% 26.8% 60.7% 1.4% 1.5% 2.6% 4.7% 2.3%

　　（ⅲ）スクールカウンセラー

調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

522人 36人 415人 3人 19人 16人 23人 10人
100.0% 6.9% 79.5% 0.6% 3.6% 3.1% 4.4% 1.9%
521人 42人 392人 10人 20人 22人 22人 13人
100.0% 8.1% 75.2% 1.9% 3.8% 4.2% 4.2% 2.5%
488人 46人 364人 5人 23人 11人 23人 16人
100.0% 9.4% 74.6% 1.0% 4.7% 2.3% 4.7% 3.3%
249人 34人 169人 8人 6人 12人 13人 7人
100.0% 13.7% 67.9% 3.2% 2.4% 4.8% 5.2% 2.8%
1,780人 158人 1,340人 26人 68人 61人 81人 46人
100.0% 8.9% 75.3% 1.5% 3.8% 3.4% 4.6% 2.6%

家族形態 調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

1,413人 118人 1,104人 17人 52人 40人 55人 27人
100.0% 8.4% 78.1% 1.2% 3.7% 2.8% 3.9% 1.9%
115人 11人 91人 1人 3人 4人 3人 2人
100.0% 9.6% 79.1% 0.9% 2.6% 3.5% 2.6% 1.7%
166人 20人 93人 7人 12人 9人 17人 8人
100.0% 12.0% 56.0% 4.2% 7.2% 5.4% 10.2% 4.8%
36人 2人 27人 - 1人 4人 - 2人
100.0% 5.6% 75.0% - 2.8% 11.1% - 5.6%
16人 2人 7人 1人 - 2人 2人 2人
100.0% 12.5% 43.8% 6.3% - 12.5% 12.5% 12.5%
9人 - 7人 - - - 2人 -

100.0% - 77.8% - - - 22.2% -
19人 4人 9人 - - 2人 1人 3人
100.0% 21.1% 47.4% - - 10.5% 5.3% 15.8%
1,774人 157人 1,338人 26人 68人 61人 80人 44人
100.0% 8.9% 75.4% 1.5% 3.8% 3.4% 4.5% 2.5%

合計

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

小学２
年生

小学５
年生

中学２
年生

17歳

合計

両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯
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　　（ⅳ）スクールソーシャルワーカー

調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

522人 6人 438人 2人 10人 33人 23人 10人
100.0% 1.1% 83.9% 0.4% 1.9% 6.3% 4.4% 1.9%
521人 8人 419人 3人 7人 45人 23人 16人
100.0% 1.5% 80.4% 0.6% 1.3% 8.6% 4.4% 3.1%
488人 8人 397人 3人 13人 27人 22人 18人
100.0% 1.6% 81.4% 0.6% 2.7% 5.5% 4.5% 3.7%
249人 4人 187人 4人 5人 24人 15人 10人
100.0% 1.6% 75.1% 1.6% 2.0% 9.6% 6.0% 4.0%
1,780人 26人 1,441人 12人 35人 129人 83人 54人
100.0% 1.5% 81.0% 0.7% 2.0% 7.2% 4.7% 3.0%

家族形態 調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

1,413人 18人 1,187人 7人 28人 87人 56人 30人
100.0% 1.3% 84.0% 0.5% 2.0% 6.2% 4.0% 2.1%
115人 - 100人 - 1人 9人 2人 3人
100.0% - 87.0% - 0.9% 7.8% 1.7% 2.6%
166人 4人 101人 4人 5人 22人 18人 12人
100.0% 2.4% 60.8% 2.4% 3.0% 13.3% 10.8% 7.2%
36人 1人 26人 - 1人 6人 - 2人
100.0% 2.8% 72.2% - 2.8% 16.7% - 5.6%
16人 1人 7人 1人 - 3人 2人 2人
100.0% 6.3% 43.8% 6.3% - 18.8% 12.5% 12.5%
9人 - 7人 - - - 2人 -

100.0% - 77.8% - - - 22.2% -
19人 1人 11人 - - 2人 2人 3人
100.0% 5.3% 57.9% - - 10.5% 10.5% 15.8%
1,774人 25人 1,439人 12人 35人 129人 82人 52人
100.0% 1.4% 81.1% 0.7% 2.0% 7.3% 4.6% 2.9%

　　（ⅴ）児童相談所

調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

522人 6人 449人 1人 13人 18人 25人 10人
100.0% 1.1% 86.0% 0.2% 2.5% 3.4% 4.8% 1.9%
521人 20人 428人 2人 12人 25人 21人 13人
100.0% 3.8% 82.1% 0.4% 2.3% 4.8% 4.0% 2.5%
488人 20人 410人 - 10人 11人 19人 18人
100.0% 4.1% 84.0% - 2.0% 2.3% 3.9% 3.7%
249人 16人 194人 3人 2人 10人 16人 8人
100.0% 6.4% 77.9% 1.2% 0.8% 4.0% 6.4% 3.2%
1,780人 62人 1,481人 6人 37人 64人 81人 49人
100.0% 3.5% 83.2% 0.3% 2.1% 3.6% 4.6% 2.8%

合計

その他

合計

小学２
年生

小学５
年生

中学２
年生

17歳

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

小学２
年生

小学５
年生

中学２
年生

17歳

合計
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家族形態 調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

1,413人 37人 1,223人 2人 30人 38人 54人 29人
100.0% 2.6% 86.6% 0.1% 2.1% 2.7% 3.8% 2.1%
115人 2人 103人 - 1人 5人 1人 3人
100.0% 1.7% 89.6% - 0.9% 4.3% 0.9% 2.6%
166人 16人 100人 3人 6人 13人 19人 9人
100.0% 9.6% 60.2% 1.8% 3.6% 7.8% 11.4% 5.4%
36人 2人 26人 - - 5人 1人 2人
100.0% 5.6% 72.2% - - 13.9% 2.8% 5.6%
16人 2人 7人 1人 - 2人 2人 2人
100.0% 12.5% 43.8% 6.3% - 12.5% 12.5% 12.5%
9人 - 7人 - - - 2人 -

100.0% - 77.8% - - - 22.2% -
19人 2人 13人 - - 1人 1人 2人
100.0% 10.5% 68.4% - - 5.3% 5.3% 10.5%
1,774人 61人 1,479人 6人 37人 64人 80人 47人
100.0% 3.4% 83.4% 0.3% 2.1% 3.6% 4.5% 2.6%

　　（ⅵ）民生委員・児童委員

調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

522人 3人 449人 2人 9人 23人 28人 8人
100.0% 0.6% 86.0% 0.4% 1.7% 4.4% 5.4% 1.5%
521人 2人 433人 2人 8人 30人 30人 16人
100.0% 0.4% 83.1% 0.4% 1.5% 5.8% 5.8% 3.1%
488人 5人 418人 - 10人 16人 23人 16人
100.0% 1.0% 85.7% - 2.0% 3.3% 4.7% 3.3%
249人 7人 193人 3人 4人 18人 15人 9人
100.0% 2.8% 77.5% 1.2% 1.6% 7.2% 6.0% 3.6%
1,780人 17人 1,493人 7人 31人 87人 96人 49人
100.0% 1.0% 83.9% 0.4% 1.7% 4.9% 5.4% 2.8%

家族形態 調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

1,413人 9人 1,234人 3人 20人 55人 67人 25人
100.0% 0.6% 87.3% 0.2% 1.4% 3.9% 4.7% 1.8%
115人 - 105人 - 1人 4人 2人 3人
100.0% - 91.3% - 0.9% 3.5% 1.7% 2.6%
166人 4人 104人 2人 9人 17人 19人 11人
100.0% 2.4% 62.7% 1.2% 5.4% 10.2% 11.4% 6.6%
36人 1人 23人 1人 1人 7人 - 3人
100.0% 2.8% 63.9% 2.8% 2.8% 19.4% - 8.3%
16人 - 8人 1人 - 2人 3人 2人
100.0% - 50.0% 6.3% - 12.5% 18.8% 12.5%
9人 - 7人 - - - 2人 -

100.0% - 77.8% - - - 22.2% -
19人 3人 9人 - - 2人 2人 3人
100.0% 15.8% 47.4% - - 10.5% 10.5% 15.8%
1,774人 17人 1,490人 7人 31人 87人 95人 47人
100.0% 1.0% 84.0% 0.4% 1.7% 4.9% 5.4% 2.6%

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学２
年生

小学５
年生

中学２
年生

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯
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　　（ⅶ）母子・父子自立支援員

調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

522人 9人 452人 1人 5人 23人 24人 8人
100.0% 1.7% 86.6% 0.2% 1.0% 4.4% 4.6% 1.5%
521人 6人 441人 2人 7人 28人 22人 15人
100.0% 1.2% 84.6% 0.4% 1.3% 5.4% 4.2% 2.9%
488人 11人 421人 3人 6人 12人 20人 15人
100.0% 2.3% 86.3% 0.6% 1.2% 2.5% 4.1% 3.1%
249人 8人 193人 1人 3人 21人 14人 9人
100.0% 3.2% 77.5% 0.4% 1.2% 8.4% 5.6% 3.6%
1,780人 34人 1,507人 7人 21人 84人 80人 47人
100.0% 1.9% 84.7% 0.4% 1.2% 4.7% 4.5% 2.6%

家族形態 調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

1,413人 8人 1,268人 1人 14人 45人 52人 25人
100.0% 0.6% 89.7% 0.1% 1.0% 3.2% 3.7% 1.8%
115人 - 106人 - 1人 3人 2人 3人
100.0% - 92.2% - 0.9% 2.6% 1.7% 2.6%
166人 21人 84人 4人 6人 21人 20人 10人
100.0% 12.7% 50.6% 2.4% 3.6% 12.7% 12.0% 6.0%
36人 4人 22人 - - 8人 - 2人
100.0% 11.1% 61.1% - - 22.2% - 5.6%
16人 - 6人 1人 - 5人 2人 2人
100.0% - 37.5% 6.3% - 31.3% 12.5% 12.5%
9人 - 7人 - - - 2人 -

100.0% - 77.8% - - - 22.2% -
19人 1人 11人 1人 - 2人 1人 3人
100.0% 5.3% 57.9% 5.3% - 10.5% 5.3% 15.8%
1,774人 34人 1,504人 7人 21人 84人 79人 45人
100.0% 1.9% 84.8% 0.4% 1.2% 4.7% 4.5% 2.5%

　　（ⅷ）家庭児童相談員

調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

522人 6人 447人 1人 8人 25人 25人 10人
100.0% 1.1% 85.6% 0.2% 1.5% 4.8% 4.8% 1.9%
521人 7人 430人 2人 8人 33人 25人 16人
100.0% 1.3% 82.5% 0.4% 1.5% 6.3% 4.8% 3.1%
488人 6人 419人 1人 6人 17人 21人 18人
100.0% 1.2% 85.9% 0.2% 1.2% 3.5% 4.3% 3.7%
249人 8人 194人 2人 4人 17人 16人 8人
100.0% 3.2% 77.9% 0.8% 1.6% 6.8% 6.4% 3.2%
1,780人 27人 1,490人 6人 26人 92人 87人 52人
100.0% 1.5% 83.7% 0.3% 1.5% 5.2% 4.9% 2.9%

小学５
年生

中学２
年生

17歳

合計

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

小学２
年生

中学２
年生

17歳

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯

母子世帯

小学２
年生

小学５
年生
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家族形態 調査数

相談した
ことがあ
る・してい
る

相談する
必要がな
かった

相談時間や
場所などが
使いづらかっ

た

相談する
のに抵抗
感があっ
た

利用の仕
方がわか
らなかっ
た

相談する
気になら
なかった

無回答

1,413人 19人 1,235人 1人 18人 58人 56人 26人
100.0% 1.3% 87.4% 0.1% 1.3% 4.1% 4.0% 1.8%
115人 - 102人 - 1人 4人 3人 5人
100.0% - 88.7% - 0.9% 3.5% 2.6% 4.3%
166人 6人 99人 4人 6人 19人 21人 11人
100.0% 3.6% 59.6% 2.4% 3.6% 11.4% 12.7% 6.6%
36人 1人 24人 - 1人 7人 - 3人
100.0% 2.8% 66.7% - 2.8% 19.4% - 8.3%
16人 - 8人 1人 - 2人 3人 2人
100.0% - 50.0% 6.3% - 12.5% 18.8% 12.5%
9人 - 7人 - - - 2人 -

100.0% - 77.8% - - - 22.2% -
19人 1人 12人 - - 2人 1人 3人
100.0% 5.3% 63.2% - - 10.5% 5.3% 15.8%
1,774人 27人 1,487人 6人 26人 92人 86人 50人
100.0% 1.5% 83.8% 0.3% 1.5% 5.2% 4.8% 2.8%

母子世帯

祖父母同居
の母子世帯

父子世帯

祖父母同居
の父子世帯

その他

合計

両親世帯

祖父母同居
の両親世帯
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自由意見（子ども・保護者） 
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○小学５年生　子ども　自由意見

【アンケート】

・ このアンケートはいいと思います。

・ またあらためて自分にたいしてむき合うことができてよかったです。そう思うと、いじめもされていないし、あ

まり１人でいる時間もないので「私ってしあわせものだな」と思います。こんかいはすごく勉強になって、また

自分のことをよく知れました。

・ 自分に、少し自信がもてました。見直すことができました。

・ このアンケートを書いて、改めて、自分の生活をふりかえって、なるべくはやくねたいと思いました。

・ ２２問めのと２３問めがわからなかった。

・ 問１５・問１９の①の意味がわからない　「家族」なのに親と兄弟をのぞいたらだれのことを言ってるのわから

ない

・ アンケートに何をかくのか、かいておこられるのか心配だったけど、やってみてそんなかんじはしなかった。

・ 私は、こういうアンケートが大好きです。なぜなら、自分が人につたえられないことをアンケートに書けてスッ

キリするからです。

・ どうして、こんなアンケートをとるんですか？書くのがめんどくさいのでにどとこんなアンケートをとらないでく

ださい。なにがどんなことにためがあるのかわからないので、アンケートをとらないでください。たぶん私には

意味がないと思います。知らないことを書かないでください。以上のことが私の思いです。そして、要望です。

かちのある人間になりたくて生まれてきたわけではないので。

・ おもしろかったけどへんなしつもんがあってやになった。

・ いろいろふり返れて良かったです。次もいろいろがんばろうと思いました。

・ もうこのアンケートはいやなのでやめてください。母もいっていました。こういうのをききだすのはサイテーで

す。このアンケートはもう死んでもかきません。サイテーです。ひどいです。こんなアンケートはやめてほしい

です。

・ （）を使ってくわしく書いてるのがいいと思う。説明文もわかりやすかった。

・ いろいろふり返ると自分はこんなふうにすごしているんだなとわかってよかったです。

・ アンケートは、とってもたのしかったです。これからは、自分の性格や気持ちを理解出来るようになりたい。

・ こうゆうふうに聞くのは、とてもいいと思う。

・ 自分自身のことのアンケートは、ほとんど３番だったのでみなおしてみて、びっくりしました。

・ 言葉がむずかしかったのでママといっしょにやりました

・ 感想・自分のことがよく知れた。

・ じぶんを見なおすことができるからこのワークシートは、大切なことだと思う。

・ とてもわかりやすかったです。

・ どうしてこのようなアンケートを取らなくてはならないのですか？

・ ☆アンケート楽しかったです！！

・ アンケートで、わからないところもあったけど、全部書きました。でも、問２２はよくわからなかったので「どち

らともいえない」の３にしました。むずかしかったです。けいたい電話、スマートフォンの中にキッズけいたいは

入るのかわからなかったけど、一応入れました。スペースあまりました…

・ 問題を答えていくうちに、どこがだめなのか、どこが自分のできるとこかということが改めてわかりました。

・ 問１９の①のいみがわからなかった

・ ひじょうに分かりずらいしつ問だと思います。（例）家族（親、そふぼ、親せき、兄弟などをのぞきます。）

というのは、他にだれがいるのですか？

・ しつもんが多かったです。

・ 何のためにやっているのか？

・ このアンケートは、とてもむずかしかった。

・ むずかしかった
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・ だいたい自分のことを書けたと思う。

・ これで自分の心がとってもスッキリしました。

・ こんなにしつ問されるかとは思わなかったです。

・ いいアンケートだと思いました。

・ こういう「アンケート」があれば、ふだん言えないことがあったとしても、伝えることができるので、いいと思い

ました！ありがとうございます！

・ あまり、子どもにむずかしいしつもんを、しないでほしい。

・ 家ぞく…（親、そふぼ、しんせき、きょうだい）をのぞきます。ってだれのことをいっているんですか？まったく

わかりません。しつもんのいみがわからない所がたくさんあったので、もっとかんたんにしてください。

・ アンケート大変でした。

・ よく分からない質問があってこまりました。質問の量が多かった。

・ とてもだれでも分かりやすいと思った。

・ このアンケートをなにかの社会にやくにたってほしいと思う。その他ありません。

・ このアンケートでつらい思いをしている人がいたら、その人の話を聞いてあげた方がいいと思う。

・ 自分のことを丸つけてとても楽しくてまたやりたくなりました。学校はとても楽しくてみんなやさしいです。

・ 最初のおきる時、ざっくりすぎる。

・ だめなところがわかったりして『自分はここをなおそう』というきになってきました。

・ アンケートがいがいに、むずかしかった。

・ アンケートの出し方がむずかしかった。

・ 感想は、すごくよかった。勉強をわかるように努力する。

・ 自分をふりかえっていろいろと考えた。

・ むずかしかった。

・ もう少しぐたいてきにしつもんしてもいいと思う。表のようなもの（←右ページのようなもの）は一つ一つの事

が色分けされていてとても見やすかった。平日と休日の質問を別々にせずに一緒に質問した方がいいと思

う。単刀直入に聞いてこずにもっとまわりくどく質問した方が分かりやすくていい。

・ このアンケートをやらせていただいて自分のことを知っていると思っていたら、少し考えたのでとても勉強に

なったし少し自分を知れたと思います。このアンケートを作ってくださって、ありがとうございます。

・ まあまあまよった。

・ あらためてしつもんされると全然外に出ていなかった。

・ むずかしい。

・ ことばがむずかしい。（わからないことがいっぱい）

・ このアンケートで自分がどんくらい何かをやっているのかが改めてそう思えた。自分の弱いところと強いとこ

ろを自分で想像し、何でもできる男になりたい。

・ ふだん考えることのない事だったのでいいきかいでした。

・ いろいろなアンケートがあって楽しかった。勉強かいつも楽しい！理科の実験が大好き！！図工で作るのが

おもしろい

・ いろいろなアンケートありがとうございました。

・ とてもかんたんでわかりやすかったです！

【学校】

・ ３クラスになってから先生の目がいきとどいていないから、１クラスの人数のきほんを、最高３０人くらいに

してほしい（学校）

・ せきがえが少ないので多くしてほしい。

・ プールにむしが出てくるので、新しいプールを作ってほしい。

・ 島小にむ名のアンケートボックスがほしい。理：いいたいことがいえない。つくった方がいっぱいいけんをだ

せる。

・ ○年○くみのたんにんはエロガッパとよばれています。
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・ 担任になる先生によって、ノートを書く量や授業のしかたがちがうので、統一できる部分は統一してくれたら

いいと思います。それから、先生に何か言っても聞いていないように見えます。生徒が教師に相談しやすい

かんきょうを作ってもらえるとうれしいです。

・ 小学生とかの「じこ」がいっぱいおきてるから、そうゆう悲しい事がおきないでほしい。

・ 先生が「おきてるー」と言いアゴをさわってきたこと

・ もっと、体育のじゅぎょうで、テニス、バトミントンなども、増やしてほしいです。

・ 先生がやさしい。

・ 和光小では、仲が良いところがいいと思います。

・ ５年生からは、シャープペンシルをもたせて下さい。シャープペンシルは、きれいにかけて、しんが短くなった

ときも上のボタンみたいなのを「カチッ」とおせばでてきます。

・ クラブは親がくるさんかんびみたいなのがありますか？なければそういうのは行ってください。

・ ６０分授業やめてほしい。

・ 全部学校のこと

・ 音楽の時ずっとすわってると足がいたいからなるべく立ってやりたい。

・ たのしく勉強したい。学活をふやしてほしい。先生のかくスピードがはやくておいつかない。

じゅぎょうを止めるのはやめてほしい。きゅうしょくにいぶつがはいってるのはやめてほしい

（３回だけだけど）

・ 学校のろうかのかべにひびがはいっており、直してほしい。プールのこうい室のゆかを人工しばにしてほし

い。（学校）グラウンドの鉄棒が古くなってすべりやすいから新しくしてほしい。（学校）げんかんのかさたてを

ふやしてほしい。（学校）・トイレにジェットタオルをつけてほしい。（学校）・便器をふやしてほしい。（学校）

・ トイレにジェットタオルをつけてほしい。（学校）

・ 便器をふやしてほしい。（学校）

・ 水のみ場をふやしてほしい。（学校）

・ 学校の前の木をきりたおしてほしい。

・ 休み時間がもっとほしい！

・ 今のクラスの人と友よくなれてうれしかった。

・ わたしのたんにんの先生が、作文をきげんまでにださなかった人が５人以上いて、おこって最後にきげんま

でにださなかった人のことを（アホ、アホ、アホ…）といっていたのでひどいと思いました。

・ 学校は、いいところです。ですがべんきょうをしていない人が、たまにいるのでそれを、かえてほしい。

・ 若草小学校は、とっても楽しいです！！

・ 学校で１人でいる時間をふやしたい。学校の全員遊びをなくしてほしい。

・ 昼、中休みを長くしてほしい。竹馬を新しいのにしてほしい。ほうかごせいそうやほうかごにすることをなくし

てはやくかえりたい。

・ 学校が遠かったら自転車でいっていいですか？

・ 学校で少しでもまちがえるとちゃかしてくる男子がいます。どう対応したら良いですか？

【学校給食】

・ たまには、給食の牛乳を、ちがう物にしてほしい。

・ カレーの回数をふやしてください。

・ パンの出る日をふやしてほしい。あげパンを出してほしい。カレーチキンを出してほしい。マーボー豆ふを

からくしてほしい。

・ 給食の量が少ないのでふやしてほしい。

・ 給食のパンの回数を増やしてほしいです。

【生活】

・ これからいろんなことがあるから、朝、早くおきたりきほん（あたりまえ）のようなことをちゃんとできるように

なりたい。
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【いじめ】

・ いじめがないように見えても、私は悪口をいわれていたことが少しありました。そんなうらでのいじめが、なく

なって楽しくすごせたらなと思います。

・ 学校はいじめがちょっと多いのでいじめをへらしたほうがいいとおもいます。

・ 世の中平和で悲しい事（いじめとか…）がないでほしい。

・ いじめにあいたくないとおもった

・ ぼくは、幼稚園の時いじめにあいました。家族はネットにかきこみをされた。ぼくが初めてじゃなかった。

家族で言ったのに何もしてくれなかった。ぼくは、しゃべれなくなってしまいました。そして今弟は同じ幼稚園

にいます。初日にぼくの弟だと先生に言われて泣いて帰ってきました。弟は幼稚園行けなくなってしまいま

した。今はぼくはしゃべれる友達もできたし先生も大好だし学校も好きだけどいじめのない幼稚園にしてほし

いし先生もよくしてほしい。

・ いじめで人がいやにならないようにしてください。

・ 学校ではぜんぜんいじめられていません。とてもうれしいです。

【その他】

・ 道、公園、かせんしきなどのゴミポイすてが多い。（社会）

・ 最初の問は平日で９時で休日が１１時～１時ぐらいです。

・ おきる時間は平日７時休日５～１０時ぐらいです。

・ いつも同じ公しか遊んでいなくて（周りにあまりないから）１つ～２つほど、ふやしてほしい。

・ 駅のすみとか道ばたによくタバコやカップめんのゴミとが落ちていることがよくあるから、ゴミひろいのきかく

とかをもっとふやしたらいいと思います。

・ 社会の事について

・ 父にたまに（さいきんは）ちょっとぼう力を受けています。悪口を言われています。（ちび等々）

・ なんで大人って自分のしたいこと（ゲーム）を３０分しかさせてくれないの？勉強ばっかり…

・ あんまりいい友達がいない。どうやって作ったらいいのかな？

・ ぼくはやくにわたたないけど、スポーツは、とくいです。
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○中学２年生　子ども　自由意見

【アンケート】

・ 子供にお金のことをきくなんてどうかと思う

・ アンケート長い

・ 感想は、このアンケートを通して、自分の生活をみなおせてよかった。

・ アンケート長いです。

・ アンケートのところに、きょうだいがいない人ようの欄をつくってほしいです。

・ アンケートをするのは良いと思う。学校、社会については個人的な意見ではありますが、もっと楽しく生活したい

です。

・ なぜ家の経済的なことを聞きたいのかが、よくわからない。

・ あまり自分では考えたことのない質問があったので見つめ直すことができました。

・ 匿名だと問題のある状態の子供が放置される可能性があるので、任意で名前を書かせる等の方法を採っても

いいと思う

・ 問２４の①の質問は調査するのに必要だと思うが人に価値のないなどあまり使ってはいけないと思う。

・ 母もそう言っていましたが、質問がナイーブな人に配慮されていないというか、失礼だと思います。また、上の２４

～２５は、自分に自信があるかどうかという質問ばかりで、少しうんざりしました。

・ すごくめんどうだった。税金の無駄使だと思われます。

・ 長い！！

・ 質問の意味がわかりづらい

・ 家での手伝いの時間ではなく、種類にして欲しいです。

・ 友だちのところをあてはまるとこすべてにしてほしい

・ このアンケートがあって良かったと思います。

・ 自分のことがさらにわかった。

【学校】

・ 制服は重いし、厚いし、熱いし、暑いので、なくしてほしいです。いざという時に走れないです。

・ 自転車通学をもっと短いきょりからさせてほしい。置き勉を主要教科でもさせてほしい。

・ 土・日のどちらかに部活動（卓球）の休みがほしい。

・ 学校の先生に無視されたくない。

・ 学校に、ソーラーパネルをつける。・内そうをきれいにする。・休み時間に、生徒が調べものなどのためにパソコン

をつかわせる。などなど。

・ 音楽室（部室）の窓が１つしか開かないので直してほしい。夏場が暑すぎる。

・ 定期テスト範囲表の発表が遅い。恵庭市が悪いわけではないが内心点という、つける人によって大きく差がでて

内心点をつけた先生によって未来が左右されるというくだらない制度は即廃止すべきだ。

・ 先輩がどうにかなりませんか？

・ 部活の休みをもっとふやしてほしい。部活動で、みんなとどう仲良くすればいいのかわからない。

・ 恵明の校則をもっと優しくしてほしい　指定バッグをなくしてほしい

・ 部活の休みをもっと多くしてほしい。毎日ずっと部活で、体が追いつきません。

・ 学校の先生に、生徒のいままでの事がかかれた資料を先生は必ず読み、その情報をふまえた上で行動するよう

指導してほしい。

・ 学校の授業でプリント学習をなくして全部ノートがいいです。

・ 学校の休み時間を増やしてほしい。もうちょっと帰る（下校）時間を早くしてほしい

・ 日本の学習は暗記が多過ぎる。考える問題をもっと出して欲しい（数学みたいに）。

・ 正直学校に行くのがツラいです。
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【学校給食】

・ もっとラーメンふやして！！！

・ 学校の給食時間が短すぎます。どうにかしてください。

【いじめ】

・ まず、教師が生徒をいじめてた（←今年の２月か３月に発かくした問題）という事実にあきれている。いじめはダ

メとかいってるのに、自分がしてんじゃんってなった。そういう先生が今も、教師をしていることに、不満、不思議

をいだいている。生徒も、いじめだとわからなく、先生といっしょにいじめてたり、「ジョーク」「遊び」って「いじめ」の

事をそういっていっしょにやってる人が多数いたので、もう１回恵庭市全体で、「いじめ」について、考えた方が良

いと思う。

・ 前までならっていたクラブで、私はコミュニケーションがとるのが苦手で、２こ下の子たちとは仲良くできましたが、

先輩方とは良くできず、必要さいていげんのことしかしゃべらなかったです。発表会の練習があり、先輩方と練習

するのが多くなりました。私は先輩方とはちがうクラブにはいっていて、競技から演技にうつったので私だけ実力

に差ができていて、私のせいで練習がなかなかすすまず、みなさんにめいわくをかけていました。それで、先輩

方からかげくちをいわれたり、仲間はずれにされてきました。私はとてもいやだったので、はっぴょうかいがおわる

とすぐにクラブをやめました。こういうけいけんは私だけならいいんですがいろんな人たちを多く見てきました。え

にわ市は、いじめられている人たちをたすけようとしているようにしようとしてると思いますが、なにも変わってませ

ん！たくさんの人たちが苦しんでいると思います。なのでそういう人たちをしっかりと守ってあげてほしいです。しょ

うじきにいって、私はいじめをされてから人がしんようできません。このような人がふえないようにもっとどりょくして

ほしいです。大人も子供たちのしょうらいのためにこの問題にもっとなやんでほしいです。

【その他】

・ とくにありません。おつかれさまです。

・ プロテスタント

・ 時間で自由をしばらないでほしい。

・ 一人一人が自分のことしか考えてないのどうにかなりませんかね。死にたい。自分をぬいたＬＩＮＥグループを作

ろうとする人がいる。トラウマが消えない。一人一人の言葉が無せき人。

・ もう少しお店とかがあればいいなと思う。商店街などを造ってほしい。

・ 最近６０代後半の人たちが車の事故を多く生じています。僕はそういう事故が減ってほしいと願います。でないと、

これから日本の人々がどんどんと亡くなっていってしまうからです。

・ お金ほしい　こづかい１ヶ月１万円くらいほしい

・ もう少し、公共の場を増やしてほしい

・ 日本は戦争をしないでほしい。
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○17歳　子ども　自由意見

【アンケート】

・ このアンケート意味あります？

・ アンケートはふだんの自分の行動をまとめれた感じがした。学校のこうそくがきびしいのがふまん。

・ 問題（質問）がわかりにくいので、もう少し主旨をわかりやすくしてほしいです。

・ 問１９、２０の問題で、何を聞いているのかよく理解できませんでした。「帰宅するまでの間」は外を歩いてい

るなどなどと思いますが…自分の家にいるというのはもう帰宅が完了している状態なのではありませんか

・ 問２３追加、だれもいないところ、一人でいれるとこ

・ 久し振りに自分の生活を振り返ったので、良い体験をした。

・ 質問の内容が少しわかりにくい点がありました。

・ 市のアンケートを初めてやった。

・ 僕は理解力に疎いので、問１９の意味がわかりませんでした。そんな僕のために、どうか主語、述語、目的

語をはっきりしてはくれないでしょうか。

・ 問１９の質問の意味がよくわからなかった。

・ 提案のひとつです。アンケートに参加してくれた人に図書カードやＱＵＯカードなどをプレゼントすることで、

よりアンケートへの参加が増えていいと思います。

・ 問８国立高等専門学校に通っている場合はどうすればよいですか？問１９帰宅するまでの間と聞かれた時

「自分の家」はすでに帰宅した後のことですか？問２０家族（親、祖父母、親せきなどきょうだいを除く）は具

体的にどのような人のことですか？問２７短期でアルバイトをしたことはあるのですが、どちらに○をつけれ

ばよいですか？質問ばかりで申し訳ないのですが、もう少し分かりやすく、選択肢を増やしていただけると

幸いです。

・ 意味の解せない言葉が多く、質問の意図が分からない質問が複数ありました。もっと分かりやすく書いて

ほしいです。帰宅するまでにどこにいるのかという質問に自分の家がありました。家についたら、帰宅では

ないのですか。よく分かりません。

・ 『問１９、問２０』の質問の聞き方が難しすぎて、伝わりにくく、理解できませんでした。

・ 日本語は正しく使ってほしいものです。大人がこんなんだと子供は悲しいです。

・ 質問がわかりにくいです。帰宅するまでの間とはどういうことでしょうか。それから選択肢がかなり微妙で

す。せめてその他をもう少し増やすべきだと思います。

・ すべての人が選択に当てはまるとはかぎらないのでその他のらんを作った方が良いと思います。そうすれ

ばもっとアンケートを書きやすくなると思います。また、その他の後に理由が書ける（）かっこもあると良いと

思います。

【学校】

・ 学校の部活動が時間が長い割に休みが平日１日しかないのが、正直キツイと感じます。

・ 中学校に自習室のような勉強に専念できるスペースがあったらよかった。教室で走り回る女子がいて、

その時にはなかなか勉強に集中できなかった。

・ 学校の図書館の予算をこれ以上削らないで、できることなら増やしてほしいです。

・ 今後のために、高校も義務教育にしてほしい。授業の途中で教室を抜け出して、職員室でお祈りをするよ

うな先生がいるので、そういう先生を教育する立場にしてほしくないです。

・ もう少し生徒を理解して

・ 恵庭北高の前の交差点が非常に危険です。横断歩道つけてほしいです。（地図あり）

・ 部活動などで、ケガをしてしまった場合絶対に無理をさせずに、体を治すことに集中させてあげてほしい。

・ 学校の勉強で、国語などその他の教科でも、教え方を統一させてほしい。

・ １人１人の生徒の顔や、仕草などよく見てあげてほしい。

・ 学校の先生が自分が真剣に話をしているのに真剣に聞かずに自分の仕事ばかりして腹が立つ！！高校
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はクソみたいな教師がいっぱいいるからあまりいきたいとは思わない人の話をきいてくれる教師を増やした

方がいいと思う。たぶん自分みたいなことをされているせいとがいるはずです。まじで高校教師はなんでも

・ 学校のトイレなどが古びて、臭いがでたり、そうじが大変だったりすることが多いので、しっかり変える。（ト

イレの工事）などをもう少し早くしてほしい。国民（市民）が安心して暮らせるために税金というものがあると

思うので、しっかり有効活用していただきたい。

適当すぎると思う！！

・ 小中学校の給食がお世辞にも美味しいとは言えないものだった。正直不味い。

【いじめ】

・ 小学校の時に、先生がなかなかいじめにとりあってくれなくて、次第にエスカレートして最初は悪口だけ

だったのが最終的には足を蹴られたり、暴力をふるわれた。先生はこれを知りながらも話を聞いて解決

しようともしてくれなく、居場所がなかった。

【交通】

・ ＪＲ千歳線の値段が高い。

・ 人通りの多い場所でも信号機がついてなかったり、信号のついてる時間が短い所があるからつけてくれる

とありがたいです。

・ 恵み野駅のトイレが臭い

・ 家から駅まで２ｋｍくらいあるのですが、札幌の北区にある高校に通っていて、朝が早く、雨が降るとバス

がないため、自転車に乗るか歩いて行くしか方法がなく、少し不便に思います。循環型ではなく、不定期

で、利用者が多い時間にも走るバスか、６：３０頃に恵庭市内にある各駅に停まるようなバスがあればいい

なと思います。

・ 島松駅をあたらしくしてほしい　反対側へおりるなど

【手当】

・ 市外に通学する学生の補助　（ｅｘ．通学費の○○％が戻ってくる）などをしてほしいです。特に私立高校に

かよっていると学費もあるので月の出費が多くなってしまいます。

【その他】

・ 私の世代でもちゃんと年金があってほしい。子どもを増やすための策を何か考えた方がいいと思う。

・ いろいろ自分について思うものがありました。日本全体てきに、もっとけずれるところがあると思います。

税金が上がっていくので学用品などを買うときのお金がとっても大変です。

・ 私が気になるのは、病気や障害のある人の学校生活についてです。（これは特定疾病を持つ私が感じた

ことです）（よく現われる）、周りが出来て自分には出来ないことに直面した際に周りから出来ないことを理

解されず、孤立するケース。ひとりひとりに配慮するのはとても難しいことですが、そのような人が多く居る

ことを知っていただきたいです。

・ 高校生になってから自分が社会不適合者なのではないかと毎日考えてしまいます。やらなければいけない

ことにもまったくやる気がでずこれからの人生がとても不安です。

・ 母子家庭で母が休まず働いて大変そう。兄妹は３人です。

・ 恵庭に大きな店がもっとほしい。

・ 留学しやすい社会になってほしい
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○小学２年生　保護者　自由意見

【学童クラブ】

・ 学童クラブを長期休暇のみ利用できる制度があると助かる。パートタイムで働いていると、学童クラブの条

件を満たさないので利用できず、夏休み、冬休みはどうしてもお昼をはさむ時間帯での仕事となるため、

心配がある。（普段は子供たちの学校へ行っている時間帯のみの就労）

・ 主婦なので生活のために昼間のパートを考えていますが、下の子は幼稚園の預り保育（幼稚園の預り保

育も値上りしてめちゃくちゃ高いです。）がありますが、上の子（２年生）は長期休みのみ学童クラブにかよ

わせることができないため、パートができません。２年生で１人でお留守番をさせるわけにいかないので、

学童クラブの様な所で夏休み、冬休み、春休みだけ預ってくれるところがほしいです。そして料金が高いの

と、日割り制度がないと困ります。お金に余裕がないので、子供は病院につれていきますが、自分はいろい

ろがまんします。冬も暖房を節約して室内温度は１８℃ですっごい寒いです。せめて２０℃にしたいのでパー

トをしたいです。

・ 学童の制度を見直しほしい。札幌市や千歳市では、長期休みだけの利用も可能なのに、恵庭市はなぜで

きないのですか。もっと、女性が安心して働けるようにして頂きたいです。あと、和光会館の学童にはホー

ルがないので子供たちが体を持て余している様子を見かけました。黄金ふれあいセンターとの差が激しす

ぎるように思います。

・ 学童クラブの単発利用ができるシステムがあればとても助かります。学校が休校になった時など、預ける

所にいつも困っています。

・ 学童クラブが高い。千歳や札幌を見習ってほしい。パートだと、学童の代金も家計に大きく響きます。

・ 学童クラブが有料にもかかわらず、利用資格の条件が多すぎる。学童クラブの利用料が高い（近隣の市は

無料の所が多い）

・ 学童について、学校がある時は利用しなくても良い時間にできるが、長期休みに利用するために、私の仕

事時間を長くしてもらっています。（２年生から１６：３０までに家に居ない家庭に限るため）長期休みだけ利

用できる場が学区でそれぞれあると嬉しい。学童代＋おやつ代で毎月けっこうお金がかかってしまう。

・ 学童クラブを長期休みだけ利用できるようにしてほしいです。長期休み中は仕事があまりできません。（９

時～１４時までの為）普段は利用できません。

・ ４／１に子ども家庭課さんに学童保育をなぜ４／１に休みにするのか、質問メールを送りましたが、回答を

いただけませんでした。そもそも読まれてもいないのでしょうか。４／１に学童が休みなのは、近隣

市町村（石狩管内、札幌市、長沼、南幌）では恵庭だけです。３／３１までは保育園にいて、次の日

いきなり預け先がなくなるのは非常に困ります。いきなり留守番はできません。この日だけファミサポという

のもありえません。まったく慣れない人の家でいきなり１日中過ごせる子供がいるでしょうか。それから学童

保育の時間を保育園と同じような時間に限りなく近づけることはできないでしょうか。（朝は７：３０～お迎え

は１９：００など）恵庭市外に通勤していて、始業が８：００や８：３０、終業が１８：００などですとかなり無理を

しないと毎日が成り立ちません。ファミサポもお願いする家庭の都合で使えないとなるのは困ります。「毎日

同じように」「移動や人がコロコロかわることがない」方が子供にとっても不安、負担がないかと思います。

これぞ「１年生のかべ」というものだと痛感しております。急な残業にも対応できず、職場に頭を下げていま

す。さぽねっとは自分の家に他人が入るのは非常に抵抗感があり、登録はしていません。困ったりなやん

だりして、ひたすら「子供も成長を待つ」という感じです。

・ 学童クラブの利用条件を緩和して欲しいです。週３日（月１５日以下）での利用や、１８時半以降の利用等

学校行事が兄弟２人以上だと週２回あったりで仕事の調整に苦労します。現代の家族構成や働き方と学

校、学童クラブの運営方針が合っていません。札幌市など近隣自治体と比較しても時代遅れな印象を持ち

ます。

・ 〈学童クラブについて〉仕事が１５時までの場合、１～３年生は入れてほしいです。幼稚園からすぐにおる

すばんするのは本当に心配です。低学年は少し考えてほしいです。

・ ・学童クラブが夏休みだけなど長い休みだけ利用したい方にも対応してほしい。・学童クラブの費用をもっと
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低額にしてほしい。・週２程度の利用の人にとっては高い。

・ 夏休みなど長期休暇中のみ１５、１６時までの就労時間がなくても、学童クラブへ登会できるシステムをつ

くってほしい。（きちんと就労実態があれば午前のみの登会など）

・ 学校が長期休みの時（春休み、夏休み、冬休み等）学童などで子どもの預りをしてほしい。パートで４時間

勤務が毎日なので毎日留守番させるのには不安がある。長期休みの時は、親の勤務時間に関わらずに

受け入れをしてほしいです。

・ 子供を学童クラブに入れて働きたいけど、条件がきびしく、入れる仕事をさがすのに苦労してます。何時ま

で働かなくてはいけないとか、１ヶ月に何日以上とか、締めがあり月に２回しか入会できないとか、市民の

ためにもっとゆるい条件にしてほしい。夏休みとかの長期休みだけとかもみとめてくれたらもっと働きやすく

なる。あと、月に２回しか入会できないのはおかしい。仕事がきまってもすぐに働けないのは困る。

・ 学童にあずけたいが、条件が少しきびしいと思う。長期間休みの時だけ利用できたらいいと思う。恵庭は

安心して母親が働くにはむずかしい。あずける場所がなさすぎる。パートでは学童にはいれれないとこ。

・ 千歳みたく学童クラブが色々な所にあれば、利用する人がふえると思います。

・ 学童クラブの料金が高すぎると感じます。長子の時はたしか３，０００円程でした。札幌市では無料と聞い

ています。７５００円では高すぎます。また、運動会や学芸会の振替休日などに単発で利用できるとありが

たいです。

・ パート（短時間）では、学童クラブを利用する事が出来ず、長期休みは子どもだけのお留守番がとても心

配です。長期休みだけの学童クラブがあればもっと安心して仕事が出来ます。

・ 夏休み、冬休み等の長期休みのみの学童利用をできるようにしてほしいです。現在９時～１４時のパートを

しており、長期休みの預け先がない事から安定して働けません。

・ 学童に子供の定員が多すぎる！子どもひろばと分ける意味が分からない！恵庭市は子どもが多いはずな

のに、それに対応しきれていないと思う。市の職員に話しても、全然状況が変わらない。他の市とくらべて

みると残念だ。

・ 学童で１６：００まで仕事をしていなければ利用できないのは不便。１５：００で仕事を終えても、通勤時間や

急な残業時など子供１人で待たせるには不安です。預けられるなら預けたいし、長期休みの時学童も使え

ないさぽねっと等も使えないとなるとどうしたら良いのか…。

・ 学童で使っているすみれ公園をもっと遊びやすく、安全にしてほしいです。ボール遊びしてもボールが外に

出やすいし、学童の先生だけでは大変だと思います。新しい滑り台もキケンです。子供ひろばをしていると

学童はホールがつかえません。また、えにあす前に信号機がほしいです。遠まわり、かわいそうです。制

度の要望はありませんが、学童を利用しているので子供達の安全に、快適に過ごしてほしいです。

・ 学童の利用が不便です。親の帰宅時間によって利用可能かどうかを判断されたり、仕事の日数や色々と

利用するにあたっての条件が厳しすぎます。長期休みだけ、利用できないというのも不便です。周りにも、

今後学童を利用したいけれど、条件にあてはまらなく仕事の転職や勤務時間の変更をしなければ…と悩ん

でいる声もよく聞きます。恵庭市は働いている世帯への支援が手薄いように感じます。千歳市のようにラン

ドセル来館等も含めて検討して、働きやすい、子供も安心して任せられる環境作りをお願いします。

・ 夏休み、冬休みだけ、学童に通えるようになると助かります。就学援助のわくを広げてほしい。今年から認

定されず毎月ギリギリの生活をしています

・ 短時間のパート勤務をしています。学童クラブを使いたかったのですが、就業時間が短いので使えません

でした。短時間、夏冬休みなどの長期休みに使用できるような制度を望みます。千歳のランドセル来館など

お手本に…

・ 午前のパートの為学童に入られず長期休み等は子どもだけで留守番は不安です。札幌のように登録さえ

すれば長期休み等のみの利用をできるようにして欲しいです。

・ 学童へ入れるために時間を延ばして働いていますが、理由は夏休み、冬休みのみ学童に預けることができ

ないためです。近くの自治体では、長期休みのみの利用ができるため、恵庭市に家を持った事を後悔して

います。長期休みのみの利用も出来る様に制度をかえて欲しいと思っています。

・ 小学校４年からの学童は利用しなくなる事が多いようで夏・冬の長期休み中、両親が仕事にでている時間

に安全にすごせる利用場所が多くできれば良いと思っています。
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・ 学童クラブの先生方や運営のしかたに助けられ、安心して子どもをあずけています。民間に託さず、現状で

運営していてほしいです。市の運営だからこそ、目くばり気くばりが行き届いていると思います。営利を目的

とする運営になるのはとても不安です。

・ 学童を利用していてとても助かっていて、先生達も一生懸命してくれているが、えにあすのトイレ使用は

子どもだけで行くのを見ると心配もある。

・ 夏休み、冬休み等、長期休みの間だけやっている学童クラブがあれば、ぜひ利用したい。

【サポートカード】

・ えにわっこサポートカードが使いずらく１度も使用したことがない…７～８年持ってるだけの気がする…意味

がない。ショートステイを使って～と保育士さんに言ってもらえたが説明もなく、サービスをつかうまでにいた

らなかった。支援センターのおもちゃを毎年何個か買いかえた方が子どもたちの刺激になる。

【病児保育】

・ 北海道内の別の市から１年半前に転入してきましたが、子どもが病気の時に預けにくい制度だなと感じて

います。病児保育の施設があってほしいと思っています。一般の方ではなく、看護士の資格を持つ先生が

いてほしいです。

・ 病児、病後児保育ができる小児科をぜひ作ってください。江別に住んでいたときにとても助かりました。

（あずま子ども家庭クリニック）緊サポも使ったことはありますが、上記の病後児保育ほど気軽には利用で

きません。全く初めての方に預けることになるので…。長沼も利用できなくなり、選択肢が減りました。上記

と別に考えても、小児科がもう少し増えて欲しいです。選択肢が少ないので。

・ 千歳市のように、病後児預りの施設があると助かります。子ども緊急さぽねっとの制度のように、自宅に来

てもらい子供の世話をしてもらうのは、かなり抵抗感があります。江別市の「ぽこあぽこ」のような、室内遊

具の充実している施設があると、天気に関係なしに子どもを遊ばせることができるので恵庭にもあったら良

いと思います。

【医療費助成】

・ 小、中学校生の医療費の無償化希望します。児童手当を中学生にまで拡大希望します。

・ 医療費の制度を見直しし最低６年生まで１割負担や初診料のみ負担にして欲しい。（まだまだ小学生は病

院に行くことが多いため）

・ 恵庭市も、中学まで病院代の負担を軽くしてほしい。オムツ代なども手当があると嬉しい。子供の手当が

少ない。働かなければ生活できないが、働くと子供との時間がなくなる。

・ 子供が小学生のうちは医療費助成制度があればいいと思います。

・ 医療費の負担が多いです。歯科の定期検診や耳鼻科の耳垢除去など専門医に勧められても、医療費が

長期的に考えるとどちらも健康を害する恐れがあるのですが…自治体の差をなくしてほしいです。

・ 医療費の一割負担を、小２までからせめて小６までに引き伸ばしてもらえるとありがたいです。

・ 子どもが障害を持っていて、検診に１～２万、薬代に６千円程かかります。年齢が上がると医療費も３割負

担になるので、不安です。子どもの医療費の引き下げは難しいでしょうか。又、障害はあるのに１級などの

重度ではないので、紙パンツ代とゴミ袋は支給されます。頂けてありがたいのですが、全然足りないので

買い足しているのが現状です。将来、私達両親がいなくなっても子どもが生きていけるのか少し不安です。

・ 子供の医療費は今年度から小学３年生まで１割負担になったが、中学生までにしてほしい。なぜなら、

ケガなどでの医療機関を利用する事が多いから。

・ 小学生になっても、たくさん病院や歯医者にかかるので、医療費の助成を６年生まで引き上げて欲しい。

子供が小さいうちは、なかなか自分（母親）の病院や歯医者に行けずファミサポ等を利用すれば良かった

のかもしれないが、ハードルが高い気がして、なかなか利用出来なかった。（夫は簡単に病院に行くのに

悲しい）もう少し気軽に短時間、子供を見ていてくれる所があると大変助かります。

・ 子供の医療費を中学校程度までは安くしてもらえると助かります。多子世帯や毎月の通院が必要な子供が

複数人いる場合、負担が大きいので。
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・ 医療の無料化や、１割負担を小学校高学年までのばしてほしい。アレルギー等で常備薬が必要な場合年

齢は関係ないと思うので。

・ ☆医療費の助成を中学生までしてほしい。

・ 小学６年生まで医療の助成があると嬉しいです。・私はもう子供を産む予定はないが、これから子どもを産

むお母さん達のために、産前産後（特に産後）のサポート態勢をしっかりしたほうがいいと思います。具体的

には、実家に帰らずに産後ほぼ日中１人であかちゃんのお世話をするお母さんのために安価であかちゃん

の面倒を見たり、なやみを聞いたりする施設があればいいなと思いました。こういう機関があれば、是非協

力できることはしたいです。

・ 小学６年生まで、医療費を無料にしてほしい。・少年団スポーツに、親が付きそえなくても良い。子どもた

ちだけで習えるようにしてほしい。・いろいろな支援があっても、お金がかかるのであれば、利用をひかえ

てしまう。

・ 受給者証の対象年齢をせめて小学校までにして欲しいです。中学生も何かと病院に通院しなくてはいけな

い事があるので、金銭面を考えずに病院に行ける制度を考えて頂けたら有り難いです。

・ 医療費がかかるので（結構多い方）小学３年生まで１割負担のものを、期間延長してほしいです。年収に

制限を設けてもいいので…矯正（歯列）にお金がかかりすぎて、辛い。（あまり関係ないが）介護職だが、市

内で初任者研修等の資格取得制度を充実してほしい。札幌までは通えないし、スキルアップはしたい…。

・ 子どもの医療費の援助をもっと手厚くしてほしいです。小学生でも通院が必要な子も多いので、無料にして

もらえると通院しやすいです。特に歯科も。なぜ３年生までなのか…。

・ 高校生まで医療支援をしてほしいです。安心して子育てできません。

・ 医療費助成（診療費１割負担）を受けられるのを小学生（６年生）までにしてほしいです。

・ 中学３年生まで医療費負担を１割にしてもらいたい。

・ 医療費受給制度をもう少し上の学年まで上げてほしいです。

・ 子供の医療費、３年生まで援助ではなく、せめて６年生までにしてほしいです。

・ 公園に時計を設置してほしいです。無い公園も多いので。

・ 子どもの通院医療費助成期間が長くなるとよい

・ 通院補助を充実して欲しい（小３→高３迄）・子育て世帯への支援策の充実

・ 子供は４年生からまた医療費が３割なので６年生まで１割、本当は無料にしてほしいです。

【医療機関】

・ 小児科が少なくていつも混んでいて行く気がなくなります。ムダに美容室・歯医者は多いし色々おかしいと

思います。そう思っている方たくさんいます。もっと子供のことを考えたらいいと思います。産婦人科と小児

科が少ないのはどうしてですか？

・ 恵庭で出産できないのは困る。バスが無くて、子どもと一緒に出かけずらい。

【地域の安全、交通安全】

・ 制度や支援策とは関係のない事ではあるかも知れませんが、子育てをしている親として１つお知らせです。

黄金南にある黄金中通りですが、車通りが多い上にスピードを結構出す車が多く、自転車の子供達が危な

い場面をよく見ます。公園もあり、夕方には子供達も多く通るのでいつか大きな事故がおこるのではないか

といつも心配です。特にイヌイさんと恵庭クリニックのある交差点は取り付けが不可能なのかも知れません

が、信号があればいいのになと思う事もあります。もし可能であれば、何か対策をとって頂ければうれしい

です。

【子どもの集う場所、運動施設】

・ 若草小学校の学区内に放課後に子どもが集える施設がありません（黄金ふれあいセンター的なものです）

子どもの友達で、約束をしていないのに毎日遊びに来て入りびたる、時間になっても家に帰りたがらない、

あそびに来ても友だちとあそぶより、その家のお母さんにあまえるような言動をする子がいます。放課後に

ふれあいセンターのような指導員がいる場所であそべる環境があれば行き場のない子のうけ皿になり問題
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をかかえている家庭に気づくことができるかもしれないのになと今まで思うことがありました。

・ 学校行事が土日にあった場合、月曜日が振替休日になるのですが、月曜日は子どもひろばが休日の事が

多く、結局子ども達の居場所が無いので、改善してもらえると助かります。（平日なので、家庭も仕事で留

守の事が多いので。）又、柏地区は図書館が無いので、かしわのもりをもう少し中・高生が自習など学習の

できる空間が増えると有難く思います。

・ 子どもひろばは利用したことはありますが、１回行っただけでその後利用していません。子どもはあまり楽し

くない…と言って利用していません。最近のニュースを見ていると、行政支援が積極的でないし、身近にな

いんだなと思います。相談ってなかなか簡単にはできないんですよ。そこのところを行政はわかってほしい

です。

・ 子どもたちの身体活動、スポーツの場を増やすように施設やしくみを構築してほしい。

・ 大型遊具のある公園がほしい。どの公園の遊具も小学生が思いきり遊べない。アスレチックのようなこと

ができる大型遊具がほしい。

【母子・父子家庭】

・ ４年ほど前に母子家庭にやむを得ずなり、その際には市役所の相談窓口の方には本当にお世話になり、

心理面でもとても助けて頂きました。今も、児童手当、児童扶養手当、就学援助等で十分な支援を頂いて

いますが、上の２人が高校～専門学校生ということもあり、生活自体はなんとかな状態です。ですが、あと

何年かすれば上が自立してくれると思って、下の子にもなるべく不自由をかけないようにと頑張っています。

いつも何かあった時、相談を聞いて下さる窓口の方、又、昔とてもお世話になった保健センターの保健師の

方に、とても感謝しています。ありがとうございました。

・ 母子家庭ですが収入が基準以上で、何も制度にあてはまらなく、保育料が無料、就学援助など収入関係

なくしてほしいです。どうにかなりませんか。収入が低くて手当をもらい、種々な料金がかからない人もたくさ

んいて、結局同じ収入になるのは納得いかず。

・ 母子で子供が多いいとこにはもう少し支援を考えてほしいです。

【制度・サービス・相談】

・ 問３９ですが、どんな時にどこに相談すれば良いかよく分かりません。今は相談する必要がない為、使用す

る機会はありませんが、もっとこれだけの窓口があるのであれば、周知していただけたらありがたいです。

・ 制度やサービス知らなかったことが多いですが、どこに行ったらいいのか相談にしてもわかりずらいの一言

です。これはどこの場所だからあっちへとかなるより連携してくれると、利用する側もたすかります。

・ 子供や家庭の相談をしたいと思った事はあるが、知り合いに会うかも？知られるかも？と思うと足が向か

ない。

・ 教育委員会のソーシャルワーカーに相談しましたが（小学校の先生のことで）具体的な解決策に結びつか

ず最後には「もう終わったことなので、お母さんが流しましょう」と言われ、本人も家族もとても辛い思いをし

た。母も子も障害や病気があり、ファミリーサポートセンターや緊急さぽねっとから病気のことを理由に利用

を断られた。障害者や障害児には、預け先がないことを改善してほしい。（現状に危機感をもってほしい）

・ 使える制度について　対象となる家庭に文章を配布してほしい

・ 制度やサービスがこんなにあるとは思わなかった。また、どんなことを支援してくれるのか、内容がわから

ない。今後、使ってみたい気持ちはある。

・ もっとわかりやすい制度、説明がほしい。

・ 窓口の説明がわかりにくい。上から目線。面倒だというのが見え見えで気分が悪くなる。改善を求めます。

・ 問３９①、⑦相談する時周りのスタッフに会話が筒抜けなのがとても不快に感じる。個人情報が…。

小学校に入ってしまうとサービス自体がないので開設してほしい。

【情報提供】

・ 問３８・３９の制度や機関等、知らないものが多く今回のアンケートで初めて知った。自分たちに必要になっ

た時にきっと調べるのだろうけど、それよりも前に（子供が生まれた時点で）周知しておけると良いかと思う。
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どこで確認すれば良いのか、何があるのか…必要なタイミングでくわしく知るすべがほしいと思う。（出産時

や入学時にこんなものがあるよ。などの通知とか。）

・ 制度、支援たくさんあってよくわかりません。もっとわかりやすく、もっと情報を提供してほしい。

【アンケート】

・ 利用者の生の声を聞くこのアンケートの実施に恵庭市の子育て施策に真剣にとり組む姿勢が感じられまし

た。期待しています！

・ このアンケートの内容が収入や生活など随分深いところまで質問していますが、なぜ２年生のみ対象なの

でしょうか。色々問題を抱えている家庭が多いからなのですか？→聞かれたら答えますが、あまり金銭面

など必要以上に答えたくはないものです。答えなくてもよいのであればアンケートの意味があるのか？と

思いますが…

・ こんなのを書いて、何が良くなるのか疑問だ。時間を使って書かせたからには、何かしら良くなる方向に利

用してもらいたい。

・ 医療の受給者証など、もらえないものが多いのでアンケートの意味が分かりません。

・ 今回アンケートを受けて、私子供達がとても恵まれた環境にいることを再認識することが出来ました。アン

ケートを記入する前日にたまたま虐待について子供達と話をしたのですが、とてもデリケートな問題ではあ

りますが金銭についての話もしたところです。

・ 当該意見を聞くだけでなく、実行してもらいたい。

【学校】

・ 先生達の教育をしてほしい。ある先生が小学２年生に対し、大人に言うような言葉で子供達におこるが、

後で子供達に聞いたら、何を言ってるかわからないと言ってた。

・ 個人的な要望ですが○○小学校では、夜に茶話会を行っています。他の地区では参観日の後に懇談会な

どをしているので、夜の茶話会は廃止していただきたい。幼稚園のお母さんグループでの大人のいじめの

様なことがあり、精神的苦痛です。

・ スキーの事で。スキーは数回だけしか行わない授業なのに、各自で道具をそろえないといけない事に不満

です。高価な物なので、学校や市から支援があっても良いと思う。（レンタルなど）他にも、義務教育の割に

お金がかかる事が多いので、スキーまで買いそろえないといけないのは家計的にキツイです。それが無理

なら授業は行わなくても良いと思います。

・ 松恵小学校のスクールバスは満員ではなくか動しているなら他の子も乗せてほしい。兄弟がのっていない

とダメとかよくわからない理由はどうかと思う。廃止するならすればいい。のれる人とのれない人がいるのが

どうかと思う。前制度と現制度の生徒が混ざっている事に不満に思う。

・ ここに当てはまらないかもしれませんが、学校での勉強量も多く毎日宿題もしっかりあり、子供たちが自由

な時間が少なく、疲れきっているように思いました。土曜日も学校があると分散させる事ができるのと、親も

半日働けたりと良い事もあると思います。このような話を近しい家族や友人とする事があります。

・ 登校のスクールバスが利用できる人とできない人がいるのが不平等に感じます。入学時だけではなく、途

中からでも利用できるようになるか、えにわっこ応援タクシー事業の利用料金の補助（登下校に限って）が

あったらよいと思います。

・ 通学路の相談を市役の方にしたけで、「警察にして下さい」とたらい回しにされたり、学区の相談した時も

「町内会で出して下さい」と１個人ではとりあつかってくれなかったです。相談する意味ありますか？

【学校給食】

・ 自分の小学校時と比べて、給食のメニューが少なく思う。アレルギーが増えたから仕方がないのでしょう

が…今はまだ心配ないのですが、児童手当が中３までというのは不安です。医療費控除も小３までになり

嬉しいですが、６年生まででも良いのでは？なぜ３年生？子どもが３人いるのに、年が離れていて、保育

料免除など該当しないのがくやしいです。
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【教育費、奨学金、就学援助】

・ 奨学金の利息を下げて欲しい。・子供にはお金の事は気にせず、学びたい学校へ進学できるような充実し

た補助金制度を希望。（子供３人目以降を諦める原因として、教育費が心配だと言う声をよく聞きます。）

「大学費用は高すぎて、行かせられない」もよく耳にします。

・ 大学までの進学費用など、教育費に対する援助をもっと手厚くしてほしい。

・ 就学援助、提出したいが申請されなかったらやだなと思うので、とりあえず全員提出する形にして、それで

申請されない方がまだ納得する。

・ 就学援助も児童扶養手当も切られました。一度に２つも切るのはひどいです。所得の限度を引き上げてほ

しい。

・ 子どもが多くなると、食費などもかかるようになり、遊びに連れてったりも、１回でかなりかかってくるので、

いくら収入が増えてもその分、子どもにかかるようになるので、もう少し、子どもが多い家庭の就学援助の

要件を見直してほしいです。色んな制度で「小学校３年生以下」となるのも、見直してもらいたいです。

・ 子供を育てやすい、将来の心配（学費など）がなくなる様な制度が欲しい。

・ 私立中学校への助成制度の範囲を広くしてほしいです。子供達の将来の為にも、学べる・選べる学校を多

くしてほしいです。普通の家庭だと、学費が高くて、私立中学校を選ぶ事は出来ません。少しでも補助があ

ると将来が広くなります。

・ 小学生には当てはまらないが、中学や高校になるとお金がかかるようになるのに支援が無くなっていく制

度が不思議に思える。

【帰宅時間、愛の鐘】

・ 夕方の鐘の時間、１８時は遅いです。９時に寝かすまでに時間がたりません。（宿題をみる、夕飯、お風呂

など）どうか１７時３０分にして下さい。お願いします。（不審者も心配だし、勉強時間は学年×１０分＋

１０分です。これからどんどん時間が足りなくなり、寝るのが遅くなります。）千歳は１７時３０分です。

・ 夕方１８時に音楽が流れますが、子どもの帰宅時刻に流れた方が遅れずに帰宅でき、いいのかと思います。

・ 制度や支援とは少し違いますが、夕方６時になった時に外でチャイムをならしてくれていますが…なぜ、

５時ではないのでしょうか？子供達は、チャイムを聞いてから帰るので家に戻る時間が遅くなってしまいま

す。５時にならして下さい。公園に時計を設置して下さい。

【全体的意見】

・ 恵庭は子供への配慮がほとんどない！本当に子供のための街作りを考えているのかわからない。無料で

子供（小学生まで）が遊べる施設を作ったり、小１～の医療費の助成も中３までのばしてほしいし、子供が

産まれてのゴミ袋の支給も２歳までは短すぎる！子育てをしている人がたくさん働いていると思うが、その

生活情状が全くわかっていない。市の偉い人の意見ではなくもっと市民の声を反映する恵庭になる事を強

く望む！子育て中には住み易い環境になっていない！！

・ 働けば手当てが減りかかる費用が増え働きを減らせば貧しい生活になり子供がいじめられる。母子の悩

みは１つ、お金が必要。親が２人いることの幸せはそれ以上なにもない。悩みは高望みだ。

・ 子ども医療費助成の拡大。赤ちゃんのオムツのためのゴミ袋の助成期間の拡大。学童を利用したくてもフ

ルで働いていないと利用できなくて困っている。子どもとの時間を増やしたくて時短で働こうと思っても、月

○日以上、○時以降も働いている家庭等ときびしいし、長期休みの時のみだけでも利用できる様になれば

もっと良いと思う。子育てに力を入れているかもしれないが子育てする親に優しくない。

・ 日祝日に子どもを預けられるサービスをもっと充実させてほしい。保育園だと休日保育の利用人数の拡大

・ 制度や支援策を数多く作るより、働いたら働いた分取られて行く税金の金額の見直しを考えろ！！それで

子供達を育てやすくなる生活は十分やっていける様になるんだよ

・ ある程度の収入がある世帯は、税金を納めているにもかかわらず、収入の少ない（税金が少ない）世帯が

優遇される。不平等差があり、税金を納めている世帯にもメリットが欲しい。

・ 子どもの人数に応じた日数の有給休暇。・大学、専門学校までの無償化。・医療費を中学校卒業まで無

料に。
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・ 幼稚園が無償化になるのが納得いきません。今まで幼稚園にお金をかけてきました…。もっと違う所に使

えないのか…。小学生以上の家庭は思っていると思います。

・ 子どもが沢山いても年収によってもらえなかったことがあり、子どもを多く産んでも税金を多く支払っていても

支援は少ないことに不公平さを感じていた。子ども１人増えるだけでもかなりお金はかかる。そこは公平に

してもらいたい。年収が低い家庭ばかりなのは一生懸命働いている人が損しているように感じる。

・ １人での子育てに限界を感じ、でも頼れる親もいなければ…。子育て支援の充実もあまりこの恵庭では

感じられませんがもっと母親にも目を向けた制度があれば嬉しいです。ぎゃくたいニュースで親が悪いと

言いますが、頑張り過ぎているんです。休める場所、私も欲しいです。

・ 恵庭市内で子供がひとりっこの親の集まりがあれば参加したいと思います。子供がひとりっこだとママ友

つくるのにも苦労します。引っ越しをして新しい地での友達はなかなかできず、子供が一人っ子の親がほ

とんどいなくて、学校や子供のことを相談できるママ友はいません。つくる気はあるのですが、もうすでに仲

よしグループができてしまっていて、なかなか中に入れない感じです。

・ ３歳検診で発達や相談をする行政（保健センター等）の機会はおわってしまう。→民間で小学生以降（中学

生くらい）になるまでの相談窓口があったら良い。いざというときの助け合いでもなく孤立した生活をしていく

世の中で、互いに大人同士支えあえる機関（ボランティア、町内会等）がないと、正直よくない（親がすさん

でいき）ことがおこる原因になると思う。→親子関係のトラブルによってぎゃくたいや育児ほうき。・勉強をお

じいちゃん、おばあちゃんが教える塾があると良いと思う。（高学年～中学生くらい）

・ 生活が本当苦しい。障がいある子供もいて、留守番にもきびしい。生活費のため夜も働きたいが子供達残

してはさすがに行けず、親も高れい…この先が本当に、不安で不安で…不安です。

・ 下の子が発達障害まではいかない程度に不注意があり、そういうグレーゾーンの子にも配慮してもらえると

うれしいです。

・ 子育て支援短期利用事業というものが、恵庭市でやっている事をこのアンケートで知り、ホームページを見

ましたが、北広島市まで行かないとならないとなると利用しにくい。恵庭市内なら。または、札幌方面に向

かう方は北広でいいのかもしれませんが、千歳、苫小牧に向かう方には時間のロスになる。両方が助かる

ように千歳にももうけていただけたら良いのではないでしょうか。
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○小学５年生　保護者　自由意見

【学童クラブ】

・ 学童は、他の市でも行っているような、夏休みや冬休みなどの長期休暇パックなど、もっと使いやすい制度

にして欲しい。（高学年になると、平日に利用する時間も短いので、１日休みの時に主に利用できるとあり

がたいです。）

・ 夏休み、冬休みだけ学童に通えたら助かります

・ 春休み、夏休み、冬休みなどの大型の休みの時だけでも学童クラブを利用できるようにしてほしい。千歳の

ようにランドセル来館を取り入れてほしい。

・ 親が働いていなくても、１日だけ学童や子供ひろばで預ってくれるシステムにしてほしいです。札幌はそう

みたいでいいなと思いました。１年生の時、急に札幌へ行かなければならなくなり、鍵を渡していましたが、

開けられなくて玄関前で困った事があります。たまたま隣の人が声かけしてくれて開けてもらえましたが、

そのままだったらと思うとゾッとします。低学年の間だけでも、申請すれば、ランドセルのままで大人の目の

ある所へ行かせたいです。

・ 夏・冬休みの学童クラブがあればいい

・ ８：３０～１４：００の短時間のパートなので長期休みに学童も利用できず、子ども広場は９：００からのため

子どもを預ける人もいなく困っています。札幌市のように放課後児童クラブをつくり、小学生が安心して過ご

せると助かります。もしくは、千歳市の長期休業期間のみの学童利用実施と同じにしてほしいです。

・ 学童クラブをもっと活用しやすくしてほしい。夏休み、冬休みだけなど、他にどうしてもあずけ先がないとき

の単発でのあずかりなど。

・ 我が家のことではありませんが、ママ友から学童クラブのスタッフの方からとてもひどい対応をされたため、

利用をあきらめて辞めざるを得なかったという話を聞きました。市役所にも相談したものの、まともに取り合

ってもらえなかったということも聞きました。助けを必要としている人にとって、もう少し親身になってくれる

場所であってくれることを望みます。

・ 学童の先生の態度の悪さ。→やめました。（良い先生もいます）ひまそうにしてるがちゃんと仕事している

のか。親の悪口を言っている、子供に聞こえてます。今の話ではありません。

・ パートタイムで働いていますが、今後の下の子の時が心配なので夏休み、冬休み時の時だけの学童利

用が出来れば助かります。

【医療費助成】

・ 小学校６年生まで医療費の補助をして（１割負担等）いただければうれしいです。３年生までと拡大されつ

つあるようですが…。

・ 小学校の間医療費ゼロにしてほしいです。

・ 中学３年生までの医療費を無料にしてほしい。恵庭市はおくれていると思います。アンケートをとる前にや

るべき事があると思いますよ。

・ 子供の医療支援の期間をもう少し長くしてほしい。（せめて１２才くらいまで）

・ 今年度から始まった「子ども医療費受給者証」を中学３年まで使用できる様にしてほしい。無理ならせめて

小学６年までは、使える様にしてほしいです。子供はなにかと病院にかかる事が多いのでそう言う面で支

援してほしいです。

・ 北広島市は中学生のピロリ菌検査や、子供医療費助成が中学生まで等からして恵庭市はとてもお金が

かかります。

・ 日本脳炎予防接種が受けられるようになったと、他の市の医療機関から教えてもらいました。保健

センターに問合わせた所対象者には郵送でお知らせしたと言われましたが、そのような郵便は来てい

ません。

・ 医療費の助成についてですが小学校の間は病院に通院することが高学年になっても多いので、６年生ま

で枠を広げてほしいです。
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・ 医療費の負担を減らしてほしい

・ 子供にかかる医療費の無償化、児童手当を高校生まで支給

・ 子供の医療費は無料にしている所が多いのに今時３割も取る事におどろいています。ひどくなるまで病院

にかかれないなと思っています。子供に優しくない街だなと思います。医療費どうにかして下さい。

・ 小４～中学卒業も医療費を１割にしてほしい

・ 高校生まで医療費の無償化にして頂けると非常に助かります。

・ 乳幼児だけでなく、子どもが大きくなってからも医療費の補助があると助かります。就学援助は以前対象

になりましたが、現在は利用出来ませんでした。申請条件の変更があったのでしょうか。もう少し広げてい

ただけると嬉しいです。

・ インフルエンザのワクチンの助成。子供が３人もいるとすごく高額になってしまって去年から受けていない。

今年は上の子の受験もあるので受けたい。

・ ２０才まで病院代を無料にしてほしい。行きたくても金額を気にしてがまんしたくなる時がある。

・ 小学生の医療費を無料にまでしなくていいので、負担を軽くしてほしい。

・ 歯科治療について、小３まで拡大されましたが、歯は人生になくてはならないもののため、小学校６年生

まで無料化が望ましいと思います。

・ インフルエンザについて、子ども達にも助成金が必要と考えます。

・ 高校生まで医療支援してほしいです。安心して子育てできません。

・ 医療費を無料にしてほしい。アレルギーあるため年齢関係なくお金がかかるので。

・ 医療費を中学３年生まで無償化にしてほしい。・休日、夜間の小児科を充実させてほしい。

・ 医療費控除を６年生までにしてほしい。

・ 今年度から、小３まで病院や歯科の保険の制度がかわったが、義務教育（中３）まで補助してほしい。

・ 中学生になるまで、医療費を無料にしてほしい！病院にかかる機会が多いから…。

・ 子供の友達に放課後や休日ケガをさせられたり、部活でのちょっとしたケガ等で医療機関に行く事がけっこ

うあるので、無料になったら病院に行きやすい。私の周りほとんどの友達が暮らす市は、中学生まで大丈

夫なのに恵庭は子育てに優しくない市だと思う。ハズレの市に来たなとつくづく思います。違う市に引越せ

るなら、すぐにでも子育てに優して市に引越したいと心から思う。

・ 医療費負担の対象年齢をもっと上げてほしいです。（小学３年生までは中途半端な感じがします。）

・ 中学校卒業まで医療費を無料にして欲しい

・ 子供医療１割制度を中学生までにしてほしい。お金（税金）の使い方をもっと考えて欲しい。

【地域の安全、交通安全】

・ 松恵小学校の近くの交差点に歩行者信号がないのが気になります。最近、もう少しで児童がひかれそうに

なるのを見ました。あぶないと思います。南１９号と恵庭栗山線の交差点

・ 最近は、年配の運転手の交通事故で、本当に胸が苦しくなるニュースが多いので、子どもの登下校の時間

の安全強化。住みやすくて大好きなエニワなので、もっと安全になったらうれしいです。

・ 放課後地域のパトロールを強化してほしい。（子どもの安全の為）

・ とくにはありませんが、共働きで子どもの帰宅時に不在のことが多いので、子どもの帰宅時間に合わせた

巡回、パトロールを強化してくれると助かります。（１８～１９時）

【学校】

・ スクールカウンセラーはいまだに堅苦しいイメージがあるので、もう少し気軽に子ども達が利用できるように

していただきたいです。例）「こんな時に利用してね」とイラストや漫画形式でわかりやすく小冊子を作成して、

スクールカウンセラーの感心を高める。

・ 就学援助を受けてる家庭が、親の趣味でバイク買ったり新車買ったりできてる事が多いなと思う。援助する

にしても、もっとシビアにした方がいいと思う。

・ 小学校での学習カリキュラムの変更（英語の時間増やプログラミング導入など）についての取組状況（現状

と今後の予定）についてペーパーでお知らせいただきたいです。また恵庭小の学童クラブは一クラス（教室）
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あたりの児童数が多すぎではないでしょうか。子供達がぎゅうぎゅう詰めで、目が行き届いているのか心配

です。

・ 学校の先生の一部、子供たちへの接し方に問題があるように感じます。５年生という年齢の思春期に対し、

抱きつくなどをする先生がいると子供から聞いています。子供たちが安心して学校生活ができるようにケア

が出来るカウンセラーさんなどが、不定期ではなく、子供たち自身だけで相談しやすいなど環境があるとい

いなと思います。

・ 学校でいじめられた時、加害者生徒とクラスや通学路が同じ場合、家に帰ってくるまでにげ場がない。

・ 学校に行きたくない時（いじめの時）、親が相談する所は学校以外の所に相談してもよいものなのかわ

からない。

・ いじめの後遺症と思われる自己肯定感や自尊心の低下がみられる場合どのような支援を受けられる

ものなのか。

・ 平日に子供の時間がなさすぎる様に思います。学習時間が多いのはとても良い事です。土曜授業をする

等、平日にムリヤリつめこむカリキュラムはいかがなものでしょうか？子供に自由な時間もなく友人関係に

も親が入りこむのもどうなのか…と思います。子供１人にかかる金額も大きいです。これでは産みたくても、

今居る子がぎせいになる気がして産めません。

・ 恵庭は子育てしやすい街だと思います。子供が参加できるイベントもたくさんありありがたいです。子育て

支援として、学校補助員の数、時間を増やして頂きたいです。和光小の規模で３名は少なすぎます。各学

級に１名ずつでもお願いしたいくらいです。学校の先生も助かると思うので、ぜひ予算ありましたら、宜しく

お願い致します！！

・ 和光小では、もう５年生なのに、シャープペンシルが禁止みたいになっています。そろそろ、シャープペンシ

ルを持って行って勉強したいと子供も言っています。

・ 学年、クラスにより指導方法が違うのは親子で困る。学校としての方針はしっかり決めてほしい。

・ 教師へのクレームは教頭、その後は？

・ この調査についての意見かどうかはわからないのですが、最近気になっている事があったので書かせてい

ただきます。問４０の回答の通り、子供を松恵小学校に通わせています。５年前の入学時の問題で、通学

バスは使わず、下の兄弟もずっと送迎しています。我が家は送迎で困っていませんが、クラスの中の子に

は、親の仕事の都合でしょうか、去年くらいからです　子供クラブを利用していても、週に何回もタクシーで

帰宅している子がいます。５年前に上の兄弟がバスを利用しているという理由だけで、下の兄弟もずっとバ

スを使い続けている子もいれば、余分な経費を使わないと通いきれない子もいるのを近くで見ているのは

心苦しいです。そういう困った時に、困っている人に手を差しのべてあげていただきたいです。でなければ、

本来送迎が必須の条件ならば、スクールバスは完全に撤廃して校区バスだけにして下さい。

【学校給食】

・ 学校の給食費を母子、父子世帯の人は少し安くしてほしい。

【教育費、奨学金、就学援助】

・ 就学援助で家計のゆとりが生まれるので、とても感謝し、助かっていると思っています。ありがとうございま

す。

・ 就学援助を受けられた時があったのですが、生活が安定せず、どうしても払えない時が結構ありました。

受けられたとは言えもう少し制度の見直しをしてほしいと思います。

【母子・父子家庭】

・ うちは母子家庭です。同居の祖父母とは別の世帯で生活費も別ですが同居という理由だけでずっと（１０

年間）児童扶養手当てを受けれませんでした。本当に悲しかったです。なぜ同じ家という理由でそれを断ら

れるのか。シングルで生きて行く大変さが制度とか規準で計られることにずっと怒りを感じています。なんと

かはい上がりたいと思って生きてます。こんなアンケート書かされて本当に悲しみが増します。本当に知り

たいなら相談に行ったとき一人一人に真剣にむき合ってくれたらと思います。
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・ 父子家庭にも優しくして下さい。

【制度・サービス・相談】

・ どんな支援があるのかがそもそも、わかりにくく、制度について対象になるのかどうかさえ、わからないので、

広報などでもっと知らせてほしい。

・ 乳幼児の検診などで事務的な対応をされた気がしてからは相談しても意味のない気がしている。市役所へ

行っていろいろ手続きする際、わからない事を聞くと少しきつめな対応なので、相談しにくい…みんなが皆

同じではないが…

・ 子育てに関しての支援策等あまり身近に感じられないように思います。きっとよい内容もあるかと思います

が知らずに時が過ぎてしまっているかも。学校からのお便り等でしっかりと保護者に届くようにしていただけ

ればと思います。市役所の窓口はとても相談しにくいのでは。周りに相談内容聞こえてしまいそうかなと感

じます。

・ 市役所は幼児のときから、質問や問い合わせに対して、不親切というか、答えるのが面倒な様子を見せる

ので、困っても頼る気になれません。アンケートも必要性が分かりません！

・ 制度の内容がよく分からない。あっても、仕事で時間がとれないので行けない。

・ 千歳市のようにリフォームに対する支援があれば助かります。

【情報提供】

・ 情報を発信していると思っていますか？広報は月１回。全ての家庭でネットを行っていると思ってますか？

恵庭市って子育て制度に力入れてるって嘘ですよね。

【学習支援】

・ 塾に行かなくても身近な所に学習支援の場があると良い。

・ 参観日など、子ども達の姿を見ていて、学習支援が必要なのではと感じることがあります。学習障害や、

その傾向があるお子さんへの個別指導が小学校のうちからあってほしいです。医療費の助成はありがたい

ですが、学びのサポートになる事に税金を使ってほしいです。

【帰宅時間、愛の鐘】

・ 夕方に音楽が流れていますが、（今は１８：００）できれば、今の時間より少し早く流してほしいです。音楽

が流れるのをきっかけに帰宅できるようにしたいです。

・ 児童手当を年齢関係なく、学生のうちはもらえるよう拡充してもらいたい。

・ 進学意志のある子供へは、金銭面で親の負担が多すぎるので何か助成をしてもらいたい。

高校でも学校は部活をすすめるが、金銭面の負担が多すぎるので助成がほしい。

・ 小学生の帰宅時間を１８時→１７：３０へ変更して欲しい。１８時では勉強の時間や家族で過ごす時間が短

い。千歳は１７：３０です。

・ 小学生の帰宅時間のカネの音が１８時は遅すぎる。もっとけんとうして下さい。

【子どもの集う場所、運動施設】

・ 近くに図書館があるといいなと思います。

・ 学童ではなく、児童館を設置してほしいです。

・ 子どもひろば？恵み野フーレが活用しずらい。先生はなんのためにいるのか。いるならもっと子供と

かかわって活動してほしい。もっと遊ぶ場がきちんとしてれば、外でゲームする子供もへるのでは？

・ 若草地区だけ、子どもたちが放課後気軽に遊べる場所がないのは不公平だと思います。ボールをおもい

きりなげたりけったりできる広い場所安全な場所をつくってほしいです。柏の森のような所でも昼食がとれる

と働く母親は安心です。そういう場所で、子ども食堂などができればいいなと思います。休み中、お昼ご飯

も食べないでずっと遊んでいたりする子どもがいるのを知ってますか？そういう子どもをたすけてほしいです。

もしかしたらネグレクトなのかと思ってしまいます。
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【手当】

・ 年金受給をしていて、ひとり親でも児童扶養手当が受給対象となりましたが、年金額より、低い場合と制約

があります。年金月額より、低いというのは試算上受給できない人ばかりだと思います。実現しない以上、

国家予算を計上しないほうがよいと思いました。

・ 児童手当の現況届に必要な住民票と所得証明の取得に手数料を支払うのは、児童手当の目的を考えると、

本質を見失っていると思う。千歳市のように無料にすべき。

【緊急預かり等】

・ 病気の時など面倒みてくれる家族がいず、またインフルエンザ流行期の学級閉鎖になった時見てくれる

支援があれば助かります。

・ ショートステイがあるのを知らなかった。知っていれば利用してみたかった。夫が単身赴任で、下の子が手

術をした場合、術後付き添いで私も一緒に入院する時の他兄弟姉妹の面倒を両家祖父母の負担軽減の

ため利用（ショートステイ）できるのか知りたいです。（手術の予定が実際にあります。）

・ どうしても親が送迎できない時にタクシーを利用したが、費用がかさむと感じました。何か補助してくれる制

度があるとありがたいです。おじいちゃん、おばあちゃんがサポートしてくれる家庭ばかりではありません。

・ さぽねっとは、わかりにくく、利用したいとは思わない。子どもの支援事業とは、こども食堂的なことです

か？遠い地域にあって行くに行けないとか、問題はあると思います。車もなく、夜に出歩くのはかなりつらい

ものがあります。地域ごとにあると助かります。また、家族同志の付き合いとか情報交換にもつながると思

います。

【アンケート】

このようなアンケートを実施するのでしたらば現在のくらしや子育てに対してそれなりの改良がある事を

望みます。経済的な事をここまで細かく調査して、改良が進まないのであれば市民を裏切る事になると

思うので、よろしくお願い致します。調査だけで終了しない事を願っています。

・ このようなアンケートで実態調査していただけて安心できます。ありがとうございます。

【全体的意見】

・ 恵庭市は子どもに対する支援がある方だと思います。が、子どもにもっとお金をつかいたいと思うので（な

らい事等）これからもすごしやすい所になるよう支援をよろしくお願いいたします。不備があったら申し訳あ

りません。

・ 子育てサービスや相談機関がいろいろあるのを初めて知りました。最近は不登校や引きこもりなど、ニュー

スで聞く機会はあるけど、どういう時に利用すれば良いかわからない部分もある気がします。就学前は子

育てサポートがいろいろあったけど、小学生になるとサポート体制がなくなっているように思います。

・ 社会的弱者に対する支援も大切だが、納税者にもメリットが必要。塾やならい事への送迎サービスがほし

い。

・ 恵庭市は、転勤世帯の多い市だと感じます。自分もそうですが、夫婦共に地元が遠方で緊急の際にすぐ

頼れる人がいないのは、とても不安です。働いていると、緊急さぽねっとを利用したくても、手続きが平日の

昼間であったりと、利用する前段階でつまずく事もあります。とても便利な世の中ですので、もっとスマホ等

で簡単に手続きが出来ると楽です。最近は子ども会の活動もあまりみられず、地域の人と子ども、その親

をつなぐ手段がないのも、心細い理由の一つです。子どもは親以外に頼れる相手もいた方が、安心して育

てる環境ではないかと思います。

・ 恵庭は、子供のことで力を入れているときいたが、給食費も別に安くないし特に他の市とぜんぜんかわり

ない。

・ 幼稚園や保育園が無料になるのに小学校は、無料にならないの？（学費や給食費）小、中学校からの

方がお金がかかってます！！

・ 同じ学校の子で、服装が季節に適していなかったり、おなかをすかせている話をきいたりしますが、そのよ
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うなネグレクトなのか、かくれ貧困といわれる家庭なのか定かではありませんが、そのような情報は市の

支援窓口に届かないのでしょうか。何年も変わった様子がないところをみると、児童民生員等の機能はゆ

き届いていないのか、学校と連携がなっていないのか疑問です。
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○中学２年生　保護者　自由意見

【制度・サービス・相談】

・ どういう支援があるのか、わかりやすくしたプリントを学校等で年１回とか配布してほしい。

・ １度、生活の事で相談に行きましたが、もっとひどい人もいるから…と。後日連絡すると言われたが何もな

かったです。別件でスクールカウンセラーさんには、とてもよくしてもらい大変助かりました。

・ 市役所の窓口や手続が、週３回ほどでも良いので、１９時頃まで、あいているとありがたいです。特に高校

入学手続の時期は、仕事があるので、その間だけでもよいので、時間をおそくまで、やってもらいたいです。

・ 僻地に住んでいる為周りに話を聞いてもらえる人も居なく、育児について相談したいことがあり、何度か相

談窓口に電話したことがありますが、予約が必要なところが多く利用しづらいと感じています。どうしても今、

聞いて欲しい。どうしたら良いのか気持ちの整理をつけたく、電話をかけているので当日相談の窓口を広く

してくれるととてもありがたいです。又、スクールカウンセラーに小学校での子供の様子について相談したこ

とがありますが、全く学校内のこと（家庭学習面、テスト）を理解していなくて、話になりませんでした。いき

なり死にたいと思っているのですか？と問われ、私の悩みは軽すぎてこの人に相談して失敗したなと感じ、

悲しくて嫌な気持ちになり帰宅したことを覚えています。そんな感じの相談しか受け付けないのであれば気

軽に利用するにはかなり抵抗がありますね～。悩みは軽いうちにスッキリさせて重症化を防ぎたいですけ

れど…。

・ 制度や支援をプリントで配られても、よくわからなかった。

・ 中学生が利用する制度がよくわからない。発信がわかりずらく、制度が利用しずらい。結局、学校のお便り

で知ることが多い。共働きだと、最低限の情報で知るので、お便りが多く、あえてホームページは検索しな

い

・ 市役所には行きますが、相談しにくいです。

・ 税金（市税）が非常に高いわりに、受けられるサービスが少なく、非常に不満です。

【子どもの集う場所、運動施設】

・ 子どもたち（子の友人など）からの要望ですが、柏地区でバスケットボールができる所がほしいと熱望

しています。

・ かしわのもり等、月曜日にあけてほしいです。学校の振休が月曜日になる事が多いので。

【学校】

・ 恵中に自転車で通っている子のために、自転車置場をぜひ設置してほしいです。いつもバラバラに置いて

あるので玄関前がきれいになると思います。よろしくお願いします。

・ 恵北中ではスキー授業がありません！！高校に行ったら有る授業だし北海道に住んでいるのにウインター

スポーツにチャレンジする機会が無いのが非常に残念です。金銭的に難しいという理由もあるかもしれませ

んがそういった所をサポートしてはどうだろうか？

・ 不登校の子供達がなかなか学校に来れるシステムがあれば良いがむずかしいですね。友達関係がほぼ

ほぼ原因なのでしょうがお互い気まずいですね。なんとかうまく話しを進めて通える方向ならよいのにな！

と思う。

・ 図書関係の予算を増やしてほしい。（学校図書館、市立図書館）。

・ 部活の指導をＮＰＯ法人に任せて先生の負担を減らすべきだ。

・ 学習障害の子が通える通学教室をもう少し増やして中学生も対象にしてもらいたい。子供が抵抗なく通える

ところがあったら助かります。

・ スクールカウンセラーがもう少し回数が増えてほしい　生徒が相談しやすくなってほしい

・ 小学校の時と違い、学校の様子が分からなくなりました。発達障害があることを担任や教科の先生があま

り分かっていないように感じます。先生と密に連絡を取り合い、把握できた小学生時が懐かしく思い、今更

よくやって頂けたなあと感謝します。プライドを傷つけずに通えるるるまっぷの中学生版があればなあと思い
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ます。部活もあるので中々難しいですが…

・ 先程も書きましたが、中学校でも、勉強のわからない所は、教えてもらえるなどの支援があってもいいと思

います。学校もお時間ないのはわかりますが…少しでも見て頂けたらと思います。結局じゅくに行くしかな

いのでしょうか？中２で３９人クラスは多くないですか？

・ 学校にスマホの持ち込みＯＫとなりましたが、グループライン等の親や学校では見えない所でのいじめ等

があるのではないかと思います。学校や他の親の方々はどのように考えているのでしょう。他のお家のお

こづかいの金額や渡し方などもできれば知りたいなと思います。

・ わかりずらい…中学校の特別支援学級のカクリがヒドイ…普通級に戻せる様なコースがあっても良いと思う

し、これからふえてくると思います。

【手当】

・ 中学生までではなく、希望や必要とする子供には高校、大学、専門学校の手当てを拡充してもらいたいで

す。

・ 高校卒まで児童手当があると良いと思います。

・ 就学援助なども微妙に受けられず、児童手当のみだけではなかなか子供を育てていくのに大変です。もう

少し段階を踏んで助成等があればいいと思います。せめて他の市町村で行っている子供の医療費助成を

恵庭市でもやってほしい。今年から小学校低学年の助成を始めたようですが年齢が当てはまらずで中学生

まで拡大してほしいです。

・ 中３までの児童手当では高校入学時にかかるお金の多さに対応できない。今の時代高校まで行く子が多

数なので高校生まで手あつい助成制度を希望する。小さい子の助成も必要だと思うが子育てして来て制

度が始まる時期がずれていて恩恵を受けた実感が無い

・ 児童手当がもらえる子供の年齢を中学３年生までに引上げてほしいです。

・ こども手当てを増額してほしい。まったく足りない。

・ 児童手当は中学生までの対象だが高校生までの延長を希望したい。お金がかかるのはこれからなので…。

・ 児童手当の受けとり資格を父親（就労している）以外母親にも持たせてほしい。それぞれの家庭で決められ

ないのは困る。なぜ、働いているという理由だけで母親が受けとれないのか納得がいきません。父親が使

ってしまう、渡してくれないなど事情があることも配慮して欲しいです。その家庭に払えば良いということな

のかもしれませんが。

・ 児童手当ては兄、姉が小３までが対象となっているが、子供４人いたらお金がかかることに変わりない。

実際の姉弟の人数で対象になるようにしてほしい。特に幼稚園など高いので。

・ １６歳になったら児童手当てがなくなるのはちょっと大変。まだまだお金がかかる年なのに、つらいです。

【学童クラブ】

・ 学童の基準を少し変えてほしい。高学年でも行きたいと思える様な環境にして欲しい。

・ 小学校入学直後の１週間、子供ははやく帰ってくるのに、学童は対象外（１ヶ月の勤務時間が短い）だった

ので利用できず、仕事を休むことがありました。その時だけでも何らかの預かりの支援があるといいと思い

ます。

【アンケート】

・ アンケートの集計をわかる様に公開してほしいです。

・ 問３４について　可能な限りの答えが欲しかったです。うちは３人子供がいますが一番上が２６歳、２０歳

そして中２の子どもです。

・ 問３９の④、⑥、⑦、⑧は所在がわかりません。

【教育費、奨学金、就学援助】

・ 以前は就学援助を受けていましたが、今年は認定されませんでした。就学援助の幅を（条件）を広げていた

だけると助かります。子どもにかかる医療費、給食費等、恵庭市で補助があると嬉しいです。数年後の子ど
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もの教育についてはまだ考えられない状況。奨学金等の充実を望みます。

・ 祖父母と同居世帯でも、就学援助を

・ 大学奨学金支給制度について　給付型の支給対象の所得について対象となる家庭はどれくらいいるのか？

今回のアンケートで現状をみてほしいです。学業の４１以上でこの収入の家庭は制度開始されてから、いっ

たいどの人数がいるのでしょうか？もっと北海道内にある大学情報を知ってほしい。小さい子（たいしてお

金がかからない年代。）の子育てに力を入れているのは理解出来ますが市として…。もう少し上の年代に

目を向けてほしいです！！

・ 昨年、転職して収入が月１０万以上減りましたが、前年度収入で就学援助申請なのでできないでいるので

現在生活がきびしくなっています。なにかほかに援助受けることないでしょうか。これからますます出費が

マイナスになっていきます。

・ 所得制限のため就学援助が認定されなかったが、うちは母子世帯であり、子供とゆっくり向き合う暇もなく

働いている上での所得である。就学援助を受けることで子供と向き合うゆとりが生まれると思うので、母子

と一般の所得を同じに考えないで支援していただきたい。

・ 中学生まで児童手当が受け取れますが子供にお金がかかるのは高校以降であり、保育料の無償化よりも

先に大学の授業料等の件を考えてほしい。小さいうちはあまりかからない（お金）

・ 就学援助をとりあえず全員提出にしてほしいです。

【医療費助成】

・ 子供の医療費の無償化されればいいと思います。

・ 小学４年～中学３年までも、医療費の負担を軽くしてほしい

・ 子どもの医療保険無償化を検討してほしいです。

・ 中学生以上から学習にかけるお金がかかるので、医療費の控除をしてほしい。

・ 医療費の助成をうけられる年齢をあげてほしい。せめて小学校の間は助成してほしい。市民割引きなどが

あると助かる。（えこりん村やるるまっぷのフォレストアドベンチャーの利用料金など）

・ 医療費も他の市に比べて良くない。せめて小６～中３くらいまで負担を少なくして欲しいです。

・ 小学校卒業までは医療費かからないようにして頂きたい。児童手当は１０日に支給して頂きたい。

・ まだまだ病院や歯科医院へ通う年齢ではありますが、かかる金額が多く少しの症状だとがまんさせたり、

自宅にある薬で様子を見る事がある（医療費は最低１８才までは控除すべき）子育てに力を入れてる街で

あるのはわかるが、小さな子の為の設備は多額な資金を投資するのに必要とされてる所は目をつぶって

いると思う。

【母子・父子家庭】

・ 母子家庭でも正社員で働けている人は少ないと思う。アルバイトと変わらない給料の中で子育て、生活す

るのは正直とても大変です。家賃や光熱費の支援が必要である。子供手当や母子手当はもちろん助かっ

ていますが、子供の為に使いたくても日々や毎月の生活費の滞納分に当てざるをえない状況です。学校

費用や宿泊、修学旅行代なども一時立て替えではなく最初から割引いた金額での支払いにして頂きたい。

・ 母子家庭への援助や支援をもっと拡大してほしい（冬は灯油代金の支援などなど…）母一人の子供を育て

る費用を考えると働きずくめで過労死してしまう。子供との時間もほしいためよろしくお願いします。

・ 市営住宅について　両親がそろった家庭と一人親家庭全てが同じ条件でくじ引きのみの制度となっていま

す。平等に選ぶことができるという趣旨ですが、本当の平等ではないと感じます。男性の給与は一般的に

女性の給与よりも高いことが多く、更に世帯主（男性）の配偶者も給与を得ると、両親がそろった家庭は一

人親（母子）家庭よりも経済的に安定しています。母子家庭への優遇措置を少しでも検討頂きたいと切に

願います。

・ 母子家庭に対し経済的援助もっと考えて欲しい。医療保険も以前１割だったのに２割になった。（親）児童

手当援助受けれる年収もっと低額に設定して欲しい。（総支給額ではなく手取りの額で検討して欲しいで

す）
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【学校給食】

・ 中学校・小学校の給食費を無料にして欲しい。公立高校の給食があればいいなと思います。

【全体的意見】

・ 上の子の時には無かった制度があり、フルタイム夜勤ありの共働き世帯にとっては安心できる町になって

きたと思います。「こども食堂」のような取り組みや、制服、学用品のリサイクル等ももっと活発になれば良い

と思います。

・ 収入が増えた分、保育園代や税金が上がり、手元に残らないなぁと思った。

・ 私も主人も恵庭出身ではないので周りに身内や昔から親しい知り合いはいません。仕事も民間の会社で

すので公務員でもありません。恵庭に引っこしてきて保育園に入った時、土曜日は（子ども）も休ませます

か？と聞かれビックリした事がある。自衛隊や消防など公務員の多い町だからお父さんもお母さんも土日

祝日大型連休休みが当たり前の様な感じが町全体にあるので少年団や中学の部活の試合や大会がある

時でも親がきてあたり前みたいな感じがあってとても困る。親も仕事あるので。他の地域よりそのような感じ

が強い町で住みずらい。

・ 子どもが喘息やアレルギーの持病を持つと月に１度は通院となり薬代も含めると５，０００円近くかかってし

まう。部活でも成長期なので半年に１回はシューズの新調、ソックスが穴だらけなので買いたしなど、出費

の少ない部でも、それなりにかかることも多い。児童手当だけでは子どもを育てて行くことに不安が多いの

も事実かも知れません。全てはお金ではないのでしょうが、世の中、お金のある人が得をする様な気がして

なりません。

・ 幼児の集まる所はたくさんあるが、中学になるとお金のかかる所塾や習い事の様な所しかない。子育てし

やすいというのをめざすのであれば医療費の無償化の年齢を拡大して欲しい。中学、高校、大学と教育費

がかかる。高校生になっても児童手当てが必要。模試代とか参考書代とかかなりかかる。高校に入学して

も大学受験の為、塾に行かせたいが、そこにつぎ込むお金の余裕がないのが現実です。

・ もっと子どもの学費や医療費など、支援いただけるとありがたいです。生活もラクではないので。

・ 特にありません。引き続き子供達の未来を宜しくお願いします。

・ 特になし　変わらない

・ 子育てに良い所だと聞いていましたが一体どこが？と思うことばかりです。もっとわかりやすく、使用しやす

く工夫してもらいたいと願います。今の所、移住してきて良かったと思う事は１つもありません。

・ 子供が小さかった時には支援センター等に行く機会がありましたが、中学生になってから行政を利用する

事はほとんどないです。最近職場の人が「あんまり働くと就学援助を受けられなくなる」みたいな事を言っ

ていて、私より若いしだんなさんもいるのになんで？！と不思議に思います。真面目に働いている人も沢山

いるのにずるい人もいる事を忘れない方がいいと思う。

・ 制度や支援策は、身近な物に感じられない

【その他】

・ 交通が不便です。

・ 性について、子供達は興味津々です。親としてどう伝えて良いのか解らず、様子を見ています。たまに軽く

その事について伝えますが、本当に良い事・悪い事とが理解できていないようです。（友人、メディアからま

ちがった情報がいっぱいあふれていて、色々と知っています。）学校の先生が教えるには限界があると思い

ますので、外部の専門家の力を借りて、子供達の幸せな未来の為に大切な話を企画して下さい。思春期の

子を持つ親としての願いです。

・ 民生委員や児童委員など活動の実態がわからない。書類上で活動しているようにあわせているとも聞いた

ことがあり市民のためになっているのか疑問である。（近所では独居の人もいるが動いているのをみたこと

も聞いたこともない）スクールカウンセラーの方等はなじみがあるが、もっとどのような場で活用できるのか、

どのような活動がなされているのか周知させる必要があると思います。子供のための活動を願います。

・ 草花より先に老朽化した公園を直して下さい！！！学校周辺の雪かきを徹底してほしい。

・ 小学生が土曜日に１人で遊びに行けるイベントがもっとあったらいいと思った。
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○17歳　保護者　自由意見

【手当】

・ 健常者でも年収少ない家庭とか高校生とかにももっと手当を増してほしい。制服代をかけて入学させるより

私服で出費を減すように学校に仂きかけてほしい。今はリサイクルショップがあるから年間私服を買っても

制服買うより安いし制服は義務ではないのに当たりまえのように義務化しているのがおかしい。低所得者

に対して親切じゃない。高校も言葉にはしなかったが、金ないなら高校に来るなっていい方だった。

・ 子ども手当を大学・専門学校まで拡大してほしい。一番お金がかかるのに困る。医療費の無償化。（大学

まで）子どもの数だけ（少子化に貢献してるので）一生続く支援をしてほしい。歳が離れているので今まで

幼稚園の就学援助（上の子小１小２とか）や多子世帯割引きなど１つもあてはまったことがなくて、それぞれ

にお金がかかり大変だった。

・ 高校生から、かなりお金がかかる。児童手当てがなくなる時期がおかしい。

・ 子供にお金がかかりだすのは、中学や高校から。それなのに児童手当はそこで打ち切られる。何のための

手当ですか？

・ 児童手当が中３までと言うのが…。高校生になってからが一番お金がかかるので何か支援策があってもと

思う。

・ 児童手当を受給するにあたり、毎年６月に現況届のため、住民票と所得証明の提出を求められるが、それ

ら書類の発行に手数料を収めるのは不思議に思う。そもそも児童養育費の負担の軽減などを目的としてい

るのに、恵庭市行政の子育てに対する取り組みを疑う。直ちに見直すべき。因みに千歳市は無料。

【教育費、奨学金、就学援助】

・ 主人が遠方での単身赴任中の為　二重家計により年収があり学費等の補助が受けられないが家計は苦

しいです。

・ 札幌市はＪＲ定期代学割減免制度があるのに恵庭にないため、毎月ＪＲ＋地下鉄１５０００かかる。子供に

お金がかかりすぎているのに高校無償化を受けれない。大学生の仕送り、私立高校学費、定期、部活動

費、負担が多すぎて家計圧迫するので所得制限は、上に大学生がいて道外で仕送りの証明できたら高校

無償化受けれるようにしてほしい。自治体の奨学金制度を考えてほしい。

・ 年が近い子供は（年子や２才差・１才差…）入園や就学援助はあるが、１人っ子や年の離れた兄弟姉妹に

は恩恵が感じられない。子の年令を離すのもの近いのも親の都合だけれども、同じ子供２人や３人とは同じ

環境だとは思えない。子供の物を（年頃だと携帯や衣服代など）買いたくてもうちの家族の場合は保育料に

消えていき、働いている意味に疑問を感じました。これでどこに進学するお金をためれるのか疑問でした。

年が近いのも学費掛かるけれど、１人１人は一緒でしょう　お金掛かるのは…

・ 高２の息子は、札幌まで通学しています。ＪＲ＋地下鉄を利用していますが、交通費が定期代年間

１５０，０００－もかかってます。１０月にはＪＲが更に値上りするようですが、３年間で５０万×子供の数…。

補助して頂けるように何かあればと思ってます。※子供は、就学前よりも大きくなる方がよりお金がかかり

ます。幼い子にばかり支援云々…してますが、中学～高校～大学の方がより多額なお金が必要になりま

す。子供の才能を伸ばしてあげたいのに、教育にもお金がかかり過ぎます。もっともっと…何かこの年頃の

子にも援助して下さい！

・ 学校にかかる費用が大きすぎる。高校は仕方ないとして、義務教育にかかる費用はなくすべき。子どもの

多い世帯は大変。第２子以降もほとんど優遇されていない。給食費、修学旅行費、教材費などなど…市の

できる範囲で最大限の努力をしてほしい。

・ 学費が今後、大きく生活にのしかかってきます。年収に関係なく援助していただきたい。理由：高齢の祖父

母等に今後どのようになるかわからないため

・ 進学費用が高すぎて、就職にしようか迷っているが、本人は進学を希望している。給付金型奨学金制度の

枠が厳しすぎて該当するとは思えない。

・ 小さいうちよりも高校での方がお金がよりかかると実感しています。高校までの支援があると助かります。
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・ 高校からお金がかかります。子供（高校生以上の）医療費や学費、教材費、交通費の支援。親のがん検診

や車税などの無料化を希望します。このアンケートで良くなることをお願いします。

【地域の安全、交通安全】

・ 冬の除雪が出来ていない。登校する際、車道を歩き危険なので環境の整備をお願いします。

【制度・サービス・相談】

・ 悩んで苦しんでいる時は、相談先を探す余裕は全くないです。その機関がある事すら、思い出せない時もあ

ります。手続きなどで窓口にきた時の様子をきにかけてあげてください。私は本当に助かりました。その時

の、担当さん方本当にありがとうございました。

・ もう少し子供が成長していくうえで必要な事をまとめてわかるような案内をしてもらいたい。たとえば、学校に

行けなくなった子のためのふれあいルームやその他、他人に言いにくい（相談しにくい）ことこそわかりやす

くどこに相談すればいいかわからないと言う声をたくさん聞く。

・ 自分の子どもが小さかった時より今現在の方が制度やサービスが充実していると思います。子どもが１４才

頃３ヵ月ほど不登校だった事がありますが、学校（私立）のスクールカウンセラーに相談していました。市に

も相談したかったのですが、どこに行けばいいのかわかりませんでした。（役所に相談に行くのは、敷居が

高い感じがしました。）

・ ネット社会である現在　子育てや生活状況の相談などを信頼できる人以外に相談しようとなかなか思えな

いのが現状だと思う。忙しい子育て世帯に少しでも余裕を作りたくて共働きをするのに工夫しても先を考え

ると日々の暮らしをなんとか送る事で精一杯です。しっかりとした教育を受けさせたいのはどのご家庭も同

じだと思いますが、共働きでわずかに備えた資金では大学を卒業するまでのじゅうぶんな金額にはなりま

せん。少子化と言いますが１人以上お子さんがいる家庭にとっては厳しい生活状況に悩んでいる方もたくさ

んいると思います。市や道や、国での対策がより良いものに発展する事を願うばかりです。

・ 本当に必要な人は該当しない制度がたくさんあり、恵庭市にはあきらめしか感じていません。市役所で何

度も担当の人と話をしたりしましたが「バカにしてる」としか思えませんでした。家族構成が通常と違う為、

子供にかかる費用等、制度に該当し恩恵をうけている世帯より、どう考えても苦しいです。世帯の収入より、

子の人数や年令で、もっと考えるべきではと思います。恵庭市は子育てしやすいと聞きますが、それはまち

がいです。明らかに年収４００万父・母・子２人の世帯より、うちの方が大変です。

・ 子供が大きくなったからといって支援制度がなくなる事をもっと見直してほしい。大きくなればなるほど出費

はでかいので大変。本当に困ってる人を助けてほしい。

・ 相談する事はかなり勇気が必要な事　私は学校の先生が親身になって、接してくれたので一緒に乗り越え

る事が出きました。市の関係の所は行きずらいです。どこに・いつ・どんな方法で、と考えると二の足踏みま

す

・ 市内に「北海道家庭生活総合カウンセリングセンター」のように家庭問題全般の相談ができる所はあるの

でしょうか。

【病児保育】

・ 子が病気になった時に、すぐにたのめる病時保育があると助かります。祖母にあずけるときもありましたが、

祖父の介護もあり大変そうでした。インフルエンザで学級閉鎖になった際、子は元気でも学童の受入れは

ストップとなる。受け入れをお願いしたい。

【学校】

・ 学校からのプリントが一番見る機会が多いので、子供にもたせた方がいい。

・ 高校も義務教育にしてあげてほしい。

・ 防音工事をしていたとしても、夏に窓を開けての授業では意味がありません。３０年前は、夏の暑い日に

窓を閉めているかの点検をする人が来るので窓を閉めて授業をするようにと言われた事がありました。

今はないようですが、とんでもない話です。
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【アンケート】

・ 子供の母は字書けません。くだらない事やめて下さい。公明・自民様へ　うそを言うのやめてほしい名前書

いてもいいんだけど

・ 何のためのアンケートですか？アンケート取るのなら、もっとくわしく何のためなのか書いて下さい。子供の

ための支援、もっともっと幅を広げて下さい。

・ 我が家は、ほぼ他市での事なので恵庭市で答えられる事があまりないです。

【発達障がい支援】

・ 発達障害のため子育てに大変苦労しました。病院よりソーシャルスキルトレーニングをするようすすめられ、

市のセンターを利用したく行きましたが毎週同じ曜日に行かなくてはいけないとの事、土・日・祝も休みで

利用できず、働いて税金たくさんおさめている人が一番利用しにくく、働いてない人が利用しやすいセンター

でした。ざんねんですね。保育園も土・日・祝・夜やっていません。公務員の方は良いですが、土・日・祝も

働いてる人はたくさんいます。女性の活躍をすすめるなら子育てしやすい制度にして下さい。税金払ってる

人が損です。

・ 以前、発達支援センターに相談した事がありましたが、恵庭市には専門家がいないとのことで全く相手にし

てもらえませんでした。発達障害に関しては、とても遅れていて何もしていただけないのだとがっかりしまし

た。通常学級で対応できる子は、親が勝手に自分で対応して下さいという冷たい方達ばかりでした。札幌、

江別、岩見沢はもっと手厚い支援があり、あたたかい受け入れをしてくれる様です。恵庭にももっとやさしい

関わりのできる職員さんがいて下さると良いなと思います。

【母子・父子家庭】

・ 父子家庭にも優しくしてほしいものです。

・ 父子家庭に対して、税金やいろいろな点で独身と同じ年収があるからと言われても、仕事に対しての制限

もかかり年収がおちてしまう。また子供を１人にすることに不安がある。せめて税金だけでもかえてほしい。

【医療費助成】

・ 子供の医療費無償が中学卒業までだと良かったのにと思っています。

・ 恵庭市は他の市町村に比べて、子供の医療体制が遅れていると感じます。今年度からようやく１０才前ま

での医療費の助成が始まりましたが、１０才ではなく、小学校卒業までの児童に拡大すべきと思います。

高齢者だけではなく、これからの若い世代を大切にしないと、これからの恵庭市の発展は望めないと感じま

す。

【情報提供】

・ １０３万の壁や１３０万の壁の事は知られていますが、母子の２０４万の壁は知りませんでした。とても困

りました。教えて欲しかったです。

・ 平日働いているので役所の開庁時間に行けません。聞きに行かないと、わからない事等多々あり、役所か

らいろいろな情報の発信があってもいいのではと思います。

・ 役所に来た人には教えるが、来ない人（行けない人）は、ほったらかしで、来ない方が悪いという考えなの

でしょうか？

【学童クラブ】

・ 学童は障害があると使えず放課後ディを使ったり、日中一事になる

【その他】

・ バスの便数やコースが少なく子供の登下校に使いづらい。市民プールを温水にして１年を通して利用したい。

・ 民生委員や児童委員とありますが、母子家庭になった時に一度面会したのみで、それ以降会った事も
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ありませんが、その方たちは何をもって民生委員・児童委員をなさっているのですか？地域の人々とどの

ように関わっているのでしょうか？

・ 年収に関係なく子どもに対する支援を平等に受けられるようにしてほしい。（児童手当・医療費など）たくさ

ん税金を払っている人が恩恵を受けられないのは納得がいかない。
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調査結果 概要版 
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１．調査世帯の状況

（１）世帯の状況

　　①家族形態

　　　全体では、「両親世帯」が79.4%、次いで「母子世帯」が9.3%、「祖父母同居の両親世帯」が6.5%と

　　なっている。

【学年別】

　　②回答者の健康状態

　　　全体では、「健康」が81.2%、「通院中」が15.2%となっており、子どもの学年が上がるにつれ、

　　「健康」と回答する割合が低くなっている。

　　　また、収入階層別では、200万円未満の世帯では、「健康」」と回答する割合が低くなり、「通院

　　中」と回答する割合が高くなっている。

【学年別】
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全体

17歳

中学２年生

小学５年生

小学２年生

両親世帯 祖父母同居の両親世帯 母子世帯 祖父母同居の母子世帯

父子世帯 祖父母同居の父子世帯 その他・無回答

81.2%

69.1%

80.9%

82.7%

85.6%

15.2%

25.7%

14.1%

15.2%

11.1%

2.9%

4.4%

3.5%

1.7%

2.7%

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

全体

17歳

中学２年生

小学５年生

小学２年生

健康 通院中 通院はないが体調が悪い 障がいあり（難病除く） 難病指定あり その他 無回答
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【収入階層別】

～1,000万未満

２．子どもの教育

（１）学校での教育について

　　①学校の授業でわからないことがあるか

　　　全体では、「あまりわからない」「ほとんどわからない」とする回答は、13.2%となっており、中学２

　　年生が19.4%と高くなっている。

　　　家族形態別でみると、「あまりわからない」「ほとんどわからない」と回答する割合が、父子世帯では、

　　25.0%と最も高く、次いで母子世帯は18.8%となっている。

　　　収入階層別でみると、世帯収入が下がるのに伴い、「あまりわからない」「ほとんどわからない」

　　と回答する割合が増加する傾向にある。

【学年別】

34.3%

24.9%

25.3%

46.8%

52.0%

57.0%

54.9%

47.0%

10.6%

10.9%

16.3%

5.2%

6.8%

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

全体

17歳

中学２年生

小学５年生

ほとんどわかる まあまあわかる あまりわからない ほとんどわからない 無回答

80.9%

85.3%

87.6%

81.4%

78.5%

80.2%

80.8%

64.5%

60.9%

15.5%

13.3%

11.1%

14.8%

17.9%

17.3%

16.7%

21.1%

26.1%

7.9%

13.0%

7.9%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

健康 通院中 通院はないが体調が悪い 障がいあり（難病除く） 難病指定あり その他 無回答
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【家族形態別】

【収入階層別】

～1,000万未満

　　②勉強がわからないときに誰に教えてもらうか

　　　勉強がわからないときに教えてもらう人は、小学校５年生では、「親」と回答した子どもが全体で

　　81.4%となっているが、学年が上がるにつれ割合は低くなっている。

　　　家族形態別では、父子世帯や母子世帯では「親」と回答した子どもは３割程度となっており、両親

　　世帯と比べて20ポイント程度低くなっている。

34.6%

45.0%

37.0%

36.6%

36.0%

26.8%

24.3%

24.6%

33.3%

51.0%

48.3%

52.1%

51.5%

46.3%

54.5%

54.1%

52.6%

46.7%

10.9%

5.0%

8.2%

9.0%

14.8%

15.2%

16.2%

12.3%

13.3%

5.4%

5.3%

6.7%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

ほとんどわかる まあまあわかる あまりわからない ほとんどわからない 無回答

34.4%

11.8%

33.3%

16.7%

23.1%

23.9%

34.1%

36.7%

51.6%

64.7%

66.7%

58.3%

65.4%

54.7%

56.5%

49.9%

10.6%

17.6%

25.0%

3.8%

12.0%

8.2%

10.6%

6.8%

5.9%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

ほとんどわかる まあまあわかる あまりわからない ほとんどわからない 無回答
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【「親」に教えてもらうと回答～学年別】

【「親」に教えてもらうと回答～家族形態別】

（２）家庭での教育について

　　①習い事や学習塾、家庭教師を利用しているか

　　　全体では、「利用している」が47.3%、「利用していない」または「無回答」が52.7%となっている。

　　　家族形態別でみると、「利用していない」両親世帯が40.3%に対して、母子世帯は52.6%、父子

　　世帯は60.0%となっており、ひとり親世帯が高い割合となっている。

　　　収入階層別では、世帯収入が低い階層ほど「利用していない」と回答した割合が増えている。

【学年別】

47.3%

12.7%

49.7%

60.2%

50.3%

85.5%

46.7%

38.1%

2.4%

1.8%

3.5%

1.7%

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

全体

17歳

中学２年生

小学５年生

利用している 利用していない 無回答

54.4%

11.3%

45.5%

81.4%

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

全体

17歳

中学２年生

小学５年生

54.2%

47.1%

55.6%

33.3%

42.3%

37.6%

56.5%

56.8%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯
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【家族形態別】

【収入階層別】

～1,000万未満

55.2%

42.8%

60.0%

40.0%

65.0%

43.2%

50.1%

57.5%

42.1%

57.1%

40.0%

60.0%

30.0%

52.6%

45.8%

40.3%

2.5%

5.0%

4.2%

4.2%

2.2%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

利用している 利用していない 無回答

56.0%

71.1%

61.7%

60.3%

53.7%

47.9%

40.1%

28.2%

61.6%

41.5%

28.9%

37.8%

36.3%

44.4%

46.7%

56.7%

71.8%

30.8%

2.5%

0.6%

3.3%

1.8%

5.4%

3.3%

7.7%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

利用している 利用していない 無回答
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（３）大学進学等について

　　①あなたは将来、どの段階まで進学したいか（17歳の回答）

　　　「進学希望」が69.7%となっている。

　　②子どもをどの段階までの教育を受けさせたいか（17歳保護者の回答）

　　　「四年制大学またはそれ以上」が51.8%、「専門学校」が15.3%となっている。

　　③高校までと答えた方はその理由（17歳の回答）

　　　「進学に必要なお金のことが心配だから」という設問に「まあ当てはまる」「非常に当てはまる」

　　と回答した割合は、全体で42.9%となっている。

　　　この割合は、500万円未満の階層で５割を超え、進学に必要なお金や家族の生活なども進路

　　の選択の要素になっていると考えられる。

12.3% 69.7% 17.5%

0.4%

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

17歳

高校まで 進学希望 まだわからない 無回答

9.2% 15.3% 51.8% 14.9% 5.6%

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

17歳の保護
者

高校 高等専門学校 短大 専門学校 四年制大学またはそれ以上 まだわからない その他・無回答

42.9%

33.3%

100.0%

50.0%

33.3%

50.0%

50.0%

0.0%

10.7%

25.0%

33.3%

100.0%

14.3%

33.3%

25.0%

33.3%

0.0%

28.6%

33.3%

66.7%

50.0%

50.0%

0.0%

33.3%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

全く当てはまらない どちらともいえない まあ当てはまる 非常に当てはまる 無回答

【①17歳子どもの回答】

【①17歳保護者の回答】

【進学に必要なお金のことが心配だからの回答】
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　　④教育を受けさせるためのお金の準備状況

　　　「貯金や学資保険など準備を始めている」が58.7%、「まったく目処はついていない」が22.3%と

　　なっている。また、世帯収入が低い階層ほど「まったく目処がついていない」と回答する割合が高く

　　なっている。

【収入階層別】

３．生活状況

（１）保護者（世帯）への生活支援について

　　①子どもに関する施策の情報を得るための手段

　　　保護者が子どもに関する施策の情報を得るための手段としては、学校などからのお便りや家族

　　や友人からの情報と回答する割合が高い一方、行政機関のホームページやSNS（フェイスブック

　　など）については、半数以下にとどまっている。

22.3%

1.3%

11.1%

18.1%

25.3%

33.3%

37.5%

51.3%

52.2%

58.7%

72.0%

71.5%

65.6%

54.2%

50.0%

35.8%

23.7%

21.7%

11.4%

2.7%

9.4%

10.4%

14.1%

8.6%

17.5%

19.7%

13.0%

5.1%

22.7%

5.7%

3.8%

3.5%

4.9%

5.0%

2.6%

4.3% 8.7%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

まったく目処はついていない 貯金や学資保険などで準備を始めている

時期になったら奨学金を利用する予定 すでに準備できている

その他 無回答

24.8%

42.5%

20.1%

3.0%

3.8%

15.6%

51.9%

44.8%

40.4%

11.9%

25.8%

48.0%

14.6%

7.8%

17.5%

26.9%

31.9%

18.8%

6.1%

3.2%

18.4%

54.3%

34.9%

14.8%

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

家族や友人からの情報

学校などからのお便り

インターネット検索

SNS（フェイスブックなど）

行政機関のホームページ

行政機関の広報誌・案内

よくある たまにある あまりない まったくない 無回答
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（２）子どもの生活状況について

　　①平日の朝ごはんを食べるか

　　　「いつも食べない」「食べない日がよくある」「たまに食べない日がある」は合わせて12.4%であり

　　学年が上がるにつれてその割合が高くなっている。

【学年別】

　　②平日に夕食を誰ととるか

　　　全体では「親」が93.0%、「１人で食べる」が9.9%となっているが、学年が上がるほど「１人で食

　　べる」と回答する割合が高くなっている。

　　　家族形態別にみると「１人で食べる」と回答する割合が、祖父母同居を含めたひとり親世帯で

　　高い傾向にあり、父子世帯で25.0%、祖父母同居の父子世帯で22.2%、祖父母同居の母子世帯

　　で19.2%、母子世帯で15.4%となっている。

中学２年生

小学５年生

85.1%

82.0%

85.4%

86.2%

8.2%

7.9%

7.6%

8.9%

2.6%

4.4%

2.7%

1.7%

4.8%

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

全体

17歳

中学２年生

小学５年生

毎日食べる たまに食べない日がある 食べない日がよくある いつも食べない 無回答

9.9%

23.7%

10.9%

2.9%

13.2%

20.1%

7.8%

15.4%

67.2%

61.0%

69.1%

68.2%

93.0%

86.4%

92.6%

96.3%

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

全体

17歳

中学２年生

小学５年生

親 きょうだい その他 １人で食べる

【学年別】 【複数回答】
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　　③平日の放課後は誰と過ごすことが多いか

　　　「１人でいる」ことが「よくある」「ときどきある」と回答した人は、全体で32.6%となっており、学年が

　　あがるにつれて割合が高くなっている。

　　　家族形態別にみると、母子世帯や父子世帯で割合が高くなっている。

10.0%

5.9%

22.2%

25.0%

19.2%

15.4%

10.6%

8.8%

13.2%

41.2%

66.7%

16.6%

65.3%

16.3%

51.8%

6.8%

67.2%

52.9%

44.4%

50.0%

23.1%

54.7%

67.1%

70.6%

93.2%

82.4%

88.9%

83.3%

73.1%

91.5%

90.6%

94.6%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

親 きょうだい その他 １人で食べる

【家族形態別】 【複数回答】

12.8%

22.4%

14.4%

7.0%

19.8%

23.7%

18.7%

19.0%

20.5%

19.3%

18.7%

22.7%

40.4%

25.4%

41.8%

45.8%

6.5%

9.2%

6.4%

5.4%

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

全体

17歳

中学２年生

小学５年生

よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

【「１人でいる」の頻度～学年別】
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（３）その他

　　①使用できるもの

　　インターネットにつながるパソコン（家族と共有の場合を含む）

　　　収入階層別では、世帯収入が低くなるの従い、「ある」とする割合が低くなり、「ないからほしい」

　　とする割合が増えている。

【収入階層別】

12.6%

11.8%

11.1%

25.0%

7.7%

18.8%

11.8%

11.9%

19.9%

17.6%

22.2%

8.3%

19.2%

25.6%

18.8%

19.5%

20.6%

11.8%

22.2%

16.7%

26.9%

14.5%

17.6%

21.7%

40.3%

47.1%

33.3%

41.7%

42.3%

32.5%

49.4%

40.4%

6.5%

11.8%

11.1%

8.3%

8.5%

6.6%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答

【「１人でいる」の頻度～家族形態別】

57.7%

65.0%

69.4%

60.7%

50.7%

53.6%

50.0%

31.6%

40.0%

16.6%

15.0%

11.9%

13.7%

20.7%

19.6%

23.0%

29.8%

13.3%

24.2%

20.0%

17.8%

24.1%

28.1%

23.2%

25.7%

33.3%

46.7%

5.3%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

ある ないからほしい ないけどほしくない 無回答
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４．保護者の就労状況

（１）母親の就労状況について

　　①母親の働き方

　　　全体では「正規の職員・従業員」が19.1%、「パート・アルバイト」が50.7%、「働いていない」が

　　19.5%となっている。

　　　また、母子世帯では「正規の職員・従業員」が39.8%、「パート・アルバイト」が32.5%、「働いて

　　いない」が7.2%となっている。

【家族形態別】

（２）家族の年収について

　　①家族の年収

　　　両親世帯では「500～700万円未満」が38.3%と最も多く、次いで「700～1,000万円未満」が

　　19.3%となっている。また、母子世帯においては、世帯収入300万円未満の割合が66.8%となって

　　いる。

【家族形態別】

19.1%

30.6%

39.8%

23.5%

16.3%

50.7%

47.4%

30.6%

32.5%

40.0%

54.3%

5.0%

5.3%

16.7%

13.3%

5.2%

3.8%

4.5%

2.8%
4.8%

11.3%

4.1%

19.5%

15.8%

19.4%

7.2%

19.1%

21.0%

31.6%

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

全体

その他

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

正規の職員・従業員 パート・アルバイト 派遣社員・契約社員・嘱託社員

その他 働いていない わからない・無回答

5.3%

6.3%

5.6%

7.8%

4.3%

10.5%

6.3%

16.7%

34.9%

2.6%

6.8%

5.3%

11.1%

18.8%

38.9%

24.1%

4.2%

9.1%

26.3%

22.2%

11.1%

11.4%

12.2%

8.3%

17.6%

33.3%

25.0%

5.6%

8.4%

21.7%

18.7%

34.3%

36.8%

22.2%

37.5%

5.6%

6.6%

33.9%

38.3%

16.7%

5.3%

6.3%

8.3%

15.7%

19.3%

4.2%

4.3%

4.9%

5.8%

10.5%

11.1%

8.3%

5.4%

7.8%

5.6%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

100万円未満 100～200万円未満 200～300万円未満
300～400万円未満 400～500万円未満 500～700万円未満
700～1,000万円未満 1,000万円以上 無回答
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５．経済状況

（１）家計の状況について

　　①普段の家計について、最も近いもの

　　　母子世帯では「赤字」や「黒字でも赤字でもなくぎりぎり」が高い割合になってる。また、収入

　　階層別では、世帯収入低くなるにつれ、「赤字」の割合が高く、「貯金の取崩し」や「借金」をして

　　いる割合も高くなっている。

4.2%

10.5%

11.1%

6.3%

8.3%

9.0%

3.5%

10.7%

21.1%

6.3%

19.4%

15.7%

7.0%

10.1%

42.1%

36.8%

66.7%

43.8%

38.9%

48.8%

44.3%

41.1%

7.3%

10.5%

11.1%

6.3%

8.3%

5.4%

8.7%

7.4%

31.8%

10.5%

11.1%

37.5%

19.4%

16.3%

33.0%

34.3%

3.8%

10.5%

5.6%

4.8%

4.3%

3.6%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

赤字であり借金をして生活している 赤字であり貯金を取り崩している 黒字でも赤字でもなくぎりぎり

黒字ではあるが貯金していない 黒字であり毎月貯金している 無回答

【家族形態別】

4.4%

4.2%

9.9%

10.8%

17.1%

4.3%

10.8%

6.4%

8.4%

13.8%

12.3%

23.3%

15.8%

30.4%

42.8%

9.3%

25.5%

44.4%

51.0%

57.4%

50.0%

56.6%

34.8%

7.6%

10.7%

5.7%

8.7%

8.3%

6.8%

6.7%

3.9%

8.7%

33.0%

78.7%

59.4%

35.5%

20.8%

11.7%

7.5%

21.7%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

赤字であり借金をして生活している 赤字であり貯金を取り崩している 黒字でも赤字でもなくぎりぎり

黒字ではあるが貯金していない 黒字であり毎月貯金している 無回答

【収入階層別】
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　　②子どもが考える家の暮らし向き

　　　母子世帯や祖父母同居の母子世帯で「大変苦しい」「やや苦しい」と回答する子どもの割合が

　　高くなっている。

　　③経済的理由で食料を買えなかったり、暖房が使えなかったりした経験

　　　「よくあった」「ときどきあった」「まれにあった」とする回答を合わせると、年収300万円未満の階層

　　において、食料が買えなかった経験については約４分の１があったと回答している。

9.4%

10.1%

17.6%

8.3%

15.4%

18.8%

8.2%

9.0%

48.2%

41.2%

88.9%

58.3%

46.2%

42.7%

49.4%

48.4%

12.3%

5.9%

11.1%

16.7%

19.2%

6.8%

10.6%

13.0%

7.8%

6.0%

8.2%

8.6%

19.0%

35.3%

16.7%

15.3%

16.3%

23.6%

18.9%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある 大変ゆとりがある わからない・無回答

7.9%

4.3%

3.9%

3.5%

4.9%

12.5%

18.4%

8.7%

6.0%

5.3%

7.1%

12.3%

8.3%

14.5%

4.3%

87.9%

100.0%

96.3%

91.6%

88.1%

79.6%

73.3%

56.6%

73.9% 8.7%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

よくあった ときどきあった まれにあった 全くなかった 無回答

【家族が必要とする食料を買えなかった～収入階層別】

【家族形態別】
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（２）医療機関への受診について

　　①子どもを病院等を受診したほうが良いと思ったが受診させなかった経験

　　　世帯収入が低くなるほど、「あった」の割合が高い傾向にある。

【収入階層別】

6.7%

7.9%

13.0%

5.1%

5.8%

11.8%

93.2%

100.0%

96.6%

96.7%

92.3%

91.4%

84.2%

71.1%

78.3% 8.7%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

よくあった ときどきあった まれにあった 全くなかった 無回答

【冬に暖房が使えなかった～収入階層別】

13.4%

2.7%

7.7%

12.3%

16.0%

16.0%

20.0%

25.0%

21.7%

86.0%

97.3%

91.9%

87.5%

83.0%

82.7%

80.0%

73.7%

69.6% 8.7%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

あった なかった 無回答
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　　②子どもを受診させなかった理由

　　　世帯収入が低くなるほど、「お金がなかった」とする割合が高くなる傾向にある。

【収入階層別】

21.4%

26.1%

22.7%

24.0%

19.2%

8.4%

21.1%

40.0%

2.2%

4.3%

2.0%

7.7%

4.2%

8.5%

8.7%

6.7%

14.0%

15.4%

5.3%

30.4%

45.3%

42.0%

58.3%

26.3%

60.0%

57.6%

100.0%

65.2%

61.3%

52.0%

46.2%

66.7%

63.2%

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

全体

1,000万以上

～1,000万未満

～700万未満

～500万未満

～400万未満

～300万未満

～200万未満

～100万未満

仕事で時間がなかった お金がなかった 子どもの世話で時間がなかった 病院が遠いため その他

【複数回答】
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６．相談の状況

　　①子どもについての悩み

　　　母子世帯において「子どもの団らんや話し合いの時間が持てない」とする割合が両親世帯の

　　7.6%と比較して２倍以上の割合になっている。

　　②保護者の悩みごとの相談相手

　　　「相談する人はいない」とする回答は、全体で2.8%となっているが、父子世帯では12.5%、母子

　　世帯では10.2%と高くなっている。

37.9%

0.0%

22.2%

31.3%

25.0%

30.1%

36.5%

40.0%

38.3%

63.2%

44.4%

37.5%

52.8%

41.0%

47.0%

36.5%

18.4%

42.1%

11.1%

18.8%

11.1%

21.1%

19.1%

18.0%

8.3%

10.5%

11.1%

6.3%

5.6%

16.9%

5.2%

7.6%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

子どもの団らんや話し合いの時間が持てない 子どもの発達やしつけ 子どもの学習や進路 特に悩みはない

【複数回答】

2.8%

12.5%

5.6%

10.2%

0.9%

1.9%

49.1%

52.6%

55.6%

43.8%

50.0%

47.0%

40.9%

50.0%

55.9%

42.1%

22.2%

56.3%

25.0%

54.2%

27.0%

59.6%

71.9%

78.9%

55.6%

75.0%

13.3%

84.3%

78.6%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

同居の家族 同居していない家族・親族 友人・知人 相談する人はいない

【複数回答】
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　　③相談機関や相談員に子育てや生活のことを相談した経験

　　　ひとり親世帯、特に父子世帯で「利用の仕方がわからなかった」と回答する割合が高い傾向に

　　ある。

10.4%

21.1%

12.5%

27.8%

30.1%

8.7%

7.7%

74.9%

47.4%

77.8%

50.0%

52.8%

39.8%

76.5%

80.0%

6.3% 6.3%

5.6%

6.5%

10.5%

22.2%

12.5%

8.3%

12.7%

5.7%

15.8%

12.5%

5.6%

7.2%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

相談したことがある・している 相談する必要がなかった

相談時間や場所などが使いづらかった 相談するのに抵抗感があった

利用の仕方がわからなかった 相談する気にならなかった

無回答

【市役所の窓口～家族形態別】

26.8%

31.6%

6.3%

27.8%

22.3%

26.1%

27.7%

60.7%

47.4%

77.8%

43.8%

55.6%

50.0%

63.5%

62.1%

6.3% 18.8%

4.7%

5.3%

22.2%

12.5%

11.4%

4.3%

3.8%

10.5%

12.5%

5.6%

6.0%

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

全体

その他

祖父母同居の父子世帯

父子世帯

祖父母同居の母子世帯

母子世帯

祖父母同居の両親世帯

両親世帯

相談したことがある・している 相談する必要がなかった

相談時間や場所などが使いづらかった 相談するのに抵抗感があった

利用の仕方がわからなかった 相談する気にならなかった

無回答

【保健センター～家族形態別】
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