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1 

I. 調査の概要 

１. 目的 

当市の子どもがいる家庭の生活状況や子どもの様子、また、子育ての悩みや困りごと等の実

態を把握し、安心して子どもを育てるために必要な施策展開のための基礎資料とするため、江

別市子どもの生活実態調査を実施しました。 

 

２. 調査方法 

・無記名によるアンケート方式 

・市立小中学校に通う小学 2年生、小学 5年生及び中学 2年生は各学校を通じて配付・回収 

・市立小中学校以外に通う児童生徒、平成 30 年 4 月 1日現在 16 歳（以下「高校 2年生相当」 

という。）は郵送による配付・回収 

 

３. 調査内容 

・保護者：家族形態、親の就労状況、収入、学歴、経済状況、制度の利用 等 

・子ども：生活環境、学習生活、人とのつながり、自己肯定感 等 

 

４. 調査対象 

・小学 2年生、小学 5年生、中学 2年生、高校 2年生相当の保護者 

・小学 5年生、中学 2年生、高校 2年生相当の子ども 

 

５. 実施時期 

・平成 30 年 8 月～9月 
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６. 調査票の配付数・回収数 

対象者 
配付数 

（件） 

有効回収数 

（件） 
有効回収率 

マッチング数 

（件） 
マッチング率 

小学 2年生 保護者 940 732 77.9％ － － 

小学 5年生 
保護者 

930 
680 73.1％ 

672 99.1％ 
子ども 679 73.0％ 

中学 2年生 
保護者 

1,001 
691 69.0％ 

678 98.4％ 
子ども 689 68.8％ 

高校 2年生相当 
保護者 

1,134 
420 37.0％ 

414 100.0％ 
子ども 414 36.5％ 

合   計 
保護者 4,005 2,523 63.0％ 

1,766 99.1％ 
子ども 3,065 1,782 58.1％ 

※「マッチング数」とは、「保護者の調査票」と「子どもの調査票」について、同一世帯の情報

として集計が可能となった数をいい、「マッチング率」とは、子どもの有効回答数を母数とし

て、マッチング数を除した割合をいいます。 

 

 

７. 調査票の回収状況（年収階層別） 

対象者 
0～250 万円

未満 

250～400 

万円未満 

400～700 

万円未満 

700 万円 

以上 
計 

小学 2年生  
56 

8.0% 

134 

19.3% 

366 

52.6% 

140 

20.1% 

696 

100.0% 

小学 5年生 
63 

9.7% 

120 

18.4% 

327 

50.2% 

141 

21.7% 

651 

100.0% 

中学 2年生  
67 

10.3% 

90 

13.8% 

333 

51.1% 

162 

24.8% 

652 

100.0% 

高校 2年生相当 
37 

9.1% 

55 

13.5% 

180 

44.3% 

134 

33.0% 

406 

100.0% 

合   計 
223 

9.3% 

399 

16.6% 

1,206 

50.1% 

577 

24.0% 

2,405 

100.0% 

※表の上段は回収件数、下段は構成割合を示しています。 

 本調査の質問項目において回答のあった世帯年収（生活保護受給中の回答を除く）を４階層に

分類したもので、本報告書での年収階層別の割合を算出する際の分母としています。なお、子ど

もの件数については、マッチングできた保護者の世帯年収により分類しています。 
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８. 集計方法等 

・結果数値（％）は小数点第 2位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な

い場合があります。 

・集計上、未記入等不明分を除いた回収数を記載しています。 

・一部の項目については、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・年収階層別の表の合計値が一致しないものがあります。 

・表の上段は回答者数、下段は構成割合を示しています。 

・複数回答の項目における割合（％）については、対象回答者数を分母として集計しています。 

・表の一部では、全道値、札幌値、旭川値及び函館値との比較ができるよう、北海道と札幌市が

平成 28 年度に実施した「子どもの生活実態調査」の報告値及び函館市と旭川市が平成 29 年度

に実施した「子どもの生活実態調査」の報告値を記載しています。なお、それぞれの報告値は、

調査対象者が異なるものもありますが報告値の合計値を記載しています。また、比較する設問

がない場合や選択肢がない場合は、「-」で表しています。 

・グラフ上で表している数値については、5.0 未満は数値を記載していません。 

・回答選択肢が長い場合、本文や表・グラフ中では省略した表現を用いていることがあります。 

・調査数（ｎ）が 100 未満の場合は参考値としています。 

 

  



 

II. 調査結果

１. 

・ 道内他自治体調査と比較して「両親世帯（核家族）」

ます

・ 「家族の人数」「子どもの人数」は、道内他自治体調査と比較して多

(１) 

 子どもと回答者の関係①

回答者は、

 

 子どもが通う高校②

「全日制公立高校」が

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

高校2年生相当

◇ 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

◇ あなたが通っている高校は、次のどれにあたりますか。

 

（ 小５

 

調査結果 

 調査世帯の状況

道内他自治体調査と比較して「両親世帯（核家族）」

ます。 

「家族の人数」「子どもの人数」は、道内他自治体調査と比較して多

 回答者の状況

子どもと回答者の関係

回答者は、「母親」が

子どもが通う高校

「全日制公立高校」が

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

高校2年生相当

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 

あなたが通っている高校は、次のどれにあたりますか。

小５・中２ 

調査世帯の状況 

道内他自治体調査と比較して「両親世帯（核家族）」

「家族の人数」「子どもの人数」は、道内他自治体調査と比較して多

回答者の状況 

子どもと回答者の関係 

「母親」が 89.7％、「父親」が

子どもが通う高校  

「全日制公立高校」が 72.2

 

合計 父親
732

100.0%
680

100.0%
691

100.0%
420

100.0%
2,523

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計
全日制公
立高校

414
100.0%

お子さんとあなたの関係は、次のどれにあたりますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

あなたが通っている高校は、次のどれにあたりますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

道内他自治体調査と比較して「両親世帯（核家族）」

「家族の人数」「子どもの人数」は、道内他自治体調査と比較して多

 

％、「父親」が

72.2％、「全日制私立高校」が

父親 母親
44

6.0% 93.4%
40

5.9% 92.8%
64

9.3% 89.6%
88

21.0% 78.3%
236 2,263
9.4% 89.7%
8.1% 90.7%
7.4% 91.1%
7.5% 88.6%
7.7% 91.8%

全日制公
立高校

定時制公
立高校

299
72.2% 1.2%

お子さんとあなたの関係は、次のどれにあたりますか。

保護者小２・小５・中２

あなたが通っている高校は、次のどれにあたりますか。

保護者小２・小５・中２

4 

道内他自治体調査と比較して「両親世帯（核家族）」

「家族の人数」「子どもの人数」は、道内他自治体調査と比較して多

％、「父親」が 9.4％となっており

％、「全日制私立高校」が

きょうだい
684 0

93.4% 0.0%
631 0

92.8% 0.0%
619 0

89.6% 0.0%
329 0

78.3% 0.0%
2,263 0
89.7% 0.0%
90.7% 0.1%
91.1% 0.1%
88.6% 0.1%
91.8% 0.0%

定時制公
立高校

通信制公
立高校

5
1.2% 0.2%

お子さんとあなたの関係は、次のどれにあたりますか。

保護者小２・小５・中２ 

あなたが通っている高校は、次のどれにあたりますか。

保護者小２・小５・中２ 

道内他自治体調査と比較して「両親世帯（核家族）」が多く

「家族の人数」「子どもの人数」は、道内他自治体調査と比較して多

となっており、親が

％、「全日制私立高校」が 14.3％となっています。

きょうだい 祖母 祖父
0 4

0.0% 0.5%
0 4

0.0% 0.6%
0 3

0.0% 0.4%
0 1

0.0% 0.2%
0 12

0.0% 0.5%
0.1% 0.1%
0.1% 0.1%
0.1% 0.1%
0.0% 0.1%

通信制公 全日制私
立高校

定時制私
立高校

1 59
0.2% 14.3%

お子さんとあなたの関係は、次のどれにあたりますか。 

 保護者高２

あなたが通っている高校は、次のどれにあたりますか。 

 保護者高２

多く、「母子世帯」が少な

「家族の人数」「子どもの人数」は、道内他自治体調査と比較して多くなっています

、親が 99％以上となっています

％となっています。

祖父 その他
0

0.0%
0

0.0%
1

0.1%
0

0.0%
1

0.0%
0.7%
0.3%
0.4%
0.4%

定時制私
立高校

通信制私
立高校

2
0.5%

 

保護者高２ ） 

 

保護者高２ ） 

、「母子世帯」が少な

くなっています

以上となっています

％となっています。 

(単位：人、％)
その他 無回答

0
0.0% 0.0%

0
0.0% 0.7%

0
0.0% 0.6%

0
0.0% 0.5%

0
0.0% 0.4%
0.4% 0.1%
0.0% 1.1%
0.2% 3.3%
0.0% 0.0%

通信制私
立高校

その他

15
3.6% 1.2%

、「母子世帯」が少なくなってい

くなっています。 

 

以上となっています。 

 

 

(単位：人、％)

0
0.0%

5
0.7%

4
0.6%

2
0.5%
11

0.4%
0.1%
1.1%
3.3%
0.0%

(単位：人、％)

その他 無回答

5 28
1.2% 6.8%

くなってい

 

 

 

 

(単位：人、％)

28
6.8%



 

(２) 

 家族形態①

「両親世帯」は

「母子世帯」は

 

 家族の人数②

「４人」が

札幌値と比較して「５人」

低くなっています。

 

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

◇ ご家族について、最も近い家族形態をお答えください。

 

（ 小５

 

◇ ご家族の人数をお答えください。

 

（ 小５

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

 世帯の状況

家族形態 

「両親世帯」は

「母子世帯」は

家族の人数 

「４人」が 51.0

札幌値と比較して「５人」

低くなっています。

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

ご家族について、最も近い家族形態をお答えください。

小５・中２ 

ご家族の人数をお答えください。

小５・中２ 

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

世帯の状況  

「両親世帯」は 78.3％となっており

「母子世帯」は 7.5％となっており

  

51.0％と最も多く、次いで「５人」が

札幌値と比較して「５人」

低くなっています。 

 

合計 両親世帯

732
100.0%

680
100.0%

691
100.0%

420
100.0%
2,523

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

ご家族について、最も近い家族形態をお答えください。

 高２ 保護者小２・小５・中２

ご家族の人数をお答えください。

 高２ 保護者小２・小５・中２

合計 2人
732

100.0%
680

100.0%
691

100.0%
420

100.0%
2,523

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

となっており、

となっており、道内他自治体調査

％と最も多く、次いで「５人」が

札幌値と比較して「５人」の割合が高く、

両親世帯
祖父母同
居の両親
世帯

604
82.5% 6.0%
526

77.4% 7.4%
525

76.0% 8.0%
320

76.2% 9.0%
1,975
78.3% 7.4%
66.5% 10.7%
76.7% 5.8%
72.8% 5.1%
65.3% 9.0%

ご家族について、最も近い家族形態をお答えください。

保護者小２・小５・中２

ご家族の人数をお答えください。 

保護者小２・小５・中２

2人 3人
18

2.5% 13.7%
21

3.1% 15.1%
16

2.3% 14.2%
12

2.9% 18.6%
67

2.7% 15.0%
3.9% 16.1%
3.3% 24.1%
5.6% 20.1%

5 

、道内他自治体調査

道内他自治体調査

％と最も多く、次いで「５人」が

が高く、道内他自治体調査と比較して

祖父母同
居の両親 父子世帯

44 10
6.0% 1.4%
50 9

7.4% 1.3%
55 11

8.0% 1.6%
38 8

9.0% 1.9%
187 38
7.4% 1.5%

10.7% 1.1%
5.8% 0.5%
5.1% 1.3%
9.0% 0.8%

ご家族について、最も近い家族形態をお答えください。

保護者小２・小５・中２ 

 

保護者小２・小５・中２ 

4人
100 377

13.7% 51.5%
103 345

15.1% 50.7%
98 354

14.2% 51.2%
78 211

18.6% 50.2%
379 1,287

15.0% 51.0%
16.1% 44.1%
24.1% 47.4%
20.1% 44.3%

道内他自治体調査と比較して

道内他自治体調査と比較して低くなっています。

％と最も多く、次いで「５人」が 22.2％、「３人」が

道内他自治体調査と比較して

父子世帯
祖父母同
居の父子
世帯

母子世帯

10 4
1.4% 0.5%

9 5
1.3% 0.7%
11 5

1.6% 0.7%
8 2

1.9% 0.5%
38 16

1.5% 0.6%
1.1% 0.8%
0.5% 0.3%
1.3% 0.5%
0.8% 0.7%

ご家族について、最も近い家族形態をお答えください。 

 保護者高２

 保護者高２

5人 6人
377 174

51.5% 23.8%
345 150

50.7% 22.1%
354 157

51.2% 22.7%
211 79

50.2% 18.8%
1,287 560
51.0% 22.2%
44.1% 23.8%
47.4% 19.2%
44.3% 20.8%

と比較して高くなっています。

と比較して低くなっています。

％、「３人」が 15.0

道内他自治体調査と比較して

母子世帯
祖父母同
居の母子
世帯

44
6.0%
59

8.7%
56

8.1%
30

7.1%
189
7.5%

11.4%
8.9%

11.7%
13.2%

 

保護者高２ ） 

保護者高２ ） 

6人 7人以上
41

5.6%
28

4.1%
47

6.8%
24

5.7%
140
5.5%
7.5%
3.6%
6.1%

高くなっています。

と比較して低くなっています。

15.0％となっています。

道内他自治体調査と比較して「３人以下

(単位：人、％)
祖父母同
居の母子
世帯

その他

14
1.9% 0.8%
19

2.8% 0.1%
26

3.8% 0.3%
10

2.4% 0.7%
69

2.7% 0.5%
3.9% 0.9%
2.4% 0.6%
2.4% 0.3%
5.5% 0.5%

(単位：人、％)
7人以上 無回答

20
2.7% 0.3%
30

4.4% 0.4%
14

2.0% 0.7%
12

2.9% 1.0%
76

3.0% 0.6%
4.1% 0.5%
1.3% 1.2%
2.8% 0.3%

 

高くなっています。 

と比較して低くなっています。 

 

％となっています。

以下」の割合が

(単位：人、％)

無回答

6 6
0.8% 0.8%

1 11
0.1% 1.6%

2 11
0.3% 1.6%

3 9
0.7% 2.1%
12 37

0.5% 1.5%
0.9% 4.8%
0.6% 4.7%
0.3% 5.9%
0.5% 4.8%

(単位：人、％)

2
0.3%

3
0.4%

5
0.7%

4
1.0%
14

0.6%
0.5%
1.2%
0.3%

 

 

 

％となっています。 

が



 

 子どもの人数③

「２人」が

札幌値と比較して「３人」

っています。

年収が低いほど

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

保護者　全 体

0 ～250 万円未満

250 ～400 万円未満

400 ～700 万円未満

700 万円以上

◇ ご家族のうち、お子さんの人数をお答えください。

 

（ 小５

 

子どもの人数

「２人」が 54.0

札幌値と比較して「３人」

っています。 

年収が低いほど

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

保護者　全 体 (n= 2523)

0 ～250 万円未満 (n= 223)

250 ～400 万円未満 (n= 399)

400 ～700 万円未満 (n= 1206)

700 万円以上 (n= 577)

ご家族のうち、お子さんの人数をお答えください。

小５・中２ 

子どもの人数 

54.0％と最も多く

札幌値と比較して「３人」の割合

年収が低いほど、「１人」の割合が高くなっています

 

合計 1人
732

100.0%
680

100.0%
691

100.0%
420

100.0%
2,523

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計 1人
223

100.0%
399

100.0%
1,206

100.0%
577

100.0%

(n= 2523)

(n= 223)

(n= 399)

(n= 1206)

(n= 577)

14.7 

14.0 

0%

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

ご家族のうち、お子さんの人数をお答えください。

 高２ 保護者小２・小５・中２

多く、次いで「３人」が

の割合が高く、

の割合が高くなっています

1人 2人
115

15.7% 52.9%
109

16.0% 54.1%
102

14.8% 54.6%
79

18.8% 55.0%
405 1,363

16.1% 54.0%
16.6% 50.9%
24.8% 51.2%
22.3% 50.6%

1人 2人
60

26.9% 42.6%
65

16.3% 52.9%
177

14.7% 55.6%
81

14.0% 55.3%

16.1 

26.9 

16.3 

14.7 

14.0 

20%

1 人 2 

ご家族のうち、お子さんの人数をお答えください。

保護者小２・小５・中２

6 

、次いで「３人」が

が高く、道内他自治体調査と比較して

の割合が高くなっています

3人
387 180

52.9% 24.6%
368 154

54.1% 22.6%
377 169

54.6% 24.5%
231 83

55.0% 19.8%
1,363 586
54.0% 23.2%
50.9% 24.8%
51.2% 18.9%
50.6% 21.3%

3人
95 50

42.6% 22.4%
211 96

52.9% 24.1%
670 276

55.6% 22.9%
319 146

55.3% 25.3%

20% 40%

2 人 3 人

ご家族のうち、お子さんの人数をお答えください。

保護者小２・小５・中２ 

、次いで「３人」が 23.2％、「１人」が

道内他自治体調査と比較して

の割合が高くなっています。 

4人 5人以上
180 37

24.6% 5.1%
154 33

22.6% 4.9%
169 33

24.5% 4.8%
83 17

19.8% 4.0%
586 120

23.2% 4.8%
24.8% 5.5%
18.9% 3.0%
21.3% 4.5%

4人
50 16

22.4% 7.2%
96 21

24.1% 5.3%
276 53

22.9% 4.4%
146 28

25.3% 4.9%

54.0 

42.6 

52.9 

55.6 

55.3 

40%

4 人

ご家族のうち、お子さんの人数をお答えください。 

 保護者高２

％、「１人」が 16.1

道内他自治体調査と比較して「１人」

(単位：人、％)
5人以上 無回答

12
1.6%
13

1.9%
4

0.6%
8

1.9%
37

1.5%
1.7%
0.8%
1.0%

(単位：人、％)
5人以上 無回答

0
0.0%

6
1.5%
23

1.9%
2

0.3%

60%

5 人以上

保護者高２ ） 

16.1％となっています。

「１人」の割合

 

 

(単位：人、％)
無回答

1
0.1%

3
0.4%

6
0.9%

2
0.5%
12

0.5%
0.5%
1.3%
0.3%

(単位：人、％)
無回答

2
0.9%

0
0.0%

7
0.6%

1
0.2%

23.2 

22.4 

24.1 

22.9 

25.3 

80%

無回答

 

％となっています。 

の割合が低くな

7.2 

5.3 

100%

 

 

が低くな

 



 

２. 

・ 「ひとり親世帯」「年収が低い階層」

います

・ 「母子世帯」

合も高くなっています。

・ 道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

が多く、そのための資金の準備も進んでいます

・ 「ひとり親世帯」「年収が低い階層」

(１) 

 授業①

「ひとり親世帯」

年収が

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ 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

 

 子どもの教育

「ひとり親世帯」「年収が低い階層」

います。 

「母子世帯」

合も高くなっています。

道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

が多く、そのための資金の準備も進んでいます

「ひとり親世帯」「年収が低い階層」

 学校での教育について

授業の理解度

「ひとり親世帯」

年収が低いほど

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

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 

子どもの教育 

「ひとり親世帯」「年収が低い階層」

「母子世帯」では、７割強

合も高くなっています。

道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

が多く、そのための資金の準備も進んでいます

「ひとり親世帯」「年収が低い階層」

学校での教育について

の理解度 

「ひとり親世帯」では、理解度が

ほど、「ほとんどわかる」

合計
ほとんど
わかる

679
100.0%

689
100.0%

414
100.0%
1,782

100.0%

合計
ほとんど
わかる

1,354
100.0%

141
100.0%

27
100.0%

あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

「ひとり親世帯」「年収が低い階層」

７割強が「就学援助」を受けており、子どもがアルバイトをしている割

合も高くなっています。 

道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

が多く、そのための資金の準備も進んでいます

「ひとり親世帯」「年収が低い階層」

学校での教育について 

理解度が低くなっています。

「ほとんどわかる」の割合が

ほとんど
わかる

まあまあわ
かる

266
39.2%
170

24.7%
65

15.7%
501

28.1%

ほとんど
わかる

まあまあわ
かる

391
28.9%

22
15.6%

3
11.1%

あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。

保護者小２・小５・中２

7 

「ひとり親世帯」「年収が低い階層」では、「理解度」「学習塾などの利用」などが低

が「就学援助」を受けており、子どもがアルバイトをしている割

道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

が多く、そのための資金の準備も進んでいます

「ひとり親世帯」「年収が低い階層」では、「自己肯定感」

低くなっています。

の割合が低く

まあまあわ
かる

あまりわか
らない

330
48.6%
367

53.3% 13.1%
263

63.5% 15.5%
960

53.9% 10.9%

まあまあわ
かる

あまりわか
らない

739
54.6% 10.3%

75
53.2% 16.3%

15
55.6% 18.5%

あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。

保護者小２・小５・中２ 

は、「理解度」「学習塾などの利用」などが低

が「就学援助」を受けており、子どもがアルバイトをしている割

道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

が多く、そのための資金の準備も進んでいます。 

は、「自己肯定感」

低くなっています。 

低くなっています。

(単位：人、％)

あまりわか
らない

ほとんど
わからな
い

40
5.9% 0.9%
90

13.1% 3.2%
64

15.5% 3.6%
194

10.9% 2.4%

(単位：人、％)

あまりわか
らない

ほとんど
わからな
い

139
10.3% 2.2%

23
16.3% 4.3%

5
18.5% 7.4%

あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。 

 保護者高２

は、「理解度」「学習塾などの利用」などが低

が「就学援助」を受けており、子どもがアルバイトをしている割

道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

は、「自己肯定感」が低くなっています

なっています。 

(単位：人、％)
ほとんど
わからな 無回答

6 37
0.9% 5.4%
22 40

3.2% 5.8%
15 7

3.6% 1.7%
43 84

2.4% 4.7%

(単位：人、％)
ほとんど
わからな 無回答

30 55
2.2% 4.1%

6 15
4.3% 10.6%

2 2
7.4% 7.4%

 

保護者高２ ） 

は、「理解度」「学習塾などの利用」などが低

が「就学援助」を受けており、子どもがアルバイトをしている割

道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

くなっています。

 

 

(単位：人、％)

37
5.4%
40

5.8%
7

1.7%
84

4.7%

(単位：人、％)

55
4.1%
15

10.6%
2

7.4%

は、「理解度」「学習塾などの利用」などが低くなって

が「就学援助」を受けており、子どもがアルバイトをしている割

道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

。 

 

くなって

が「就学援助」を受けており、子どもがアルバイトをしている割

道内他自治体調査と比較して、「大学またはそれ以上」まで進学させたいと考えている保護者

 



 

8 

 

 

 

 

 

  

(単位：人、％)

合計
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

162 31 86 24 6 15
100.0% 19.1% 53.1% 14.8% 3.7% 9.3%

263 60 147 33 6 17
100.0% 22.8% 55.9% 12.5% 2.3% 6.5%

828 250 447 79 20 32
100.0% 30.2% 54.0% 9.5% 2.4% 3.9%

430 133 226 48 9 14
100.0% 30.9% 52.6% 11.2% 2.1% 3.3%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

子ども　全 体 (n= 1782)

小学5年生 (n= 679)

中学2年生 (n= 689)

高校2年生相当 (n= 414)

28.1 

39.2 

24.7 

15.7 

53.9 

48.6 

53.3 

63.5 

10.9 

5.9 

13.1 

15.5 

5.4 

5.8 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

子ども　全 体 (n= 1782)

両親世帯 (n= 1354)

母子世帯 (n= 141)

父子世帯 (n= 27)

28.1 

28.9 

15.6 

11.1 

53.9 

54.6 

53.2 

55.6 

10.9 

10.3 

16.3 

18.5 7.4 

10.6 

7.4 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

子ども　全 体 (n= 1782)

0 ～250 万円未満 (n= 162)

250 ～400 万円未満 (n= 263)

400 ～700 万円未満 (n= 828)

700 万円以上 (n= 430)

28.1 

40.1 

41.1 

47.3 

45.6 

53.9 

21.0 

25.1 

25.2 

27.7 

10.9 

25.9 

19.4 

17.1 

15.8 

8.0 

8.7 

5.6 

7.9 

5.7 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

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



 

 勉強②

道内他自治体調査との比較では、

と低く

「ひとり親世帯」

 

（表中の※の項目は、高校

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたは、勉強がわからないとき誰に教えてもらいますか。

 

（ 小５・中２

 

勉強を誰に教えてもらうか

道内他自治体調査との比較では、

と低くなっています。

「ひとり親世帯」

表中の※の項目は、高校

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

あなたは、勉強がわからないとき誰に教えてもらいますか。

小５・中２ 

誰に教えてもらうか

道内他自治体調査との比較では、

なっています。 

「ひとり親世帯」では、「親」

表中の※の項目は、高校 2年生相当のみが回答しています。

 

合計 親

679
85.0%

689
52.0%

414
12.6%

1,782
55.4%
44.7%
45.7%
45.4%
55.9%

合計 親

1,354
58.0%

141
44.7%

27
33.3%

あなたは、勉強がわからないとき誰に教えてもらいますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

誰に教えてもらうか【複数回答】

道内他自治体調査との比較では、「親」が

「親」の割合が低くなっています。

年生相当のみが回答しています。

親以外の
家族（きょ
うだいや
祖父母な
ど）

577 242
85.0% 35.6%
358 173

52.0% 25.1%
52 54

12.6% 13.0%
987 469

55.4% 26.3%
44.7% 20.0%
45.7% 17.9%
45.4% 20.4%
55.9% 24.7%

親以外の
家族（きょ
うだいや
祖父母な
ど）

785 342
58.0% 25.3%

63 33
44.7% 23.4%

9
33.3% 29.6%

あなたは、勉強がわからないとき誰に教えてもらいますか。

保護者小２・小５・中２

9 

【複数回答】 

「親」が 55.4％と高く

が低くなっています。

年生相当のみが回答しています。

親以外の
家族（きょ
うだいや
祖父母な

友達
※
恋人（彼
氏・彼女）

242 301
35.6% 44.3%
173 433

25.1% 62.8%
54 323

13.0% 78.0%
469 1,057

26.3% 59.3%
20.0% 66.5%
17.9% 66.1%
20.4% 65.8%
24.7% 66.0%

親以外の
家族（きょ
うだいや
祖父母な

友達
※
恋人（彼
氏・彼女）

342 790
25.3% 58.3%

33 87
23.4% 61.7%

8 18
29.6% 66.7%

あなたは、勉強がわからないとき誰に教えてもらいますか。

保護者小２・小５・中２ 

％と高く、「教えてもらえる人がいない」は

が低くなっています。 

年生相当のみが回答しています。） 

※
恋人（彼
氏・彼女）

学校の先
生

-
- 55.7%
-
- 43.4%

29
7.0% 57.7%
29

7.0% 51.4%
10.3% 55.5%
2.2% 43.7%
2.5% 51.6%
1.4% 50.7%

※
恋人（彼
氏・彼女）

学校の先
生

25
1.8% 52.0%

1
0.7% 49.6%

0
0.0% 40.7%

あなたは、勉強がわからないとき誰に教えてもらいますか。

 保護者高２

、「教えてもらえる人がいない」は

学校の先
塾や習い
事などの
先生

378 84
55.7% 12.4%
299 277

43.4% 40.2%
239 39

57.7% 9.4%
916 400

51.4% 22.4%
55.5% 14.8%
43.7% 23.5%
51.6% 19.7%
50.7% 23.4%

学校の先
塾や習い
事などの
先生

704 306
52.0% 22.6%

70 28
49.6% 19.9%

11
40.7% 14.8%

あなたは、勉強がわからないとき誰に教えてもらいますか。 

保護者高２ ） 

、「教えてもらえる人がいない」は

塾や習い
事などの

その他の
大人

教えてもら
える人が
いない

84 16
12.4% 2.4%
277 11

40.2% 1.6%
39 3

9.4% 0.7%
400 30

22.4% 1.7%
14.8% 1.6%
23.5% 1.8%
19.7% 1.9%
23.4% 1.9%

塾や習い
事などの

その他の
大人

教えてもら
える人が
いない

306 17
22.6% 1.3%

28 7
19.9% 5.0%

4 0
14.8% 0.0%

 

、「教えてもらえる人がいない」は 1.9％

(単位：人、％)

教えてもら
える人が
いない

無回答

8
1.2%
11

1.6%
14

3.4%
33

1.9%
4.5%
4.1%
4.1%
3.3%

(単位：人、％)

教えてもら
える人が
いない

無回答

20
1.5%

5
3.5%

0
0.0%

 

％

 

 

(単位：人、％)

無回答

12
1.8%
11

1.6%
8

1.9%
31

1.7%
-
-
-
-

(単位：人、％)

無回答

24
1.8%

5
3.5%

1
3.7%



 

 登校の様子③

道内他自治体調査

「時々休むことがある」

「母子世帯」

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ お子さんの登校の様子はいかがですか。

 

（ 小５

 

登校の様子 

道内他自治体調査

「時々休むことがある」

「母子世帯」では、「学校に行きたがらない日がある」

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

お子さんの登校の様子はいかがですか。

小５・中２ 

 

道内他自治体調査と比較して、「学校に行きたがらない日がある」

「時々休むことがある」の割合

では、「学校に行きたがらない日がある」

 

合計

ほとんど
休まず登
校してい
る

732
100.0%

680
100.0%

691
100.0%

420
100.0%
2,523

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計

ほとんど
休まず登
校してい
る

1,975
100.0%

189
100.0%

38
100.0%

お子さんの登校の様子はいかがですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

と比較して、「学校に行きたがらない日がある」

の割合は低くなっています

では、「学校に行きたがらない日がある」

ほとんど
休まず登
校してい

ほとんど
休まない
が、学校
に行きた
がらない
日がある

663
90.6% 7.9%
596

87.6% 9.4%
620

89.7% 5.9%
361

86.0% 5.0%
2,240
88.8% 7.3%
92.5% 2.5%
90.2% 2.6%
92.5% 2.5%
93.5% 2.4%

ほとんど
休まず登
校してい

ほとんど
休まない
が、学校
に行きた
がらない
日がある

1,772
89.7% 7.0%
157

83.1% 10.1%
34

89.5% 5.3%

お子さんの登校の様子はいかがですか。

保護者小２・小５・中２

10 

と比較して、「学校に行きたがらない日がある」

は低くなっています。

では、「学校に行きたがらない日がある」

ほとんど
休まない
が、学校
に行きた
がらない
日がある

時々休む
ことがある

58 10
7.9% 1.4%
64 12

9.4% 1.8%
41 21

5.9% 3.0%
21 16

5.0% 3.8%
184 59
7.3% 2.3%
2.5% 3.6%
2.6% 3.8%
2.5% 3.5%
2.4% 2.9%

ほとんど
休まない
が、学校
に行きた
がらない
日がある

時々休む
ことがある

139 42
7.0% 2.1%
19 8

10.1% 4.2%
2 2

5.3% 5.3%

お子さんの登校の様子はいかがですか。 

保護者小２・小５・中２ 

と比較して、「学校に行きたがらない日がある」

。 

では、「学校に行きたがらない日がある」の割合

時々休む
ことがある

よく休むこ
とがある

その他

10 1
1.4% 0.1%
12 4

1.8% 0.6%
21 2

3.0% 0.3%
16 8

3.8% 1.9%
59 15

2.3% 0.6%
3.6% 0.5%
3.8% 0.8%
3.5% 0.5%
2.9% 0.6%

時々休む
ことがある

よく休むこ
とがある

その他

42 12
2.1% 0.6%

8 3
4.2% 1.6%

2 0
5.3% 0.0%

 保護者高２

と比較して、「学校に行きたがらない日がある」の割合が高くなっています

の割合が高くなっています。

(単位：人、％)

その他 無回答

0
0.0%

0
0.0%

3
0.4%

7
1.7%
10

0.4%
0.3%
0.6%
0.3%
0.3%

(単位：人、％)

その他 無回答

8
0.4%

0
0.0%

0
0.0%

保護者高２ ） 

が高くなっています

が高くなっています。 

 

 

(単位：人、％)

無回答

0
0.0%

4
0.6%

4
0.6%

7
1.7%
15

0.6%
0.6%
2.0%
0.7%
0.4%

(単位：人、％)

無回答

2
0.1%

2
1.1%

0
0.0%

 

が高くなっていますが、

 

 

が、



 

(２) 

 学習塾や家庭教師の①

「ひとり親世帯」

年収が

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ あなたは、学習塾や家庭教師を利用していますか。

 

（ 小５・中２

 

 家庭での教育について

学習塾や家庭教師の

「ひとり親世帯」

年収が低いほど

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

あなたは、学習塾や家庭教師を利用していますか。

小５・中２ 

家庭での教育について

学習塾や家庭教師の利用

「ひとり親世帯」では、「利用したいが利用していない」

ほど、「利用している」の割合が

合計
利用した
くて利用
している

679
100.0%

689
100.0%

414
100.0%
1,782

100.0%

合計
利用した
くて利用
している

1,354
100.0%

141
100.0%

27
100.0%

合計
利用した
くて利用
している

162
100.0%

263
100.0%

828
100.0%

430
100.0%

あなたは、学習塾や家庭教師を利用していますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

家庭での教育について 

利用 

では、「利用したいが利用していない」

「利用している」の割合が

利用した
くて利用
している

利用した
いが利用
していな
い

107
15.8%
271

39.3%
46

11.1%
424

23.8%

利用した
くて利用
している

利用した
いが利用
していな
い

324
23.9%

32
22.7%

3
11.1%

利用した
くて利用
している

利用した
いが利用
していな
い

25
15.4%

49
18.6%
203

24.5%
124

28.8%

あなたは、学習塾や家庭教師を利用していますか。

保護者小２・小５・中２

11 

では、「利用したいが利用していない」

「利用している」の割合が低くなっています。

利用した
いが利用
していな

利用した
くないが
利用して
いる

84
12.4%

89
12.9%

58
14.0%
231

13.0%

利用した
いが利用
していな

利用した
くないが
利用して
いる

170
12.6%

25
17.7%

5
18.5%

利用した
いが利用
していな

利用した
くないが
利用して
いる

31
19.1%

40
15.2%
101

12.2%
46

10.7%

あなたは、学習塾や家庭教師を利用していますか。

保護者小２・小５・中２ 

では、「利用したいが利用していない」の割合

なっています。

(単位：人、％)
利用した
くないが
利用して

利用した
くなく利用
もしてい
ない

29 439
4.3% 64.7%
37 279

5.4% 40.5%
3 301

0.7% 72.7%
69 1,019

3.9% 57.2%

利用した
くないが
利用して

利用した
くなく利用
もしてい
ない

55 778
4.1% 57.5%

2
1.4% 53.9%

1
3.7% 63.0%

(単位：人、％)
利用した
くないが
利用して

利用した
くなく利用
もしてい
ない

3
1.9% 60.5%

7 160
2.7% 60.8%
28 478

3.4% 57.7%
28 226

6.5% 52.6%

あなたは、学習塾や家庭教師を利用していますか。 

 保護者高２

の割合が高くなっています。

なっています。 

(単位：人、％)
利用した
くなく利用
もしてい

無回答

439 20
64.7% 2.9%
279 13

40.5% 1.9%
301 6

72.7% 1.4%
1,019 39
57.2% 2.2%

(単位：人、％)
利用した
くなく利用
もしてい

無回答

778 27
57.5% 2.0%

76
53.9% 4.3%

17
63.0% 3.7%

(単位：人、％)
利用した
くなく利用
もしてい

無回答

98 5
60.5% 3.1%
160 7

60.8% 2.7%
478 18

57.7% 2.2%
226 6

52.6% 1.4%

保護者高２ ） 

が高くなっています。

 

 

 

(単位：人、％)

20
2.9%
13

1.9%
6

1.4%
39

2.2%

(単位：人、％)

27
2.0%

6
4.3%

1
3.7%

(単位：人、％)

5
3.1%

7
2.7%
18

2.2%
6

1.4%

 

が高くなっています。 

 



 

12 

 

 

 

 

  

子ども　全 体 (n= 1782)

小学5年生 (n= 679)

中学2年生 (n= 689)

高校2年生相当 (n= 414)

23.8 

15.8 

39.3 

11.1 

5.4 

13.0 

12.4 

12.9 

14.0 

57.2 

64.7 

40.5 

72.7 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

利用し たく て利用し ている 利用し たく ないが利用し ている

利用し たいが利用し ていない 利用し たく なく 利用も し ていない

無回答

子ども　全 体 (n= 1782)

両親世帯 (n= 1354)

母子世帯 (n= 141)

父子世帯 (n= 27)

23.8 

23.9 

22.7 

11.1 

13.0 

12.6 

17.7 

18.5 

57.2 

57.5 

53.9 

63.0 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

利用し たく て利用し ている 利用し たく ないが利用し ている

利用し たいが利用し ていない 利用し たく なく 利用も し ていない

無回答

子ども　全 体 (n= 1782)

0～250万円未満 (n= 162)

250～400万円未満 (n= 263)

400～700万円未満 (n= 828)

700万円以上 (n= 430)

23.8 

15.4 

18.6 

24.5 

28.8 6.5 

13.0 

19.1 

15.2 

12.2 

10.7 

57.2 

60.5 

60.8 

57.7 

52.6 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

利用し たく て利用し ている 利用し たく ないが利用し ている

利用し たいが利用し ていない 利用し たく なく 利用も し ていない

無回答



 

(３) 

 就学援助の受給状況①

「受けている」は

くなっています。

「母子世帯」

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 現在、就学援助を受けていますか。

 

（ 小５

 

 就学支援について

就学援助の受給状況

「受けている」は

くなっています。

「母子世帯」では、「受けている」

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

現在、就学援助を受けていますか。

小５・中２ 

就学支援について 

就学援助の受給状況 

「受けている」は 16.6％となっており

くなっています。 

では、「受けている」

 

合計
受けてい
る

732
100.0%

680
100.0%

691
100.0%
2,103

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計
受けてい
る

1,655
100.0%

159
100.0%

30
100.0%

合計
受けてい
る

186
100.0%

344
100.0%
1,026

100.0%
443

100.0%

現在、就学援助を受けていますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

 

となっており、札幌値と同程度

では、「受けている」の割合

受けてい 受けてい
ない

126
17.2% 81.6%
117

17.2% 81.3%
107

15.5% 83.2%
350 1,725

16.6% 82.0%
18.9% 77.1%
16.5% 79.6%
20.9% 76.7%
25.2% 72.2%

受けてい 受けてい
ない

168 1,468
10.2% 88.7%
115

72.3% 27.0%
7

23.3% 70.0%

受けてい 受けてい
ない

151
81.2% 17.7%
124

36.0% 63.1%
46

4.5% 94.5%
3

0.7% 98.2%

現在、就学援助を受けていますか。

保護者小２・小５・中２

13 

、札幌値と同程度

の割合が高くなっています。

(単位：人、％)
受けてい わからな

い
597

81.6% 1.0%
553

81.3% 1.0%
575

83.2% 0.6%
1,725 18
82.0% 0.9%
77.1% 2.3%
79.6% 1.7%
76.7% 1.4%
72.2% 1.5%

(単位：人、％)
受けてい わからな

い
1,468 16
88.7% 1.0%

43
27.0% 0.6%

21
70.0% 3.3%

(単位：人、％)
受けてい わからな

い
33

17.7% 1.1%
217

63.1% 0.9%
970

94.5% 0.6%
435

98.2% 1.1%

現在、就学援助を受けていますか。 

保護者小２・小５・中２ 

、札幌値と同程度ですが、道内他自治体調査と比較

なっています。

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

7 2
1.0% 0.3%

7 3
1.0% 0.4%

4 5
0.6% 0.7%
18 10

0.9% 0.5%
2.3% 1.7%
1.7% 2.3%
1.4% 1.1%
1.5% 1.1%

(単位：人、％)

無回答

16 3
1.0% 0.2%

1 0
0.6% 0.0%

1 1
3.3% 3.3%

(単位：人、％)

無回答

2 0
1.1% 0.0%

3 0
0.9% 0.0%

6 4
0.6% 0.4%

5 0
1.1% 0.0%

 保護者高２

ですが、道内他自治体調査と比較

なっています。 

 

 

 

保護者高２ ） 

ですが、道内他自治体調査と比較

 

ですが、道内他自治体調査と比較して低

 

低



 

 就学援助を受けていない理由②

「必要なかった」は

「ひとり親

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 就学援助を受けていない理由は何ですか。

 

（ 小５

 

就学援助を受けていない理由

「必要なかった」は

ひとり親世帯」では、「必要なかった

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

就学援助を受けていない理由は何ですか。

小５・中２ 

就学援助を受けていない理由

「必要なかった」は 64.2％

世帯」では、「必要なかった

 

合計
必要な
かった

597
100.0%

553
100.0%

575
100.0%
1,725

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計
必要な
かった

1,468
100.0%

43
100.0%

21
100.0%

合計
必要な
かった

33
100.0%

217
100.0%

970
100.0%

435
100.0%

就学援助を受けていない理由は何ですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

就学援助を受けていない理由  

％となっており

世帯」では、「必要なかった

必要な
かった

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

382
64.0% 18.3%
352

63.7% 22.6%
373

64.9% 24.3%
1,107
64.2% 21.7%
47.1% 27.5%
46.8% 34.1%
40.1% 48.0%
44.3% 37.6%

必要な
かった

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

985
67.1% 20.4%

10
23.3% 37.2%

9
42.9% 23.8%

必要な
かった

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

10
30.3% 21.2%

85
39.2% 25.3%
622

64.1% 24.3%
353

81.1% 14.3%

就学援助を受けていない理由は何ですか。

保護者小２・小５・中２

14 

となっており、道内他自治体調査

世帯」では、「必要なかった」の割合が

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

申請した
が認定さ
れなかっ
た

109 44
18.3% 7.4%
125 31

22.6% 5.6%
140 30

24.3% 5.2%
374 105

21.7% 6.1%
27.5% 6.4%
34.1% 1.6%
48.0% 2.8%
37.6% 6.1%

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

申請した
が認定さ
れなかっ
た

299 81
20.4% 5.5%

16 6
37.2% 14.0%

5 2
23.8% 9.5%

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

申請した
が認定さ
れなかっ
た

7 3
21.2% 9.1%

55 45
25.3% 20.7%
236 49

24.3% 5.1%
62 4

14.3% 0.9%

就学援助を受けていない理由は何ですか。 

保護者小２・小５・中２ 

道内他自治体調査と比較して高くなっています。

が低くなっています。

申請する
ことに抵
抗があっ
た

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

44 8
7.4% 1.3%
31 8

5.6% 1.4%
30 5

5.2% 0.9%
105 21
6.1% 1.2%
6.4% 2.4%
1.6% 1.7%
2.8% 1.2%
6.1% 3.0%

申請する
ことに抵
抗があっ
た

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

81 15
5.5% 1.0%

6 3
14.0% 7.0%

2 0
9.5% 0.0%

申請する
ことに抵
抗があっ
た

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

3 5
9.1% 15.2%
45 8

20.7% 3.7%
49 7

5.1% 0.7%
4 0

0.9% 0.0%

 保護者高２

と比較して高くなっています。

なっています。 

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

就学援助
を知らな
かった

8
1.3%

9
1.6%

3
0.5%
20

1.2%
2.1%
1.8%
1.4%
1.5%

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

就学援助
を知らな
かった

17
1.2%

1
2.3%

2
9.5%

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

就学援助
を知らな
かった

2
6.1%

7
3.2%
11

1.1%
0

0.0%

保護者高２ ） 

と比較して高くなっています。

(単位：人、％)

就学援助
を知らな
かった

その他

20
3.4% 2.3%

8
1.4% 2.4%

7
1.2% 1.4%
35

2.0% 2.0%
6.6% 1.1%
4.8% 2.7%
1.8% 1.8%
1.8% 1.4%

(単位：人、％)

就学援助
を知らな
かった

その他

25
1.7% 1.4%

2
4.7% 11.6%

1
4.8% 4.8%

(単位：人、％)

就学援助
を知らな
かった

その他

2
6.1% 12.1%

5
2.3% 3.7%
21

2.2% 1.3%
6

1.4% 1.1%

 

と比較して高くなっています。 

(単位：人、％)

無回答

14 12
2.3% 2.0%
13 7

2.4% 1.3%
8 9

1.4% 1.6%
35 28

2.0% 1.6%
1.1% 6.8%
2.7% 6.5%
1.8% 2.9%
1.4% 4.3%

(単位：人、％)

無回答

21 25
1.4% 1.7%

5 0
11.6% 0.0%

1 1
4.8% 4.8%

(単位：人、％)

無回答

4 0
12.1% 0.0%

8 4
3.7% 1.8%
13 11

1.3% 1.1%
5 5

1.1% 1.1%

 

 

 

 



 

 高等学校等就学支援金の受給状況③

「受けている」

「母子

 

 

〔札幌値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 現在、高等学校等就学支援金を受けていますか。

 

（ 小５

 

高等学校等就学支援金の受給状況

「受けている」

「母子世帯」では、「受けている」

〔札幌値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

現在、高等学校等就学支援金を受けていますか。

小５・中２ 

高等学校等就学支援金の受給状況

「受けている」は 71.4％となっており

では、「受けている」

 

合計
受けてい
る

420
100.0%
100.0%
100.0%

合計
受けてい
る

320
100.0%

30
100.0%

8
100.0%

合計
受けてい
る

37
100.0%

55
100.0%

180
100.0%

134
100.0%

現在、高等学校等就学支援金を受けていますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

高等学校等就学支援金の受給状況 

となっており

では、「受けている」の割合

受けてい 受けてい
ない

300
71.4% 25.0%
62.4% 28.8%
61.9% 32.1%

受けてい 受けてい
ない

228
71.3% 26.9%

25
83.3%

4
50.0% 37.5%

受けてい 受けてい
ない

30
81.1% 8.1%

51
92.7% 3.6%
138

76.7% 20.0%
73

54.5% 44.0%

現在、高等学校等就学支援金を受けていますか。

保護者小２・小５・中２

15 

 

となっており、道内他自治体調査

の割合が高くなっています。

(単位：人、％)
受けてい わからな

い
105

25.0% 1.7%
28.8% 3.9%
32.1% 4.1%

(単位：人、％)
受けてい わからな

い
86

26.9% 1.3%
2

6.7% 3.3%
3

37.5% 12.5%

(単位：人、％)
受けてい わからな

い
3

8.1% 0.0%
2

3.6% 3.6%
36

20.0% 1.7%
59

44.0% 0.7%

現在、高等学校等就学支援金を受けていますか。

保護者小２・小５・中２ 

道内他自治体調査と比較して高くなっています。

なっています。

 

 

 

(単位：人、％)
わからな

無回答

7 8
1.7% 1.9%
3.9% 4.9%
4.1% 1.9%

(単位：人、％)
わからな

無回答

4 2
1.3% 0.6%

1 2
3.3% 6.7%

1 0
12.5% 0.0%

(単位：人、％)

無回答

0 4
0.0% 10.8%

2 0
3.6% 0.0%

3 3
1.7% 1.7%

1 1
0.7% 0.7%

現在、高等学校等就学支援金を受けていますか。 

 保護者高２

と比較して高くなっています。

なっています。 

 

 

 

保護者高２ ） 

と比較して高くなっています。

 

と比較して高くなっています。 

 



 

 高等学校等就学支援金を受けていない理由④

「必要なかった」が

なっています。

 

 

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 就学支援金を受けていない理由は何ですか。

 

（ 小５

 

高等学校等就学支援金を受けていない理由

「必要なかった」が

なっています。 

合計

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

就学支援金を受けていない理由は何ですか。

小５・中２ 

高等学校等就学支援金を受けていない理由

「必要なかった」が 42.9％

 

合計
必要な
かった

105
100.0%

合計
必要な
かった

86
100.0%

2
100.0%

3
100.0% 100.0%

合計
必要な
かった

3
100.0%

2
100.0%

36
100.0%

59
100.0%

就学支援金を受けていない理由は何ですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

高等学校等就学支援金を受けていない理由

％と最も多く

必要な
かった

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

45
42.9% 40.0%

必要な
かった

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

32
37.2% 43.0%

0
0.0% 50.0%

3
100.0% 0.0%

必要な
かった

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

1
33.3% 33.3%

0
0.0% 50.0%
15

41.7% 36.1%
27

45.8% 42.4%

就学支援金を受けていない理由は何ですか。

保護者小２・小５・中２

16 

高等学校等就学支援金を受けていない理由 

と最も多く、次いで「

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

申請した
が認定さ
れなかっ
た

42 11
40.0% 10.5%

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

申請した
が認定さ
れなかっ
た

37 10
43.0% 11.6%

1 1
50.0% 50.0%

0 0
0.0% 0.0%

申請した
かったが
申請要件
を満たし
ていな
かった

申請した
が認定さ
れなかっ
た

1 1
33.3% 33.3%

1 0
50.0% 0.0%

13 3
36.1% 8.3%

25 7
42.4% 11.9%

就学支援金を受けていない理由は何ですか。 

保護者小２・小５・中２ 

次いで「申請要件を満たしていなかった」が

申請する
ことに抵
抗があっ
た

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

11 1
10.5% 1.0%

申請する
ことに抵
抗があっ
た

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

10 1
11.6% 1.2%

1 0
50.0% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

申請する
ことに抵
抗があっ
た

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

1 0
33.3% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

3 1
8.3% 2.8%

7 0
11.9% 0.0%

 

 保護者高２

申請要件を満たしていなかった」が

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

就学援助
を知らな
かった

0
0.0%

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

就学援助
を知らな
かった

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

申請の仕
方がわか
らなかっ
た

就学援助
を知らな
かった

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

保護者高２ ） 

申請要件を満たしていなかった」が

(単位：人、％)

就学援助
を知らな
かった

その他

0
0.0% 4.8%

(単位：人、％)

就学援助
を知らな
かった

その他

0
0.0% 5.8%

0
0.0% 0.0%

0
0.0% 0.0%

(単位：人、％)

就学援助
を知らな
かった

その他

0
0.0% 0.0%

0
0.0% 50.0%

0
0.0% 11.1%

0
0.0% 0.0%

 

申請要件を満たしていなかった」が 40.0％と

(単位：人、％)

無回答

5 1
4.8% 1.0%

(単位：人、％)

無回答

5 1
5.8% 1.2%

0 0
0.0% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

(単位：人、％)

無回答

0 0
0.0% 0.0%

1 0
50.0% 0.0%

4 0
11.1% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

 

％と

 

 

 



 

 奨学金の受給状況⑤

「給付型奨学金」が

「ひとり親世帯」

年収が低いほど

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 現在、お子さんは奨学金を受けていますか。

 

（ 小５

 

奨学金の受給状況

「給付型奨学金」が

「ひとり親世帯」

年収が低いほど

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

現在、お子さんは奨学金を受けていますか。

小５・中２ 

奨学金の受給状況【複数回答】

「給付型奨学金」が 6.9％、

「ひとり親世帯」では、「給付型

年収が低いほど、何らかの奨学金を利用

 

合計

給付型
（返済の
必要がな
い）の奨
学金

420

合計

給付型
（返済の
必要がな
い）の奨
学金

320

30

8

合計

給付型
（返済の
必要がな
い）の奨
学金

37

55

180

134

現在、お子さんは奨学金を受けていますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

【複数回答】 

％、「貸与型奨学金」が

「給付型奨学金」

何らかの奨学金を利用

給付型
（返済の
必要がな
い）の奨
学金

貸与型
（将来返
済する必
要がある）
の奨学金

29
6.9% 3.6%
3.2% 5.5%
3.4% 6.6%

11.7% 7.3%
9.2% 8.3%

給付型
（返済の
必要がな
い）の奨
学金

貸与型
（将来返
済する必
要がある）
の奨学金

15
4.7% 3.4%

8
26.7% 6.7%

1
12.5% 0.0%

給付型
（返済の
必要がな
い）の奨
学金

貸与型
（将来返
済する必
要がある）
の奨学金

11
29.7% 5.4%

6
10.9% 9.1%

9
5.0% 3.3%

2
1.5% 1.5%

現在、お子さんは奨学金を受けていますか。

保護者小２・小５・中２

17 

「貸与型奨学金」が 3.6

奨学金」の割合が高くなっています。

何らかの奨学金を利用している割合が高くなっています

貸与型
（将来返
済する必
要がある）
の奨学金

その他の
タイプの
奨学金

15
3.6% 0.0%
5.5% 0.2%
6.6% 0.6%
7.3% 0.9%
8.3% 0.3%

貸与型
（将来返
済する必
要がある）
の奨学金

その他の
タイプの
奨学金

11
3.4% 0.0%

2
6.7% 0.0%

0
0.0% 0.0%

貸与型
（将来返
済する必
要がある）
の奨学金

その他の
タイプの
奨学金

2
5.4% 0.0%

5
9.1% 0.0%

6
3.3% 0.0%

2
1.5% 0.0%

現在、お子さんは奨学金を受けていますか。 

保護者小２・小５・中２ 

3.6％となっています

が高くなっています。

している割合が高くなっています

(単位：人、％)

その他の 奨学金を
受けてい
ない

無回答

0 364
0.0% 86.7%
0.2% 83.3%
0.6% 82.3%
0.9% 78.0%
0.3% 80.6%

(単位：人、％)

その他の 奨学金を
受けてい
ない

無回答

0 287
0.0% 89.7%

0 18
0.0% 60.0%

0 6
0.0% 75.0%

(単位：人、％)

その他の 奨学金を
受けてい
ない

無回答

0 20
0.0% 54.1%

0 44
0.0% 80.0%

0 161
0.0% 89.4%

0 127
0.0% 94.8%

 

 保護者高２

％となっています。 

が高くなっています。 

している割合が高くなっています

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

14
3.3%

-
7.6%

-
2.2%

(単位：人、％)

無回答

7
2.2%

3
10.0%

1
12.5%

(単位：人、％)

無回答

5
13.5%

1
1.8%

4
2.2%

3
2.2%

保護者高２ ） 

 

している割合が高くなっています。 

  



 

 江別市奨学資金貸与制度の利用状況⑥

「利用している」が

「ひとり親世帯」

 

 

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 現在、江別市奨学資金貸与制度を利用していますか。

 

（ 小５

 

江別市奨学資金貸与制度の利用状況

「利用している」が

「ひとり親世帯」

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

現在、江別市奨学資金貸与制度を利用していますか。

小５・中２ 

江別市奨学資金貸与制度の利用状況

「利用している」が 4.0％となっています。

「ひとり親世帯」では、「利用している」

 

合計
利用して
いる

420
100.0%

合計
利用して
いる

320
100.0%

30
100.0%

8
100.0%

合計
利用して
いる

37
100.0%

55
100.0%

180
100.0%

134
100.0%

現在、江別市奨学資金貸与制度を利用していますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

江別市奨学資金貸与制度の利用状況

％となっています。

では、「利用している」

利用して
いる

利用して
いない

17
4.0% 90.0%

利用して
いる

利用して
いない

9
2.8% 92.2%

2
6.7% 86.7%

1
12.5% 87.5%

利用して
いる

利用して
いない

3
8.1% 78.4%

4
7.3% 80.0%

7
3.9% 91.7%

3
2.2% 95.5%

現在、江別市奨学資金貸与制度を利用していますか。

保護者小２・小５・中２

18 

江別市奨学資金貸与制度の利用状況 

％となっています。 

では、「利用している」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)
利用して
いない

わからな
い

378 19
90.0% 4.5%

(単位：人、％)
利用して
いない

わからな
い

295 15
92.2% 4.7%

26
86.7% 0.0%

7
87.5% 0.0%

(単位：人、％)
利用して
いない

わからな
い

29
78.4% 2.7%

44
80.0% 10.9%
165

91.7% 4.4%
128

95.5% 1.5%

現在、江別市奨学資金貸与制度を利用していますか。

保護者小２・小５・中２ 

が高くなっています。

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

19 6
4.5% 1.4%

(単位：人、％)

無回答

15 1
4.7% 0.3%

0 2
0.0% 6.7%

0 0
0.0% 0.0%

(単位：人、％)

無回答

1 4
2.7% 10.8%

6 1
10.9% 1.8%

8 0
4.4% 0.0%

2 1
1.5% 0.7%

現在、江別市奨学資金貸与制度を利用していますか。 

 保護者高２

が高くなっています。 

 

 

 

保護者高２ ） 

  



 

 江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由⑦

「必要なかった」が

ていなかった」が

 

 

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 奨学資金貸与制度を利用していない理由は何ですか。

 

（ 小５

 

江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

「必要なかった」が

ていなかった」が

合計

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

奨学資金貸与制度を利用していない理由は何ですか。

小５・中２ 

江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

「必要なかった」が 62.7％と最も多く、次いで「知らなかった」が

ていなかった」が 8.2％となっています。

 

合計
必要な
かった

378
100.0% 62.7%

合計
必要な
かった

295
100.0% 62.0%

26
100.0% 38.5%

7
100.0% 57.1%

合計
必要な
かった

29
100.0% 44.8%

44
100.0% 50.0%

165
100.0% 60.0%

128
100.0% 74.2%

奨学資金貸与制度を利用していない理由は何ですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

％と最も多く、次いで「知らなかった」が

％となっています。

必要な
かった

応募した
かったが
応募要件
を満たし
ていな
かった

237 31
62.7% 8.2%

必要な
かった

応募した
かったが
応募要件
を満たし
ていな
かった

183 27
62.0% 9.2%

10
38.5% 7.7%

4
57.1% 0.0%

必要な
かった

応募した
かったが
応募要件
を満たし
ていな
かった

13
44.8% 10.3%

22
50.0% 6.8%

99 13
60.0% 7.9%

95 10
74.2% 7.8%

奨学資金貸与制度を利用していない理由は何ですか。

保護者小２・小５・中２

19 

江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

％と最も多く、次いで「知らなかった」が

％となっています。 

応募した
かったが
応募要件
を満たし

応募した
が選定さ
れなかっ
た

応募する
ことに抵
抗があっ
た

31 0
8.2% 0.0%

応募した
かったが
応募要件
を満たし

応募した
が選定さ
れなかっ
た

応募する
ことに抵
抗があっ
た

27 0
9.2% 0.0%

2 0
7.7% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

応募した
かったが
応募要件
を満たし

応募した
が選定さ
れなかっ
た

応募する
ことに抵
抗があっ
た

3 0
10.3% 0.0%

3 0
6.8% 0.0%
13 0

7.9% 0.0%
10 0

7.8% 0.0%

奨学資金貸与制度を利用していない理由は何ですか。

保護者小２・小５・中２ 

江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由 

％と最も多く、次いで「知らなかった」が

応募する
ことに抵
抗があっ
た

応募の仕
方が分か
らなかっ
た

1
0.3%

応募する
ことに抵
抗があっ
た

応募の仕
方が分か
らなかっ
た

1
0.3%

0
0.0%

0
0.0% 14.3%

応募する
ことに抵
抗があっ
た

応募の仕
方が分か
らなかっ
た

0
0.0%

0
0.0%

1
0.6%

0
0.0%

奨学資金貸与制度を利用していない理由は何ですか。 

 保護者高２

％と最も多く、次いで「知らなかった」が 16.9％、「応募要件を満たし

応募の仕
方が分か
らなかっ

貸与月額
が不十分
だった

11
2.9% 0.8%

応募の仕
方が分か
らなかっ

貸与月額
が不十分
だった

7
2.4% 1.0%

2
7.7% 0.0%

1
14.3% 0.0%

応募の仕
方が分か
らなかっ

貸与月額
が不十分
だった

2
6.9% 3.4%

2
4.5% 0.0%

5
3.0% 1.2%

2
1.6% 0.0%

保護者高２ ） 

％、「応募要件を満たし

貸与月額
が不十分

奨学資金
貸与制度
を知らな
かった

その他

3 64
0.8% 16.9%

貸与月額
が不十分

奨学資金
貸与制度
を知らな
かった

その他

3 56
1.0% 19.0%

0 2
0.0% 7.7%

0 2
0.0% 28.6%

貸与月額
が不十分

奨学資金
貸与制度
を知らな
かった

その他

1 3
3.4% 10.3%

0 11
0.0% 25.0%

2 32
1.2% 19.4%

0 17
0.0% 13.3%

 

％、「応募要件を満たし

(単位：人、％)

その他 無回答

26
6.9%

(単位：人、％)

その他 無回答

14
4.7%

9
34.6%

0
0.0%

(単位：人、％)

その他 無回答

6
20.7%

6
13.6%

10
6.1%

3
2.3%

 

％、「応募要件を満たし

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

5
1.3%

(単位：人、％)

無回答

4
1.4%

1
3.8%

0
0.0%

(単位：人、％)

無回答

1
3.4%

0
0.0%

3
1.8%

1
0.8%



 

(４) 

 アルバイトをしている①

「している」が

「ひとり親

年収が低いほど

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ あなたは現在、アルバイトをしていますか。

 

（ 小５

 

 アルバイトについて

アルバイトをしている

「している」が

「ひとり親世帯」

年収が低いほど

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

あなたは現在、アルバイトをしていますか。

小５・中２ 

アルバイトについて

アルバイトをしているか

「している」が 19.3％となっており

世帯」では、「している」

年収が低いほど、「している」の割合が高くなっています。

 

合計 している

414
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計 している

315
100.0%

30
100.0%

8
100.0%

合計 している

36
100.0%

55
100.0%

176
100.0%

133
100.0%

あなたは現在、アルバイトをしていますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

アルバイトについて 

か 

となっており、

では、「している」の割合

「している」の割合が高くなっています。

している
していな
い

80
19.3% 79.5%
18.4% 81.2%
12.0% 87.3%
18.2% 81.5%
17.8% 82.2%

している
していな
い

45
14.3% 85.1%

17
56.7% 43.3%

3
37.5% 50.0%

している
していな
い

13
36.1% 61.1%

14
25.5% 72.7%

32
18.2% 80.7%

18
13.5% 85.7%

あなたは現在、アルバイトをしていますか。

保護者小２・小５・中２

20 

、道内他自治体調査と比較して高く

の割合が高く

「している」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)
していな

無回答

329
79.5% 1.2%
81.2% 0.3%
87.3% 0.8%
81.5% 0.4%
82.2% 0.0%

(単位：人、％)
していな

無回答

268
85.1% 0.6%

13
43.3% 0.0%

4
50.0% 12.5%

(単位：人、％)
していな

無回答

22
61.1% 2.8%

40
72.7% 1.8%
142

80.7% 1.1%
114

85.7% 0.8%

あなたは現在、アルバイトをしていますか。 

保護者小２・小５・中２ 

道内他自治体調査と比較して高く

高くなっています。

「している」の割合が高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

5
1.2%
0.3%
0.8%
0.4%
0.0%

(単位：人、％)

2
0.6%

0
0.0%

1
12.5%

(単位：人、％)

1
2.8%

1
1.8%

2
1.1%

1
0.8%

 

 保護者高２

道内他自治体調査と比較して高くなっています。

なっています。 

保護者高２ ） 

なっています。

 

なっています。 

 



 

 アルバイトの勤務状況②

週の勤務日数は、「

なっています。

平均勤務時間は、「

「５～

①１週間のうちの勤務日数

②１日あたりの平均勤務時間

 

 

〔旭川値〕

高校2年生相当

〔旭川値〕

高校2年生相当

◇ 現在、アルバイトの勤務は週に何日くらいですか。また、１日に平均して何時間くらい勤

務していますか。

 

（ 小５

 

アルバイトの勤務状況

週の勤務日数は、「

なっています。 

平均勤務時間は、「

～６時間未満」が
 

①１週間のうちの勤務日数

 

②１日あたりの平均勤務時間

〔旭川値〕

高校2年生相当

〔旭川値〕

高校2年生相当

現在、アルバイトの勤務は週に何日くらいですか。また、１日に平均して何時間くらい勤

務していますか。

小５・中２ 

アルバイトの勤務状況 

週の勤務日数は、「２日」が

平均勤務時間は、「３～４時間未満」が

時間未満」が 17.5％となっています。

①１週間のうちの勤務日数 

②１日あたりの平均勤務時間 

 

合計 1日
80

100.0%
100.0%

合計
2時間未
満

80
100.0%
100.0%

現在、アルバイトの勤務は週に何日くらいですか。また、１日に平均して何時間くらい勤

務していますか。 

 高２ 保護者小２・小５・中２

 

日」が 28.8％と最も多く、次いで「

時間未満」が

％となっています。

1日 2日
7

8.8% 28.8%
5.7% 14.6%

2時間未 2～3時間
未満

0
0.0% 10.0%
1.5% 6.4%

現在、アルバイトの勤務は週に何日くらいですか。また、１日に平均して何時間くらい勤

保護者小２・小５・中２

21 

％と最も多く、次いで「

時間未満」が 36.3％と最も多く、次いで「

％となっています。 

3日
23 21

28.8% 26.3%
14.6% 26.7%

2～3時間 3～4時間
未満

8 29
10.0% 36.3%
6.4% 37.9%

現在、アルバイトの勤務は週に何日くらいですか。また、１日に平均して何時間くらい勤

保護者小２・小５・中２ 

％と最も多く、次いで「３日」が

％と最も多く、次いで「

4日 5日
21 18

26.3% 22.5%
26.7% 30.9%

3～4時間 4～5時間
未満

5～6時間
未満

29 23
36.3% 28.8%
37.9% 35.4%

現在、アルバイトの勤務は週に何日くらいですか。また、１日に平均して何時間くらい勤

 保護者高２

日」が 26.3％、「

％と最も多く、次いで「４～５

5日 6日
11

13.8%
18.6%

5～6時間
未満

6時間以
上

14
17.5%
11.6%

現在、アルバイトの勤務は週に何日くらいですか。また、１日に平均して何時間くらい勤

保護者高２ ） 

％、「４日」が

５時間未満」が

6日 毎日
0

0.0% 0.0%
2.7% 0.2%

(単位：人、％)
6時間以

無回答

5
6.3% 1.3%
6.4% 0.7%

現在、アルバイトの勤務は週に何日くらいですか。また、１日に平均して何時間くらい勤

 

日」が 22.5％と

時間未満」が 28.8％、

 

(単位：人、％)
無回答

0 0
0.0% 0.0%
0.2% 0.5%

(単位：人、％)

無回答

1
1.3%
0.7%

現在、アルバイトの勤務は週に何日くらいですか。また、１日に平均して何時間くらい勤

 

％と

％、

 

(単位：人、％)

0
0.0%
0.5%



 

 アルバイトをしている理由③

「趣味や娯楽のため」

「母子世帯」では、

 

【生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため

 

【家族を支えるため

 

 

家族を支えるため

友だちとの付き合いや遊びの
ため
趣味や娯楽のため（スマート
フォン・携帯電話代を含む）

部活・クラブ活動の費用のため

生活費（家賃・食費・水道光熱
費）のため

学費（授業料）のため

学費（授業料以外の費用）の
ため

両親世帯

母子世帯

父子世帯

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ アルバイトをする理由について、以下の理由はどの程度あてはまりますか。

 

（ 小５

 

アルバイトをしている理由

「趣味や娯楽のため」

「母子世帯」では、

【生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため

【家族を支えるため】

家族を支えるため

友だちとの付き合いや遊びの

趣味や娯楽のため（スマート
フォン・携帯電話代を含む）

部活・クラブ活動の費用のため

生活費（家賃・食費・水道光熱
費）のため

学費（授業料）のため

学費（授業料以外の費用）の

両親世帯

母子世帯

父子世帯

両親世帯

母子世帯

父子世帯

アルバイトをする理由について、以下の理由はどの程度あてはまりますか。

小５・中２ 

アルバイトをしている理由

「趣味や娯楽のため」「友達との付き合いや遊びのため

「母子世帯」では、「生活費

【生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため

】 

 

合計

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

友だちとの付き合いや遊びの

趣味や娯楽のため（スマート
フォン・携帯電話代を含む）

部活・クラブ活動の費用のため

生活費（家賃・食費・水道光熱

学費（授業料以外の費用）の

合計
まったくあ
てはまら
ない

45
100.0%

17
100.0%

3
100.0%

合計
まったくあ
てはまら
ない

45
100.0%

17
100.0%

3
100.0%

アルバイトをする理由について、以下の理由はどの程度あてはまりますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

アルバイトをしている理由 

友達との付き合いや遊びのため

生活費」「学費」の割合が高く

【生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】 

合計
まったくあ
てはまら
ない

80
100.0% 12.5%

80
100.0% 13.8%

80
100.0% 71.3%

80
100.0% 70.0%

80
100.0% 72.5%

80
100.0% 70.0%

80
100.0% 45.0%

まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらな
い

36
80.0%

9
52.9%

2
66.7%

まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらな
い

23
51.1%

3
17.6%

3
100.0%

アルバイトをする理由について、以下の理由はどの程度あてはまりますか。

保護者小２・小５・中２

22 

友達との付き合いや遊びのため

の割合が高く

 

まったくあ
てはまら

あまりあて
はまらな
い

10 4
12.5% 5.0%

11 8
13.8% 10.0%

57 11
71.3% 13.8%

56 13
70.0% 16.3%

58 10
72.5% 12.5%

56 9
70.0% 11.3%

36 21
45.0% 26.3%

あまりあて
はまらな

まああて
はまる

5
11.1%

3
17.6% 11.8%

1
33.3%

あまりあて
はまらな

まああて
はまる

12
26.7% 13.3%

3
17.6% 23.5%

0
0.0%

アルバイトをする理由について、以下の理由はどの程度あてはまりますか。

保護者小２・小５・中２ 

友達との付き合いや遊びのため」が多

の割合が高くなっています

まああて
はまる

とてもあて
はまる

40
50.0%

20
25.0%

4
5.0%

4
5.0%

5
6.3%

7
8.8%
11

13.8%

(単位：人、％)

まああて
はまる

とてもあて
はまる

2
4.4% 2.2%

2
11.8% 17.6%

0
0.0% 0.0%

(単位：人、％)

まああて
はまる

とてもあて
はまる

6
13.3% 6.7%

4
23.5% 41.2%

0
0.0% 0.0%

アルバイトをする理由について、以下の理由はどの程度あてはまりますか。

 保護者高２

多くなっています。

なっています。 

(単位：人、％)

とてもあて
はまる

無回答

25
31.3%

39
48.8%

6
7.5%

5
6.3%

4
5.0%

7
8.8%
10

12.5%

(単位：人、％)

とてもあて
無回答

1 1
2.2% 2.2%

3 0
17.6% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

(単位：人、％)

とてもあて
無回答

3 1
6.7% 2.2%

7 0
41.2% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

アルバイトをする理由について、以下の理由はどの程度あてはまりますか。

保護者高２ ） 

くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

1
1.3%

2
2.5%

2
2.5%

2
2.5%

3
3.8%

1
1.3%

2
2.5%

(単位：人、％)

1
2.2%

0
0.0%

0
0.0%

(単位：人、％)

1
2.2%

0
0.0%

0
0.0%

アルバイトをする理由について、以下の理由はどの程度あてはまりますか。 

  



 

 アルバイト代④

「２

13.8％となっています。

 

 子どもの⑤

「お小遣い」が

となっています。

「ひとり親世帯

す。 

 

 

〔旭川値〕

高校2年生相当

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ 先月のアルバイト代は、どのくらいでしたか。

 

（ 小５

 

◇ 次のような費用を、お子さんのアルバイトから負担していますか。

 

（ 小５

 

アルバイト代

２～３万円未満」と「

％となっています。

子どものアルバイト

「お小遣い」が

となっています。

ひとり親世帯

 

合計

〔旭川値〕

高校2年生相当

合計

420
高校2年生相当

合計

320

30

8

先月のアルバイト代は、どのくらいでしたか。

小５・中２ 

次のような費用を、お子さんのアルバイトから負担していますか。

小５・中２ 

アルバイト代 

万円未満」と「３

％となっています。 

アルバイト代の使い道

「お小遣い」が最も多く、

となっています。 

ひとり親世帯」では、「お小遣い」「携帯電話・スマートフォン代金」

 

合計
1万円未
満

80
100.0%
100.0%

授業料・
学校納付
金

通学費
（定期代
など）

4 4
1.0% 1.0%
0.4% 1.6%
0.7% 1.8%
1.3% 2.6%

授業料・
学校納付
金

通学費
（定期代
など）

2 1
0.6% 0.3%

0 0
0.0% 0.0%

0 1
0.0% 12.5%

先月のアルバイト代は、どのくらいでしたか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

次のような費用を、お子さんのアルバイトから負担していますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

３～４万円未満」が

代の使い道【複数回答】

、次いで「子ども自身の服や靴」、「子ども自身の食事代（外食含む）」

「お小遣い」「携帯電話・スマートフォン代金」

1万円未 1～2万円
未満

6 11
7.5% 13.8%
6.9% 16.1%

塾などの
学校外で
かかる教
育費

部活動

4 1
1.0% 0.2% 0.7%
1.6% 0.2% 1.4%
1.8% 0.4% 0.3%
2.6% 0.1% 0.8%

塾などの
学校外で
かかる教
育費

部活動

1 0
0.3% 0.0% 0.3%

0 1
0.0% 3.3% 0.0%

1 0
12.5% 0.0% 0.0%

先月のアルバイト代は、どのくらいでしたか。

保護者小２・小５・中２

次のような費用を、お子さんのアルバイトから負担していますか。

保護者小２・小５・中２

23 

万円未満」が 21.3

【複数回答】 

次いで「子ども自身の服や靴」、「子ども自身の食事代（外食含む）」

「お小遣い」「携帯電話・スマートフォン代金」

1～2万円 2～3万円
未満

3～4万円
未満

11 17
13.8% 21.3%
16.1% 17.3%

習い事

お子さん
自身の食
事代（外
食含む）

3 3
0.7% 0.7% 6.4%
1.4% 0.4% 5.8%
0.3% 0.2% 3.2%
0.8% 0.4% 5.4%

習い事

お子さん
自身の食
事代（外
食含む）

1 2
0.3% 0.6% 4.7%

0 0
0.0% 0.0% 16.7%

0 0
0.0% 0.0% 25.0%

先月のアルバイト代は、どのくらいでしたか。

保護者小２・小５・中２ 

次のような費用を、お子さんのアルバイトから負担していますか。

保護者小２・小５・中２ 

21.3％と最も多く、次いで「

 

次いで「子ども自身の服や靴」、「子ども自身の食事代（外食含む）」

「お小遣い」「携帯電話・スマートフォン代金」

3～4万円
未満

4～5万円
未満

17
21.3% 10.0%
16.8% 13.1%

お子さん
自身の食
事代（外
食含む）

お子さん
自身の服
や靴

お小遣い

27 36
6.4% 8.6% 14.5%
5.8% 9.0% 15.7%
3.2% 6.7% 9.1%
5.4% 7.5% 15.6%

お子さん
自身の食
事代（外
食含む）

お子さん
自身の服
や靴

お小遣い

15 24
4.7% 7.5% 11.3%

5 4
16.7% 13.3% 36.7%

2 0
25.0% 0.0% 12.5%

先月のアルバイト代は、どのくらいでしたか。 

 保護者高２

次のような費用を、お子さんのアルバイトから負担していますか。

 保護者高２

％と最も多く、次いで「

次いで「子ども自身の服や靴」、「子ども自身の食事代（外食含む）」

「お小遣い」「携帯電話・スマートフォン代金」の割合

4～5万円
未満

5～6万円
未満

8
10.0% 8.8%
13.1% 10.9%

お小遣い

携帯電
話・スマー
トフォンの
代金

下宿やひ
とり暮らし
の生活費

61 25
14.5% 6.0%
15.7% 6.4%
9.1% 3.4%

15.6% 8.3%

お小遣い

携帯電
話・スマー
トフォンの
代金

下宿やひ
とり暮らし
の生活費

36 13
11.3% 4.1%

11 8
36.7% 26.7%

1 2
12.5% 25.0%

保護者高２ ） 

次のような費用を、お子さんのアルバイトから負担していますか。 

保護者高２ ） 

％と最も多く、次いで「１～２万円未満」が

次いで「子ども自身の服や靴」、「子ども自身の食事代（外食含む）」

の割合が高く

5～6万円 6～7万円
未満

7万円以
上

7 6
8.8% 7.5%

10.9% 7.7%

下宿やひ
とり暮らし
の生活費

家族の生
活費

その他

0 3
0.0% 0.7%
0.4% 1.1%
0.4% 0.6%
0.0% 0.7%

下宿やひ
とり暮らし
の生活費

家族の生
活費

その他

0 0
0.0% 0.0%

0 2
0.0% 6.7%

0 0
0.0% 0.0%

 

 

万円未満」が

 

次いで「子ども自身の服や靴」、「子ども自身の食事代（外食含む）」

高くなっていま

(単位：人、％)
7万円以
上

無回答

8
10.0%
6.9%

(単位：人、％)

その他
アルバイト
をしてい
ない

無回答

13 302
3.1% 71.9%
0.9% 70.7%
0.9% 77.0%
1.1% 72.7%

(単位：人、％)

その他
アルバイト
をしてい
ない

無回答

9 250
2.8% 78.1%

2 10
6.7% 33.3%

1 4
12.5% 50.0%

 

万円未満」が

 

 

次いで「子ども自身の服や靴」、「子ども自身の食事代（外食含む）」

なっていま

 

 

(単位：人、％)

無回答

0
0.0%
4.2%

(単位：人、％)

無回答

23
5.5%

-
-
-

(単位：人、％)

無回答

14
4.4%

3
10.0%

0
0.0%



 

(５) 

 子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか①

「大学またはそれ以上」は

「ひとり親世帯」

年収が低い

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ お子さんにどの段階までの教育を受けさせたいですか。

 

（ 小５

 大学進学等について

子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか

「大学またはそれ以上」は

「ひとり親世帯」

年収が低いほど

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

お子さんにどの段階までの教育を受けさせたいですか。

小５・中２ 

大学進学等について

子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか

「大学またはそれ以上」は

「ひとり親世帯」では、「大学またはそれ以上」

ほど、「大学またはそれ以上」の割合が低く

合計 中学

732
100.0%

680
100.0%

691
100.0%
2,103

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計 中学

1,655
100.0%

159
100.0%

30
100.0%

合計 中学

186
100.0%

344
100.0%
1,026

100.0%
443

100.0%

お子さんにどの段階までの教育を受けさせたいですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

大学進学等について 

子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか

「大学またはそれ以上」は 58.1％であり、

では、「大学またはそれ以上」

、「大学またはそれ以上」の割合が低く

中学 高校

0
0.0% 9.0%

1
0.1% 9.3%

0
0.0% 11.0%

1
0.0% 9.7%
0.1% 21.0%
0.0% 10.1%
0.1% 16.8%
0.0% 15.9%

中学 高校

1
0.1% 8.7%

0
0.0% 18.2%

0
0.0% 23.3%

中学 高校

0
0.0% 18.3%

0
0.0% 14.8%

0
0.0% 8.5%

1
0.2% 4.1%

お子さんにどの段階までの教育を受けさせたいですか。

保護者小２・小５・中２

24 

子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか

％であり、道内他自治体調査

では、「大学またはそれ以上」の割合

、「大学またはそれ以上」の割合が低く

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校

66 177
9.0% 24.2%
63 156

9.3% 22.9%
76 148

11.0% 21.4%
205 481
9.7% 22.9%

21.0% 21.8%
10.1% 15.5%
16.8% 19.9%
15.9% 21.8%

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校

144 364
8.7% 22.0%
29 43

18.2% 27.0%
7 6

23.3% 20.0%

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校

34 48
18.3% 25.8%

51 104
14.8% 30.2%

87 244
8.5% 23.8%
18 63

4.1% 14.2%

お子さんにどの段階までの教育を受けさせたいですか。

保護者小２・小５・中２ 

子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか  

他自治体調査と比較して高くなっています。

の割合が低くなっています。

、「大学またはそれ以上」の割合が低くなっています。

大学また
はそれ以
上

わからな
い

177 423
24.2% 57.8%
156 392

22.9% 57.6%
148 406

21.4% 58.8%
481 1,221

22.9% 58.1%
21.8% 34.4%
15.5% 53.2%
19.9% 40.5%
21.8% 41.4%

大学また
はそれ以
上

わからな
い

364 1,002
22.0% 60.5%

43 69
27.0% 43.4%

6 14
20.0% 46.7%

大学また
はそれ以
上

わからな
い

48 80
25.8% 43.0%
104 147

30.2% 42.7%
244 609

23.8% 59.4%
63 336

14.2% 75.8%

お子さんにどの段階までの教育を受けさせたいですか。 

 保護者高２

と比較して高くなっています。

が低くなっています。

なっています。 

わからな
い

その他

55
7.5%
59

8.7%
44

6.4%
158
7.5%

19.3%
17.7%
20.4%
19.7%

わからな
い

その他

119
7.2%
17

10.7%
3

10.0%

わからな
い

その他

22
11.8%

36
10.5%

68
6.6%
20

4.5%

 

保護者高２ ） 

と比較して高くなっています。

が低くなっています。 

(単位：人、％)

その他 無回答

10
1.4% 0.1%

7
1.0% 0.3%
12

1.7% 0.7%
29

1.4% 0.4%
2.1% 1.2%
1.9% 1.6%
1.8% 0.6%
0.8% 0.5%

(単位：人、％)

その他 無回答

24
1.5% 0.1%

1
0.6% 0.0%

0
0.0% 0.0%

(単位：人、％)

その他 無回答

2
1.1% 0.0%

6
1.7% 0.0%
13

1.3% 0.5%
5

1.1% 0.0%

 

と比較して高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

1
0.1%

2
0.3%

5
0.7%

8
0.4%
1.2%
1.6%
0.6%
0.5%

(単位：人、％)

1
0.1%

0
0.0%

0
0.0%

(単位：人、％)

0
0.0%

0
0.0%

5
0.5%

0
0.0%

 



 

 

 どの段階まで進学したいか②

小学５年生及び中学２年生の「大学またはそれ以上」は

と比較して低く

「ひとり親世帯」

子どもと親の進路希望は、

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ あなたは将来、どの段階まで進学したいですか。

 

（ 小５・中２

 

どの段階まで進学したいか

小学５年生及び中学２年生の「大学またはそれ以上」は

と比較して低くなっていますが

「ひとり親世帯」

子どもと親の進路希望は、

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

あなたは将来、どの段階まで進学したいですか。

小５・中２ 

どの段階まで進学したいか

小学５年生及び中学２年生の「大学またはそれ以上」は

なっていますが

「ひとり親世帯」では、「大学またはそれ以上」

子どもと親の進路希望は、65.4

  

合計 中学まで

679
100.0%

689
100.0%
1,368

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計 中学まで

1,039
100.0%

111
100.0%

19
100.0%

合計 中学まで

126
100.0%

208
100.0%

652
100.0%

297
100.0%

あなたは将来、どの段階まで進学したいですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

どの段階まで進学したいか 

小学５年生及び中学２年生の「大学またはそれ以上」は

なっていますが、旭川値及び函館値と比較して高く

では、「大学またはそれ以上」

65.4％が一致しています。

中学まで 高校まで

0
0.0% 11.3%

2
0.3% 10.4%

2
0.1% 10.9%

- 7.2%
0.5% 9.3%
0.4% 17.4%
0.2% 17.8%

中学まで 高校まで

1
0.1% 9.6%

0
0.0% 17.1%

1
5.3% 15.8%

中学まで 高校まで

0
0.0% 15.1%

0
0.0% 13.0%

0
0.0% 11.7%

2
0.7% 5.4%

あなたは将来、どの段階まで進学したいですか。

保護者小２・小５・中２

25 

小学５年生及び中学２年生の「大学またはそれ以上」は

、旭川値及び函館値と比較して高く

では、「大学またはそれ以上」の割合

一致しています。

高校まで

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校まで

77 121
11.3% 17.8%

72 143
10.4% 20.8%
149 264

10.9% 19.3%
7.2% 23.7%
9.3% 17.2%

17.4% 20.2%
17.8% 22.8%

高校まで

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校まで

100 190
9.6% 18.3%
19 29

17.1% 26.1%
3

15.8% 10.5%

高校まで

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校まで

19 26
15.1% 20.6%

27 40
13.0% 19.2%

76 130
11.7% 19.9%

16 49
5.4% 16.5%

あなたは将来、どの段階まで進学したいですか。

保護者小２・小５・中２ 

小学５年生及び中学２年生の「大学またはそれ以上」は 38.9％

、旭川値及び函館値と比較して高く

の割合が低くなっています。

一致しています。 

学校まで

大学また
はそれ以
上

まだわか
らない

121 225
17.8% 33.1%
143 307

20.8% 44.6%
264 532

19.3% 38.9%
23.7% 45.2%
17.2% 50.0%
20.2% 32.8%
22.8% 31.8%

学校まで

大学また
はそれ以
上

まだわか
らない

190 425
18.3% 40.9%

29 30
26.1% 27.0%

2 5
10.5% 26.3%

学校まで

大学また
はそれ以
上

まだわか
らない

26 34
20.6% 27.0%

40 63
19.2% 30.3%
130 257

19.9% 39.4%
49 152

16.5% 51.2%

あなたは将来、どの段階まで進学したいですか。 

 保護者高２

％となっており

、旭川値及び函館値と比較して高くなっています。

が低くなっています。

(単位：人、％)

まだわか
らない

無回答

235
34.6%
153

22.2%
388

28.4%
23.3%
21.8%
28.4%
27.1%

(単位：人、％)

まだわか
らない

無回答

294
28.3%

30
27.0%

8
42.1%

(単位：人、％)

まだわか
らない

無回答

42
33.3%

76
36.5%
170

26.1%
73

24.6%

保護者高２ ） 

となっており、全道値及び札幌値

なっています。 

が低くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

21
3.1%
12

1.7%
33

2.4%
0.6%
1.2%
0.9%
0.3%

(単位：人、％)

無回答

29
2.8%

3
2.7%

0
0.0%

(単位：人、％)

無回答

5
4.0%

2
1.0%
19

2.9%
5

1.7%

 

、全道値及び札幌値

 

、全道値及び札幌値



 

26 

【子どもの進路希望×親の進路希望】 

 

 

高校２年生相当の「就職希望」は、9.9％となっています。 

「ひとり親世帯」では、「就職希望」の割合が高くなっています。 

年収が低いほど、「就職希望」の割合が高くなっています。 

「授業の理解度」が高いほど、「進学希望」の割合が高くなっています。 

子どもと親の進路希望は、73.3％が「進学」で一致し、6.3％が「就職」で一致しています。 

 

 

 

 

  

（単位：人、％）

合計
子どもと
親の進路
希望一致

子どもと
親の進路
希望不一
致

423 253 170
100.0% 59.8% 40.2%

524 366 158
100.0% 69.8% 30.2%

947 619 328
100.0% 65.4% 34.6%

小学5年生

合計

中学2年生

(単位：人、％)

合計 就職希望 進学希望
まだわか
らない

無回答

414 41 315 53 5
100.0% 9.9% 76.1% 12.8% 1.2%

高校2年生相当

(単位：人、％)

合計 就職希望 進学希望
まだわか
らない

無回答

315 30 244 38 3
100.0% 9.5% 77.5% 12.1% 1.0%

30 5 22 3 0
100.0% 16.7% 73.3% 10.0% 0.0%

8 1 5 1 1
100.0% 12.5% 62.5% 12.5% 12.5%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

合計 就職希望 進学希望
まだわか
らない

無回答

36 6 23 6 1
100.0% 16.7% 63.9% 16.7% 2.8%

55 8 41 5 1
100.0% 14.5% 74.5% 9.1% 1.8%

176 18 129 28 1
100.0% 10.2% 73.3% 15.9% 0.6%

133 9 111 12 1
100.0% 6.8% 83.5% 9.0% 0.8%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

【進路希望×授業の理解度】

【子どもの進路

 

 就職を希望する③

「やりたい仕事があるから」が最も多く、

強が嫌いだから」となっています。

 

授
業
の
理
解
度

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

高校2年生相当

やりたい仕事があるから

勉強が嫌いだから

進学に必要なお金のことが心
配だから
きょうだいの進学にお金がかか
るから
親や家族の面倒を見なければ
ならないから

◇ 就職を希望する理由を教えてください。

 

（ 小５

 

希望×授業の理解度】

【子どもの進路希望×

就職を希望する

「やりたい仕事があるから」が最も多く、

強が嫌いだから」となっています。

 

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

高校2年生相当

やりたい仕事があるから

勉強が嫌いだから

進学に必要なお金のことが心
配だから
きょうだいの進学にお金がかか

親や家族の面倒を見なければ
ならないから

就職を希望する理由を教えてください。

小５・中２ 

希望×授業の理解度】 

希望×親の進路希望

就職を希望する理由  

「やりたい仕事があるから」が最も多く、

強が嫌いだから」となっています。

  

調査数

65
100.0%

263
100.0%

64
100.0%

15
100.0%

あまりわからない

ほとんどわからない

合計

子どもと
親の進路
希望が
【就職】で
一致

315
100.0%

合計

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

やりたい仕事があるから

進学に必要なお金のことが心

きょうだいの進学にお金がかか

親や家族の面倒を見なければ

就職を希望する理由を教えてください。

 高２ 保護者小２・小５・中２

親の進路希望】 

「やりたい仕事があるから」が最も多く、

強が嫌いだから」となっています。 

就職希望

65 5
100.0% 7.7%

263 27
100.0% 10.3%

64 6
100.0% 9.4%

15 3
100.0% 20.0%

子どもと
親の進路
希望が
【就職】で
一致

子どもと
親の進路
希望が
【進学】で
一致

20
6.3% 73.3%

合計
まったくあ
てはまら
ない

41
100.0% 7.3%

41
100.0% 12.2%

41
100.0% 31.7%

41
100.0% 48.8%

41
100.0% 53.7%

就職を希望する理由を教えてください。

保護者小２・小５・中２
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「やりたい仕事があるから」が最も多く、次いで「進学に必要なお金のことが心配だから」、「勉

(単位：人、％)

進学希望
まだわか
らない

53
81.5%
206

78.3%
47

73.4%
8

53.3%

（単位：人、％）
子どもと
親の進路
希望が
【進学】で

子どもと
親の進路
希望不一
致

231 64
73.3% 20.3%

まったくあ
てはまら

あまりあて
はまらな
い

3 7
7.3% 17.1%

5 12
12.2% 29.3%

13 4
31.7% 9.8%

20 10
48.8% 24.4%

22 10
53.7% 24.4%

就職を希望する理由を教えてください。 

保護者小２・小５・中２ 

 

 

「進学に必要なお金のことが心配だから」、「勉

(単位：人、％)

まだわか
らない

7
10.8%

30
11.4%

11
17.2%

4
26.7%

（単位：人、％）

親の進路
希望不一

64
20.3%

どちらとも
いえない

まああて
はまる

7 7
17.1% 17.1%

12 10
29.3% 24.4%

4 9
9.8% 22.0%
10 8

24.4% 19.5%
10 4

24.4% 9.8%

 保護者高２

「進学に必要なお金のことが心配だから」、「勉

まああて
はまる

とてもあて
はまる

12
29.3% 26.8%

6
14.6% 14.6%

10
24.4%

1
2.4%

1
2.4%

保護者高２ ） 

「進学に必要なお金のことが心配だから」、「勉

(単位：人、％)

とてもあて
はまる

無回答

11
26.8% 2.4%

6
14.6% 4.9%

3
7.3% 4.9%

0
0.0% 4.9%

2
4.9% 4.9%

 

「進学に必要なお金のことが心配だから」、「勉

 

(単位：人、％)

1
2.4%

2
4.9%

2
4.9%

2
4.9%

2
4.9%

 

「進学に必要なお金のことが心配だから」、「勉
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【進学に必要なお金のことが心配だから】 

 

 

 

 

  

(単位：人、％)

合計
まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらな
い

どちらとも
いえない

まああて
はまる

とてもあて
はまる

無回答

30 11 3 6 7 1 2
100.0% 36.7% 10.0% 20.0% 23.3% 3.3% 6.7%

5 0 1 1 2 1 0
100.0% 0.0% 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0%

1 0 0 1 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

合計
まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらな
い

どちらとも
いえない

まああて
はまる

とてもあて
はまる

無回答

6 0 1 2 2 1 0
100.0% 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0%

8 2 0 0 4 2 0
100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 0.0%

18 5 2 7 3 0 1
100.0% 27.8% 11.1% 38.9% 16.7% 0.0% 5.6%

9 6 1 0 1 0 1
100.0% 66.7% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

子ども 高校2年生相当 (n= 41)

0～250万円未満 (n= 6)

250～400万円未満 (n= 8)

400～700万円未満 (n= 18)

700万円以上 (n= 9)

31.7 

25.0 

27.8 

66.7 

9.8 

16.7 

11.1 

11.1 

22.0 

33.3 

38.9 

24.4 

33.3 

50.0 

16.7 

11.1 

7.3 

16.7 

25.0 

5.6 

11.1 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

まっ たく あてはまら ない あまり あてはまら ない どちら と も いえない

まああてはまる と ても あてはまる 無回答



 

 進学を希望する学校種別と場所④

「四年制大学」が

「ひとり親世帯」

「自宅から通える学校」が

 

①学校種別

 

 

〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 希望する学校種別と場所を教えてください。

 

（ 小５

 

進学を希望する学校種別と場所

「四年制大学」が

「ひとり親世帯」

「自宅から通える学校」が

①学校種別 

 

〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

希望する学校種別と場所を教えてください。

小５・中２ 

進学を希望する学校種別と場所

「四年制大学」が 66.7％と最も多くなっています。

「ひとり親世帯」では、「四年制大学」

「自宅から通える学校」が

  

合計 短期大学

315
100.0%
100.0%
100.0%

合計 短期大学

244
100.0%

22
100.0%

5
100.0%

合計 短期大学

23
100.0%

41
100.0%

129
100.0%

111
100.0%

希望する学校種別と場所を教えてください。

 高２ 保護者小２・小５・中２

進学を希望する学校種別と場所 

％と最も多くなっています。

では、「四年制大学」

「自宅から通える学校」が 49.5％であり、旭川値及び函館値と比較して高くなっています

短期大学 専門学校

11
3.5% 16.8%
7.4% 22.1%
9.0% 25.1%

短期大学 専門学校

8
3.3% 13.9%

1
4.5% 31.8%

0
0.0% 40.0%

短期大学 専門学校

1
4.3% 26.1%

1
2.4% 24.4%

5
3.9% 22.5%

3
2.7%

希望する学校種別と場所を教えてください。

保護者小２・小５・中２
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％と最も多くなっています。

では、「四年制大学」の割合が低くなっています。

であり、旭川値及び函館値と比較して高くなっています

専門学校
四年制大
学

53 210
16.8% 66.7%
22.1% 69.0%
25.1% 64.3%

専門学校
四年制大
学

34 169
13.9% 69.3%

7 10
31.8% 45.5%

2
40.0% 40.0%

専門学校
四年制大
学

6 13
26.1% 56.5%

10 23
24.4% 56.1%

29 79
22.5% 61.2%

7 88
6.3% 79.3%

希望する学校種別と場所を教えてください。 

保護者小２・小５・中２ 

％と最も多くなっています。 

が低くなっています。

であり、旭川値及び函館値と比較して高くなっています

(単位：人、％)
四年制大 決めてい

ない
無回答

210 40
66.7% 12.7%
69.0% -
64.3% -

(単位：人、％)
四年制大 決めてい

ない
無回答

169 32
69.3% 13.1%

10 4
45.5% 18.2%

2 1
40.0% 20.0%

(単位：人、％)
四年制大 決めてい

ない
無回答

13 3
56.5% 13.0%

23 7
56.1% 17.1%

79 16
61.2% 12.4%

88 13
79.3% 11.7%

 

 保護者高２

が低くなっています。 

であり、旭川値及び函館値と比較して高くなっています

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

1
0.3%
1.4%
1.5%

(単位：人、％)

無回答

1
0.4%

0
0.0%

0
0.0%

(単位：人、％)

無回答

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

保護者高２ ） 

であり、旭川値及び函館値と比較して高くなっています

 

であり、旭川値及び函館値と比較して高くなっています。 
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②場所 

 

 

 

 

※上記のグラフの母数（n=355)は、高校 2 年生相当全体の回答数（414 件）から「あなたは将来、どの段階まで

進学したいか」 の回答が「まだわからない」（53 件）と無回答（5件）を除き、かつ「進学希望」と回答した

のち具体的な学校種別が 無回答（1件）を除いた件数となっています。 

(単位：人、％)

合計
自宅から
通える学
校

道内（自
宅外）

道外
決めてい
ない

無回答

315 156 61 34 61 3
100.0% 49.5% 19.4% 10.8% 19.4% 1.0%

〔旭川値〕 100.0% 16.1% 36.2% 17.6% 24.9% 5.2%
〔函館値〕 100.0% 19.6% 29.6% 26.6% 20.1% 4.0%

高校2年生相当

(単位：人、％)

合計
自宅から
通える学
校

道内（自
宅外）

道外
決めてい
ない

無回答

244 120 49 28 44 3
100.0% 49.2% 20.1% 11.5% 18.0% 1.2%

22 12 2 1 7 0
100.0% 54.5% 9.1% 4.5% 31.8% 0.0%

5 2 1 1 1 0
100.0% 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

合計
自宅から
通える学
校

道内（自
宅外）

道外
決めてい
ない

無回答

23 12 5 1 5 0
100.0% 52.2% 21.7% 4.3% 21.7% 0.0%

41 23 8 3 7 0
100.0% 56.1% 19.5% 7.3% 17.1% 0.0%

129 70 26 12 21 0
100.0% 54.3% 20.2% 9.3% 16.3% 0.0%

111 43 21 17 28 2
100.0% 38.7% 18.9% 15.3% 25.2% 1.8%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

子ども 高校2年生相当 (n= 355)

0～250万円未満 (n= 29)

250～400万円未満 (n= 49)

400～700万円未満 (n= 54)

700万円以上 (n= 120)

11.5 

20.7 

16.3 

12.2 

7.5 

18.0 

24.1 

22.4 

23.1 

8.3 

59.2 

44.8 

46.9 

53.7 

73.3 

11.3 

10.3 

14.3 

10.9 

10.8 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

就職希望（ 高校まで） 短期大学・ 専門学校 四年制大学 その他



 

 

 保護者⑤

「大学またはそれ以上」が

くなっています

「ひとり親世帯」

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたの家の人は、あなたに将来、どの段階まで進学して欲しいと考えていると思います

か。

 

（ 小５・中２

 

保護者はどの段階まで進学してほしいと考えていると思うか

「大学またはそれ以上」が

くなっています。

「ひとり親世帯」

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

あなたの家の人は、あなたに将来、どの段階まで進学して欲しいと考えていると思います

か。 

小５・中２ 

はどの段階まで進学してほしいと考えていると思うか

「大学またはそれ以上」が

。 

「ひとり親世帯」では、「高校まで」

 

合計 中学まで

679
100.0%

689
100.0%

414
100.0%
1,782

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計 中学まで

1,354
100.0%

141
100.0%

27
100.0%

あなたの家の人は、あなたに将来、どの段階まで進学して欲しいと考えていると思います

 高２ 保護者小２・小５・中２

はどの段階まで進学してほしいと考えていると思うか

「大学またはそれ以上」が 44.7％と最も多く、札幌値と同程度

では、「高校まで」の割合

中学まで 高校まで

3
0.4% 9.7%

1
0.1% 10.6%

-
- 5.6%
4

0.2% 9.1%
0.3% 20.4%
0.1% 9.8%
0.2% 17.2%

中学まで 高校まで

4
0.3% 8.4%

0
0.0% 15.6%

0
0.0% 18.5%

あなたの家の人は、あなたに将来、どの段階まで進学して欲しいと考えていると思います

保護者小２・小５・中２
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はどの段階まで進学してほしいと考えていると思うか

％と最も多く、札幌値と同程度

の割合が高くなっています。

高校まで

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校まで

66 94
9.7% 13.8%
73 107

10.6% 15.5%
23 52

5.6% 12.6%
162 253
9.1% 14.2%

20.4% 16.4%
9.8% 11.8%

17.2% 16.9%

高校まで

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校まで

114 178
8.4% 13.1%
22 23

15.6% 16.3%
5

18.5% 11.1%

あなたの家の人は、あなたに将来、どの段階まで進学して欲しいと考えていると思います

保護者小２・小５・中２ 

はどの段階まで進学してほしいと考えていると思うか

％と最も多く、札幌値と同程度

が高くなっています。

学校まで

大学また
はそれ以
上

わからな
い

94 293
13.8% 43.2%
107 294

15.5% 42.7%
52 209

12.6% 50.5%
253 796

14.2% 44.7%
16.4% 25.6%
11.8% 47.8%
16.9% 33.1%

学校まで

大学また
はそれ以
上

わからな
い

178 634
13.1% 46.8%

23 52
16.3% 36.9%

3 10
11.1% 37.0%

あなたの家の人は、あなたに将来、どの段階まで進学して欲しいと考えていると思います

 保護者高２

はどの段階まで進学してほしいと考えていると思うか 

％と最も多く、札幌値と同程度、全道値及び旭川値と比較して高

が高くなっています。 

(単位：人、％)

わからな
い

無回答

207
30.5%
200

29.0%
115

27.8%
522

29.3%
36.2%
29.0%
31.7%

(単位：人、％)

わからな
い

無回答

392
29.0%

39
27.7%

7
25.9%

あなたの家の人は、あなたに将来、どの段階まで進学して欲しいと考えていると思います

保護者高２ ） 

、全道値及び旭川値と比較して高

 

 

(単位：人、％)

無回答

16
2.4%
14

2.0%
15

3.6%
45

2.5%
1.1%
1.4%
1.0%

(単位：人、％)

無回答

32
2.4%

5
3.5%

2
7.4%

あなたの家の人は、あなたに将来、どの段階まで進学して欲しいと考えていると思います

 

、全道値及び旭川値と比較して高

あなたの家の人は、あなたに将来、どの段階まで進学して欲しいと考えていると思います

 

、全道値及び旭川値と比較して高



 

 子どもの⑥

「四年制大学進学」が

それ以外の道内他自治体調査と比較して高くなっています

「ひとり親世帯」

年収が低い

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ お子さんの高校卒業後の進路については、どのように考えていますか。

 

（ 小５

子どもの高校卒業後の進路

「四年制大学進学」が

それ以外の道内他自治体調査と比較して高くなっています

「ひとり親世帯」

年収が低いほど

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

お子さんの高校卒業後の進路については、どのように考えていますか。

小５・中２ 

高校卒業後の進路

「四年制大学進学」が 56.7％と最も多

それ以外の道内他自治体調査と比較して高くなっています

「ひとり親世帯」では、「四年制大学進学」

ほど、「四年制大学進学」の割合が低く

 

合計 就職

420
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計 就職

320
100.0%

30
100.0%

8
100.0%

合計 就職

37
100.0%

55
100.0%

180
100.0%

134
100.0%

お子さんの高校卒業後の進路については、どのように考えていますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

高校卒業後の進路 

％と最も多くなっており

それ以外の道内他自治体調査と比較して高くなっています

では、「四年制大学進学」

、「四年制大学進学」の割合が低く

就職
短期大学
進学

24
5.7% 2.1%

24.1% 4.6%
5.8% 3.1%

21.8% 3.5%
18.4% 4.8%

就職
短期大学
進学

17
5.3% 1.6%

1
3.3% 10.0%

1
12.5% 0.0%

就職
短期大学
進学

1
2.7% 5.4%

5
9.1% 3.6%
10

5.6% 1.1%
7

5.2% 2.2%

お子さんの高校卒業後の進路については、どのように考えていますか。

保護者小２・小５・中２
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くなっており

それ以外の道内他自治体調査と比較して高くなっています

では、「四年制大学進学」の割合

、「四年制大学進学」の割合が低く

短期大学 専門学校
進学

9 43
2.1% 10.2%
4.6% 19.3%
3.1% 8.0%
3.5% 11.4%
4.8% 12.7%

短期大学 専門学校
進学

5 29
1.6% 9.1%

3
10.0% 23.3%

0
0.0% 25.0%

短期大学 専門学校
進学

2
5.4% 10.8%

2 14
3.6% 25.5%

2 17
1.1% 9.4%

3
2.2% 6.0%

お子さんの高校卒業後の進路については、どのように考えていますか。

保護者小２・小５・中２ 

くなっており、札幌値と比較して若干低くなっています

それ以外の道内他自治体調査と比較して高くなっています。 

の割合が低くなっています。

、「四年制大学進学」の割合が低くなっています。

専門学校 四年制大
学進学

まだわか
らない

43 238
10.2% 56.7%
19.3% 28.7%
8.0% 61.6%

11.4% 38.8%
12.7% 32.4%

専門学校 四年制大
学進学

まだわか
らない

29 190
9.1% 59.4%

7 12
23.3% 40.0%

2 4
25.0% 50.0%

専門学校 四年制大
学進学

まだわか
らない

4 16
10.8% 43.2%

14 23
25.5% 41.8%

17 99
9.4% 55.0%

8 90
6.0% 67.2%

お子さんの高校卒業後の進路については、どのように考えていますか。

 保護者高２

、札幌値と比較して若干低くなっています

が低くなっています。 

なっています。 

まだわか
らない

その他

91
21.7%
20.0%
17.3%
22.2%
28.6%

まだわか
らない

その他

68
21.3%

5
16.7%

1
12.5%

まだわか
らない

その他

10
27.0%

11
20.0%

46
25.6%

21
15.7%

お子さんの高校卒業後の進路については、どのように考えていますか。

保護者高２ ） 

、札幌値と比較して若干低くなっています

 

(単位：人、％)

その他 無回答

7
1.7% 1.9%
1.0% 2.3%
1.0% 3.2%
1.3% 1.1%
1.9% 1.3%

(単位：人、％)

その他 無回答

7
2.2% 1.3%

0
0.0% 6.7%

0
0.0% 0.0%

(単位：人、％)

その他 無回答

0
0.0% 10.8%

0
0.0% 0.0%

4
2.2% 1.1%

3
2.2% 1.5%

お子さんの高校卒業後の進路については、どのように考えていますか。 

 

、札幌値と比較して若干低くなっていますが、

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

8
1.9%
2.3%
3.2%
1.1%
1.3%

(単位：人、％)

無回答

4
1.3%

2
6.7%

0
0.0%

(単位：人、％)

無回答

4
10.8%

0
0.0%

2
1.1%

2
1.5%

 

が、



 

 教育を受けさせるための資金⑦

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

57.9％と最も多く、

「ひとり親世帯」

ていない」

年収が

予定」

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ 教育を受けさせるための、お金の準備状況はいかがですか。

◇ お子さんが高校卒業後に進学するとしたら、必要なお金の用意はどうされますか。

 

（ 小５

 

教育を受けさせるための資金

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

％と最も多く、

「ひとり親世帯」

ていない」の割合

年収が低いほど

予定」の割合が高く

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

両親世帯

母子世帯

父子世帯

教育を受けさせるための、お金の準備状況はいかがですか。

お子さんが高校卒業後に進学するとしたら、必要なお金の用意はどうされますか。

小５・中２ 

教育を受けさせるための資金

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

％と最も多く、道内他自治体調査

「ひとり親世帯」では、「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ます。

ほど、「貯金や学資保険などで準備を始めている」の割合が

が高くなっています。

合計

必要なお
金はすで
に準備で
きている

732
100.0%

680
100.0%

691
100.0%
2,103

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計

必要なお
金はすで
に準備で
きている

1,655
100.0%

159
100.0%

30
100.0%

教育を受けさせるための、お金の準備状況はいかがですか。

お子さんが高校卒業後に進学するとしたら、必要なお金の用意はどうされますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

教育を受けさせるための資金準備状況

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

道内他自治体調査と比較して高くなっています。

では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」

なっています。 

「貯金や学資保険などで準備を始めている」の割合が

なっています。 

必要なお
金はすで
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

17
2.3% 63.7%
16

2.4% 60.6%
31

4.5% 49.1%
64 1,217

3.0% 57.9%
3.7% 48.0%
4.9% 54.2%
3.7% 55.6%
4.2% 46.8%

必要なお
金はすで
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

51 1,022
3.1% 61.8%

3
1.9% 34.0%

1
3.3% 40.0%

教育を受けさせるための、お金の準備状況はいかがですか。

お子さんが高校卒業後に進学するとしたら、必要なお金の用意はどうされますか。

保護者小２・小５・中２

33 

準備状況  

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

と比較して高くなっています。

では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」

 

「貯金や学資保険などで準備を始めている」の割合が

貯金や学
資保険な
どで準備
を始めて

時期に
なったら
奨学金を
利用する
予定であ
る

466 58
63.7% 7.9%
412 74

60.6% 10.9%
339 145

49.1% 21.0%
1,217 277
57.9% 13.2%
48.0% 15.9%
54.2% 12.8%
55.6% 13.9%
46.8% 18.0%

貯金や学
資保険な
どで準備
を始めて

時期に
なったら
奨学金を
利用する
予定であ
る

1,022 207
61.8% 12.5%

54 30
34.0% 18.9%

12
40.0% 16.7%

教育を受けさせるための、お金の準備状況はいかがですか。

お子さんが高校卒業後に進学するとしたら、必要なお金の用意はどうされますか。

保護者小２・小５・中２ 

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

と比較して高くなっています。

では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」

「貯金や学資保険などで準備を始めている」の割合が

奨学金を
利用する
予定であ

まったく目
処はつい
ていない

その他

58 170
7.9% 23.2%
74 155

10.9% 22.8%
145 144

21.0% 20.8%
277 469

13.2% 22.3%
15.9% 28.8%
12.8% 24.1%
13.9% 23.6%
18.0% 28.3%

奨学金を
利用する
予定であ

まったく目
処はつい
ていない

その他

207 327
12.5% 19.8%

30 66
18.9% 41.5%

5 11
16.7% 36.7%

教育を受けさせるための、お金の準備状況はいかがですか。

お子さんが高校卒業後に進学するとしたら、必要なお金の用意はどうされますか。

 保護者高２

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

と比較して高くなっています。 

では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」の割合

「貯金や学資保険などで準備を始めている」の割合が低く、「奨学金を利用する

(単位：人、％)

その他 無回答

16
2.2%
17

2.5%
25

3.6%
58

2.8%
1.1%
1.6%
1.0%
0.4%

(単位：人、％)

その他 無回答

40
2.4%

6
3.8%

0
0.0%

教育を受けさせるための、お金の準備状況はいかがですか。 

お子さんが高校卒業後に進学するとしたら、必要なお金の用意はどうされますか。

保護者高２ ） 

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

の割合が低く、「目途はつい

低く、「奨学金を利用する

 

(単位：人、％)

無回答

5
0.7%

6
0.9%

7
1.0%
18

0.9%
2.6%
2.4%
2.2%
2.3%

(単位：人、％)

無回答

8
0.5%

0
0.0%

1
3.3%

お子さんが高校卒業後に進学するとしたら、必要なお金の用意はどうされますか。

 

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

、「目途はつい

低く、「奨学金を利用する

お子さんが高校卒業後に進学するとしたら、必要なお金の用意はどうされますか。 

 

小学２年生、小学５年生及び中学２年生では、「貯金や学資保険などで準備を始めている」が

、「目途はつい

低く、「奨学金を利用する
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(単位：人、％)

合計

必要なお
金はすで
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
予定であ
る

まったく目
処はつい
ていない

その他 無回答

186 1 52 42 82 9 0
100.0% 0.5% 28.0% 22.6% 44.1% 4.8% 0.0%

344 4 146 53 133 7 1
100.0% 1.2% 42.4% 15.4% 38.7% 2.0% 0.3%
1,026 32 641 134 193 20 6

100.0% 3.1% 62.5% 13.1% 18.8% 1.9% 0.6%
443 24 336 40 33 9 1

100.0% 5.4% 75.8% 9.0% 7.4% 2.0% 0.2%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

保護者 小中学生 (n= 2103)

0～250万円未満 (n= 186)

250～400万円未満 (n= 344)

400～700万円未満 (n= 1026)

700万円以上 (n= 443)

22.3 

44.1 

38.7 

18.8 

7.4 

57.9 

28.0 

42.4 

62.5 

75.8 

13.2 

22.6 

15.4 

13.1 

9.0 5.4 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

必要なお金はすでに準備でき 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である まっ たく 目処はついていない

その他・ 無回答
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高校２年生相当では、「貯金を充てる」が 51.2％と最も多く、道内他自治体調査と比較して高く

なっています。 

「ひとり親世帯」では、「奨学金を利用する」の割合が高くなっています。 

「母子世帯」では、「福祉資金を利用する」の割合が高く、「教育ローンを利用する」の割合が低

くなっています。 

年収が低いほど、「貯金を充てる」「学資保険を充てる」の割合が低くなっており、「奨学金を利

用する」の割合が高くなっています。 

 

【複数回答】 

 

 

 

 

  

(単位：人、％)

合計
貯金を充
てる

学資保険
を充てる

奨学金を
利用する

教育ロー
ンを利用
する

生活福祉
資金・母
子父子寡
婦福祉資
金を利用
する

親せき等
からの援
助

子ども本
人のアル
バイト

金銭的な
目処が
立ってい
ない

その他 無回答

420 215 175 190 76 13 16 60 40 13 8
51.2% 41.7% 45.2% 18.1% 3.1% 3.8% 14.3% 9.5% 3.1% 1.9%

〔全道値〕 36.6% 32.8% 53.3% 22.7% 3.0% 2.4% 16.7% 17.6% 1.3% -
〔札幌値〕 46.6% 38.6% 47.3% 19.3% 1.8% 3.4% 16.1% 9.6% 2.3% -
〔旭川値〕 42.9% 35.8% 53.8% 22.8% 4.6% 3.3% 21.4% 14.8% 1.1% -
〔函館値〕 39.4% 34.6% 55.9% 21.0% 3.8% 1.6% 17.1% 16.5% 1.6% -

高校2年生相当

(単位：人、％)

合計
貯金を充
てる

学資保険
を充てる

奨学金を
利用する

教育ロー
ンを利用
する

生活福祉
資金・母
子父子寡
婦福祉資
金を利用
する

親せき等
からの援
助

子ども本
人のアル
バイト

金銭的な
目処が
立ってい
ない

その他 無回答

320 171 142 134 62 3 12 47 25 11 4
53.4% 44.4% 41.9% 19.4% 0.9% 3.8% 14.7% 7.8% 3.4% 1.3%

30 12 8 18 1 8 1 4 4 0 2
40.0% 26.7% 60.0% 3.3% 26.7% 3.3% 13.3% 13.3% 0.0% 6.7%

8 4 3 6 5 0 0 3 1 0 0
50.0% 37.5% 75.0% 62.5% 0.0% 0.0% 37.5% 12.5% 0.0% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

合計
貯金を充
てる

学資保険
を充てる

奨学金を
利用する

教育ロー
ンを利用
する

生活福祉
資金・母
子父子寡
婦福祉資
金を利用
する

親せき等
からの援
助

子ども本
人のアル
バイト

金銭的な
目処が
立ってい
ない

その他 無回答

37 9 7 23 3 7 2 4 7 0 4
24.3% 18.9% 62.2% 8.1% 18.9% 5.4% 10.8% 18.9% 0.0% 10.8%

55 21 13 29 12 3 5 13 9 1 1
38.2% 23.6% 52.7% 21.8% 5.5% 9.1% 23.6% 16.4% 1.8% 1.8%

180 88 82 91 38 3 7 29 16 8 1
48.9% 45.6% 50.6% 21.1% 1.7% 3.9% 16.1% 8.9% 4.4% 0.6%

134 89 68 45 22 0 2 14 5 4 1
66.4% 50.7% 33.6% 16.4% 0.0% 1.5% 10.4% 3.7% 3.0% 0.7%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

(６) 

 誰かからされたことがある①

年収が低いほど

 

【経験がある

 

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 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

 

 いじめについて

誰かからされたことがある

年収が低いほど

経験がある】 

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

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 

いじめについて 

誰かからされたことがある

年収が低いほど、「されたことがある」の割合が高くなっています。

 

合計
仲間はず
れや無視
をされた

679

689

414

1,782

合計
仲間はず
れや無視
をされた

1,354

141

27

合計
仲間はず
れや無視
をされた

162

263

828

430

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。

 高２ 保護者小２・小５・中２

誰かからされたことがある【複数回答】

「されたことがある」の割合が高くなっています。

仲間はず
れや無視
をされた

殴られた
り、蹴られ
たりした

173
25.5% 21.6%
159

23.1% 12.3%
109

26.3% 8.0%
441

24.7% 14.9%

仲間はず
れや無視
をされた

殴られた
り、蹴られ
たりした

332
24.5% 14.3%

34
24.1% 15.6%

4
14.8% 14.8%

仲間はず
れや無視
をされた

殴られた
り、蹴られ
たりした

48
29.6% 19.1%

69
26.2% 16.3%
196

23.7% 14.0%
101

23.5% 13.3%

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。

保護者小２・小５・中２
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【複数回答】 

「されたことがある」の割合が高くなっています。

殴られた
り、蹴られ
たりした

直接、悪
口や嫌な
ことを言わ
れた

147 235
21.6% 34.6%

85 172
12.3% 25.0%

33 112
8.0% 27.1%
265 519

14.9% 29.1%

殴られた
り、蹴られ
たりした

直接、悪
口や嫌な
ことを言わ
れた

194 379
14.3% 28.0%

22 47
15.6% 33.3%

4
14.8% 22.2%

殴られた
り、蹴られ
たりした

直接、悪
口や嫌な
ことを言わ
れた

31 63
19.1% 38.9%

43 79
16.3% 30.0%
116 225

14.0% 27.2%
57 114

13.3% 26.5%

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。

保護者小２・小５・中２ 

「されたことがある」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)

口や嫌な
ことを言わ

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

235 139
34.6% 20.5%
172 209

25.0% 30.3%
112 120

27.1% 29.0%
519 468

29.1% 26.3%

(単位：人、％)

口や嫌な
ことを言わ

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

379 343
28.0% 25.3%

47 41
33.3% 29.1%

6 8
22.2% 29.6%

(単位：人、％)

口や嫌な
ことを言わ

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

63 56
38.9% 34.6%

79 69
30.0% 26.2%
225 219

27.2% 26.4%
114 97

26.5% 22.6%

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。

 保護者高２

「されたことがある」の割合が高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)
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

2
0.3%
46

6.7%
32

7.7%
80

4.5%

(単位：人、％)
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

56
4.1%
10

7.1%
2

7.4%

(単位：人、％)
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

10
6.2%

9
3.4%
37

4.5%
20

4.7%

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。 

保護者高２ ） 

 

  



 

 誰か②

年収が低いほど

 

【経験がある

 

 

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ あなたは、誰かに以下のようなことをしたことがありますか。

 

（ 小５・中２

 

誰かにしたことがある

年収が低いほど

【経験がある】 

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

あなたは、誰かに以下のようなことをしたことがありますか。

小５・中２ 

したことがあること

年収が低いほど、「したことがある」の割合が高くなっています。

 

合計
仲間はず
れや無視
をした

679

689

414

1,782

合計
仲間はず
れや無視
をした

1,354

141

27

合計
仲間はず
れや無視
をした

162

263

828

430

あなたは、誰かに以下のようなことをしたことがありますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

こと【複数回答】

「したことがある」の割合が高くなっています。

仲間はず
れや無視
をした

殴ったり、
蹴ったりし
た

65
9.6% 13.4%
89

12.9% 9.9%
51

12.3% 4.6%
205

11.5% 10.0%

仲間はず
れや無視
をした

殴ったり、
蹴ったりし
た

148
10.9% 9.1%

19
13.5% 14.2%

2
7.4% 11.1%

仲間はず
れや無視
をした

殴ったり、
蹴ったりし
た

25
15.4% 14.2%

37
14.1% 11.8%

87
10.5% 10.0%

40
9.3% 5.6%

あなたは、誰かに以下のようなことをしたことがありますか。

保護者小２・小５・中２

37 

【複数回答】 

「したことがある」の割合が高くなっています。

殴ったり、
蹴ったりし

直接、悪
口や嫌な
ことを言っ
た

91 128
13.4% 18.9%

68 98
9.9% 14.2%
19 46

4.6% 11.1%
178 272

10.0% 15.3%

殴ったり、
蹴ったりし

直接、悪
口や嫌な
ことを言っ
た

123 206
9.1% 15.2%
20 20

14.2% 14.2%
3

11.1% 22.2%

殴ったり、
蹴ったりし

直接、悪
口や嫌な
ことを言っ
た

23 28
14.2% 17.3%

31 44
11.8% 16.7%

83 123
10.0% 14.9%

24 61
5.6% 14.2%

あなたは、誰かに以下のようなことをしたことがありますか。

保護者小２・小５・中２ 

「したことがある」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)

口や嫌な
ことを言っ

相手のい
ないところ
で悪口や
嫌なことを
言った

パソコン
や携帯電
話・スマー
トフォンを
使って嫌
なことをし
た

128 166
18.9% 24.4%

98 237
14.2% 34.4%

46 108
11.1% 26.1%
272 511

15.3% 28.7%

(単位：人、％)

口や嫌な
ことを言っ

相手のい
ないところ
で悪口や
嫌なことを
言った

パソコン
や携帯電
話・スマー
トフォンを
使って嫌
なことをし
た

206 380
15.2% 28.1%

20 46
14.2% 32.6%

6 10
22.2% 37.0%

(単位：人、％)

口や嫌な
ことを言っ

相手のい
ないところ
で悪口や
嫌なことを
言った

パソコン
や携帯電
話・スマー
トフォンを
使って嫌
なことをし
た

28 52
17.3% 32.1%

44 64
16.7% 24.3%
123 244

14.9% 29.5%
61 126

14.2% 29.3%

あなたは、誰かに以下のようなことをしたことがありますか。

 保護者高２

「したことがある」の割合が高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)
パソコン
や携帯電
話・スマー
トフォンを
使って嫌
なことをし
た

1
0.1%
18

2.6%
4

1.0%
23

1.3%

(単位：人、％)
パソコン
や携帯電
話・スマー
トフォンを
使って嫌
なことをし
た

17
1.3%

2
1.4%

0
0.0%

(単位：人、％)
パソコン
や携帯電
話・スマー
トフォンを
使って嫌
なことをし
た

0
0.0%

5
1.9%
11

1.3%
4

0.9%

あなたは、誰かに以下のようなことをしたことがありますか。 

保護者高２ ） 

  



 

 あてはまると思うこと（自己肯定感）③

「自分は家族に大事にされている」が

69.0％、「自分は友達に好かれている」が

「ひとり親世帯」

年収が低いほど、

 

【そう思う（

※「孤独と感じることがある」

 

 

合計

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 以下の質問について、あなた自身にどれくらいあてはまるか教えてください。

 

（ 小５・中２

 

あてはまると思うこと（自己肯定感）

「自分は家族に大事にされている」が

％、「自分は友達に好かれている」が

「ひとり親世帯」

年収が低いほど、

そう思う（とてもそう思う

「孤独と感じることがある」

 

合計

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

以下の質問について、あなた自身にどれくらいあてはまるか教えてください。

小５・中２ 

あてはまると思うこと（自己肯定感）

「自分は家族に大事にされている」が

％、「自分は友達に好かれている」が

「ひとり親世帯」では、ほとんどの項目で

年収が低いほど、ほとんどの項目で自己肯定感

とてもそう思う+まあそう思う

「孤独と感じることがある」と「不安に感じることがある」は【全くそう思わない

  

合計
がんばれ
ば、むくわ
れる

679

689

414

1,782

合計
がんばれ
ば、むくわ
れる

1,354

141

27

合計
がんばれ
ば、むくわ
れる

162

263

828

430

以下の質問について、あなた自身にどれくらいあてはまるか教えてください。

 高２ 保護者小２・小５・中２

あてはまると思うこと（自己肯定感）

「自分は家族に大事にされている」が 80.7

％、「自分は友達に好かれている」が

では、ほとんどの項目で

ほとんどの項目で自己肯定感

まあそう思う）】 

と「不安に感じることがある」は【全くそう思わない

がんばれ
ば、むくわ
れる

孤独と感
じることが
ある

532
78.4% 56.8%
442

64.2% 45.6%
255

61.6% 45.2%
1,229
69.0% 49.8%

がんばれ
ば、むくわ
れる

孤独と感
じることが
ある

938
69.3% 51.2%

92
65.2% 43.3%

19
70.4% 29.6%

がんばれ
ば、むくわ
れる

孤独と感
じることが
ある

106
65.4% 40.7%
165

62.7% 47.1%
589

71.1% 51.4%
304

70.7% 52.6%

以下の質問について、あなた自身にどれくらいあてはまるか教えてください。

保護者小２・小５・中２
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あてはまると思うこと（自己肯定感）【複数回答】

「自分は家族に大事にされている」が 80.7％と最も多く、

％、「自分は友達に好かれている」が 52.8％となっています。

では、ほとんどの項目で自己肯定感が

ほとんどの項目で自己肯定感が低く

 

と「不安に感じることがある」は【全くそう思わない

孤独と感
じることが

自分は価
値のある
人間だ

386 258
56.8% 38.0%
314 163

45.6% 23.7%
187 91

45.2% 22.0%
887 512

49.8% 28.7%

孤独と感
じることが

自分は価
値のある
人間だ

693 401
51.2% 29.6%

61 34
43.3% 24.1%

8 6
29.6% 22.2%

孤独と感
じることが

自分は価
値のある
人間だ

66 44
40.7% 27.2%
124 66

47.1% 25.1%
426 240

51.4% 29.0%
226 140

52.6% 32.6%

以下の質問について、あなた自身にどれくらいあてはまるか教えてください。

保護者小２・小５・中２ 

【複数回答】 

％と最も多く、次いで

％となっています。

自己肯定感が低くなっています。

低くなっています。

と「不安に感じることがある」は【全くそう思わない

自分は価
自分は家
族に大事
にされて
いる

自分は友
達に好か
れている

258 573
38.0% 84.4%
163 537

23.7% 77.9%
91 328

22.0% 79.2%
512 1,438

28.7% 80.7%

自分は価
自分は家
族に大事
にされて
いる

自分は友
達に好か
れている

401 1,119
29.6% 82.6%

34 100
24.1% 70.9%

6 20
22.2% 74.1%

自分は価
自分は家
族に大事
にされて
いる

自分は友
達に好か
れている

44 123
27.2% 75.9%

66 204
25.1% 77.6%
240 672

29.0% 81.2%
140 365

32.6% 84.9%

以下の質問について、あなた自身にどれくらいあてはまるか教えてください。

 保護者高２

次いで「がんばれば、むくわれる」が

％となっています。 

低くなっています。

なっています。 

と「不安に感じることがある」は【全くそう思わない+あまりそう思わない】

自分は友
達に好か
れている

不安に感
じることが
ある

369
54.3% 31.7%
337

48.9% 20.9%
235

56.8% 20.0%
941

52.8% 24.8%

自分は友
達に好か
れている

不安に感
じることが
ある

734
54.2% 25.6%

62
44.0% 17.7%

10
37.0% 22.2%

自分は友
達に好か
れている

不安に感
じることが
ある

73
45.1% 19.1%
122

46.4% 22.8%
445

53.7% 26.6%
253

58.8% 26.5%

以下の質問について、あなた自身にどれくらいあてはまるか教えてください。

保護者高２ ） 

「がんばれば、むくわれる」が

低くなっています。 

あまりそう思わない】

(単位：人、％)

不安に感
じることが

自分のこ
とが好き
だ

215 316
31.7% 46.5%
144 208

20.9% 30.2%
83 116

20.0% 28.0%
442 640

24.8% 35.9%

(単位：人、％)

不安に感
じることが

自分のこ
とが好き
だ

346 503
25.6% 37.1%

25
17.7% 31.2%

6
22.2% 33.3%

(単位：人、％)

不安に感
じることが

自分のこ
とが好き
だ

31
19.1% 29.6%

60
22.8% 33.8%
220 298

26.6% 36.0%
114 179

26.5% 41.6%

以下の質問について、あなた自身にどれくらいあてはまるか教えてください。 

 

「がんばれば、むくわれる」が

あまりそう思わない】 

 

 

 

(単位：人、％)

自分のこ
とが好き

316
46.5%
208

30.2%
116

28.0%
640

35.9%

(単位：人、％)

自分のこ
とが好き

503
37.1%

44
31.2%

9
33.3%

(単位：人、％)

自分のこ
とが好き

48
29.6%

89
33.8%
298

36.0%
179

41.6%

 

「がんばれば、むくわれる」が
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自己肯定感が高いほど、「登校状況」はよく、「家族」「きょうだい」「友達」と過ごす傾向が見ら

れます。 

 

【登校の様子×自己肯定感】 

 

【放課後を過ごす人×自己肯定感】 

 

【いじめをされた経験×自己肯定感】 

 
【いじめをした経験×自己肯定感】 

 

(単位：人、％)

合計
とてもそう
思う

まあそう思
う

どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

まったくそ
う思わな
い

無回答

1,554 247 335 512 225 210 25
100.0% 15.9% 21.6% 32.9% 14.5% 13.5% 1.6%

122 23 15 30 24 24 6
100.0% 18.9% 12.3% 24.6% 19.7% 19.7% 4.9%

48 6 5 18 7 12 0
100.0% 12.5% 10.4% 37.5% 14.6% 25.0% 0.0%

14 0 1 7 4 2 0
100.0% 0.0% 7.1% 50.0% 28.6% 14.3% 0.0%

10 1 1 2 3 3 0
100.0% 10.0% 10.0% 20.0% 30.0% 30.0% 0.0%

登
校
の
様
子

ほとんど休まず登校
している
ほとんど休まない
が、学校に行きたが

時々休むことがある

よく休むことがある

その他

(単位：人、％)

合計
とてもそう
思う

まあそう思
う

どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

まったくそ
う思わな
い

無回答

809 151 168 255 124 102 9
100.0% 18.7% 20.8% 31.5% 15.3% 12.6% 1.1%

545 101 118 175 77 70 4
100.0% 18.5% 21.7% 32.1% 14.1% 12.8% 0.7%

742 126 164 229 117 97 9
100.0% 17.0% 22.1% 30.9% 15.8% 13.1% 1.2%

781 99 167 274 123 107 11
100.0% 12.7% 21.4% 35.1% 15.7% 13.7% 1.4%

28 5 6 7 5 5 0
100.0% 17.9% 21.4% 25.0% 17.9% 17.9% 0.0%

19 0 5 8 2 3 1
100.0% 0.0% 26.3% 42.1% 10.5% 15.8% 5.3%

8 0 3 2 2 1 0
100.0% 0.0% 37.5% 25.0% 25.0% 12.5% 0.0%

95 20 20 23 19 13 0
100.0% 21.1% 21.1% 24.2% 20.0% 13.7% 0.0%

235 33 35 78 34 49 6
100.0% 14.0% 14.9% 33.2% 14.5% 20.9% 2.6%

放
課
後
を
過
ご
す
人

家族以外の大人

一人でいる

家族

きょうだい

学校の友達

部活動・スポーツ少年
団・習い事などの友達

学校以外の友達

恋人（彼氏・彼女）

アルバイト先の友達

(単位：人、％)

合計
とてもそう
思う

まあそう思
う

どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

まったくそ
う思わな
い

無回答

828 124 160 267 133 138 6
100.0% 15.0% 19.3% 32.2% 16.1% 16.7% 0.7%

880 145 191 298 130 108 8
100.0% 16.5% 21.7% 33.9% 14.8% 12.3% 0.9%

い
じ
め

の
経
験

された経験がある

された経験がない

(単位：人、％)

合計
とてもそう
思う

まあそう思
う

どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

まったくそ
う思わな
い

無回答

670 102 133 219 99 109 8
100.0% 15.2% 19.9% 32.7% 14.8% 16.3% 1.2%
1,045 169 218 347 164 140 7

100.0% 16.2% 20.9% 33.2% 15.7% 13.4% 0.7%

い
じ
め

の
経
験

した経験がある

した経験がない



 

３. 

・ 「子どもに関する施策の情報

さまざまな媒体

・ 「朝食」

は、「１人で食べる」

・ 「平日の放課後」については、道内他自治体調査と比較して「家族」

く

(１) 

 子育て①

「知らなかった」は、「ファミリーサポートセンター」が

後児保育」が

「父子

年収が低いほど

 

【知らなかった】

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

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

 

 生活状況

「子どもに関する施策の情報

さまざまな媒体

「朝食」について

は、「１人で食べる」

「平日の放課後」については、道内他自治体調査と比較して「家族」

くなっています。

 保護者（世帯）への生活支援について

子育てサービスの利用状況

「知らなかった」は、「ファミリーサポートセンター」が

後児保育」が 6.5％、「児童センター」が

「父子世帯」では、「知らなかった」の割合が高くなっています。

年収が低いほど

【知らなかった】 

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

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 

生活状況 

「子どもに関する施策の情報

さまざまな媒体が活用されており、保護者の子育て情報に関する関心の高さが伺えます

については、道内他自治体調査と比較して「毎日食べる」

は、「１人で食べる」が多く

「平日の放課後」については、道内他自治体調査と比較して「家族」

なっています。 

保護者（世帯）への生活支援について

サービスの利用状況

「知らなかった」は、「ファミリーサポートセンター」が

％、「児童センター」が

では、「知らなかった」の割合が高くなっています。

年収が低いほど、「知らなかった」の割合が高くなっています。

合計
児童セン
ター

732

680

691

420

2,523

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。

 高２ 保護者小２・小５・中２

「子どもに関する施策の情報得るための手段

が活用されており、保護者の子育て情報に関する関心の高さが伺えます

は、道内他自治体調査と比較して「毎日食べる」

が多くなっています。

「平日の放課後」については、道内他自治体調査と比較して「家族」

保護者（世帯）への生活支援について

サービスの利用状況【複数回答】

「知らなかった」は、「ファミリーサポートセンター」が

％、「児童センター」が

では、「知らなかった」の割合が高くなっています。

「知らなかった」の割合が高くなっています。

児童セン
ター

放課後児
童クラブ

43
5.9% 1.9%
38

5.6% 1.3%
34

4.9% 3.3%
29

6.9% 3.6%
144
5.7% 2.4%

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。

保護者小２・小５・中２

40 

得るための手段」については、道内他自治体調査と比較して、

が活用されており、保護者の子育て情報に関する関心の高さが伺えます

は、道内他自治体調査と比較して「毎日食べる」

なっています。 

「平日の放課後」については、道内他自治体調査と比較して「家族」

保護者（世帯）への生活支援について 

【複数回答】 

「知らなかった」は、「ファミリーサポートセンター」が

％、「児童センター」が 5.7％となっています。

では、「知らなかった」の割合が高くなっています。

「知らなかった」の割合が高くなっています。

放課後児
童クラブ

ファミリー
サポート
センター

14 48
1.9% 6.6%

9 67
1.3% 9.9%
23 94

3.3% 13.6%
15 76

3.6% 18.1%
61 285

2.4% 11.3%

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。

保護者小２・小５・中２ 

」については、道内他自治体調査と比較して、

が活用されており、保護者の子育て情報に関する関心の高さが伺えます

は、道内他自治体調査と比較して「毎日食べる」

「平日の放課後」については、道内他自治体調査と比較して「家族」

 

「知らなかった」は、「ファミリーサポートセンター」が 11.3

％となっています。

では、「知らなかった」の割合が高くなっています。

「知らなかった」の割合が高くなっています。

病児・病
後児保育

育児に関
する相談
（子育て
支援セン
ターなど）

48 17
6.6% 2.3%
67 41

9.9% 6.0%
94 57

13.6% 8.2%
76 48

18.1% 11.4%
285 163

11.3% 6.5%

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。

 保護者高２

」については、道内他自治体調査と比較して、

が活用されており、保護者の子育て情報に関する関心の高さが伺えます

は、道内他自治体調査と比較して「毎日食べる」が多く

「平日の放課後」については、道内他自治体調査と比較して「家族」が少なく

11.3％と最も多く、次いで「病児・病

％となっています。 

では、「知らなかった」の割合が高くなっています。 

「知らなかった」の割合が高くなっています。 

育児に関
する相談
（子育て
支援セン
ターなど）

子どもの
健康・栄
養に関す
る相談
（保健セ
ンターな
ど）

10
1.4%
22

3.2%
25

3.6%
15

3.6%
72

2.9%

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。

保護者高２ ） 

」については、道内他自治体調査と比較して、

が活用されており、保護者の子育て情報に関する関心の高さが伺えます

が多く、「夕食」

が少なく、「友達」

％と最も多く、次いで「病児・病

(単位：人、％)
子どもの
健康・栄
養に関す
る相談
（保健セ
ンターな

子どもの
発達に関
する相談
（子ども発
達支援セ
ンターな
ど）

18
2.5% 1.6%
21

3.1% 3.1%
26

3.8% 3.9%
18

4.3% 5.0%
83

3.3% 3.2%

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。

」については、道内他自治体調査と比較して、

が活用されており、保護者の子育て情報に関する関心の高さが伺えます。 

「夕食」について

、「友達」が多

 

％と最も多く、次いで「病児・病

(単位：人、％)
子どもの
発達に関
する相談
（子ども発
達支援セ
ンターな

ひとり親
家庭に関
する相談
（子育て
支援課家
庭相談な
ど）

12 17
1.6% 2.3%
21 29

3.1% 4.3%
27 29

3.9% 4.2%
21 24

5.0% 5.7%
81 99

3.2% 3.9%

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。 

」については、道内他自治体調査と比較して、

について

が多

 

％と最も多く、次いで「病児・病
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(単位：人、％)

合計
児童セン
ター

放課後児
童クラブ

ファミリー
サポート
センター

病児・病
後児保育

育児に関
する相談
（子育て
支援セン
ターなど）

子どもの
健康・栄
養に関す
る相談
（保健セ
ンターな
ど）

子どもの
発達に関
する相談
（子ども発
達支援セ
ンターな
ど）

ひとり親
家庭に関
する相談
（子育て
支援課家
庭相談な
ど）

1,975 100 35 194 111 40 50 51 56
5.1% 1.8% 9.8% 5.6% 2.0% 2.5% 2.6% 2.8%

189 14 10 38 21 12 15 13 23
7.4% 5.3% 20.1% 11.1% 6.3% 7.9% 6.9% 12.2%

38 8 5 11 7 7 7 5 6
21.1% 13.2% 28.9% 18.4% 18.4% 18.4% 13.2% 15.8%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

合計
児童セン
ター

放課後児
童クラブ

ファミリー
サポート
センター

病児・病
後児保育

育児に関
する相談
（子育て
支援セン
ターなど）

子どもの
健康・栄
養に関す
る相談
（保健セ
ンターな
ど）

子どもの
発達に関
する相談
（子ども発
達支援セ
ンターな
ど）

ひとり親
家庭に関
する相談
（子育て
支援課家
庭相談な
ど）

223 25 10 45 31 16 20 15 24
11.2% 4.5% 20.2% 13.9% 7.2% 9.0% 6.7% 10.8%

399 17 8 47 26 17 20 19 24
4.3% 2.0% 11.8% 6.5% 4.3% 5.0% 4.8% 6.0%

1,206 64 33 124 67 28 33 31 34
5.3% 2.7% 10.3% 5.6% 2.3% 2.7% 2.6% 2.8%

577 29 8 54 32 8 7 12 12
5.0% 1.4% 9.4% 5.5% 1.4% 1.2% 2.1% 2.1%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 子どもに関する施策の情報を得るための手段②

道内他自治体調査

「母子世帯」では、「よく参考にしている」の割合が低くなっています。

年収が

 

【よく参考に

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 子どもに関する施策等の情報を得るために、以下のようなものをどの程度参考にしていま

すか。

 

（ 小５

 

子どもに関する施策の情報を得るための手段

道内他自治体調査

「母子世帯」では、「よく参考にしている」の割合が低くなっています。

年収が低いほど

参考にしている】

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

子どもに関する施策等の情報を得るために、以下のようなものをどの程度参考にしていま

すか。 

小５・中２ 

子どもに関する施策の情報を得るための手段

道内他自治体調査と比較して

「母子世帯」では、「よく参考にしている」の割合が低くなっています。

ほど、「よく参考にしている」の

している】 

合計
行政機関
の広報
誌・案内

732

680

691

420

2,523

合計
行政機関
の広報
誌・案内

1,975

189

38

合計
行政機関
の広報
誌・案内

223

399

1,206

577

子どもに関する施策等の情報を得るために、以下のようなものをどの程度参考にしていま

 高２ 保護者小２・小５・中２

子どもに関する施策の情報を得るための手段

と比較して、「よく参考にしている」の割合が

「母子世帯」では、「よく参考にしている」の割合が低くなっています。

、「よく参考にしている」の

行政機関
の広報
誌・案内

行政機関
のホーム
ページ

135
18.4% 5.1%
124

18.2% 4.9%
96

13.9% 4.2%
54

12.9% 3.1%
409

16.2% 4.4%
10.2% 2.2%
12.1% 2.9%
11.0% 3.0%
9.1% 3.0%

行政機関
の広報
誌・案内

行政機関
のホーム
ページ

350
17.7% 4.6%

24
12.7% 2.1%

7
18.4% 15.8%

行政機関
の広報
誌・案内

行政機関
のホーム
ページ

26
11.7% 2.7%

67
16.8% 6.5%
202

16.7% 4.2%
101

17.5% 4.3%

子どもに関する施策等の情報を得るために、以下のようなものをどの程度参考にしていま

保護者小２・小５・中２
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子どもに関する施策の情報を得るための手段【複数回答】

、「よく参考にしている」の割合が

「母子世帯」では、「よく参考にしている」の割合が低くなっています。

、「よく参考にしている」の割合が

行政機関
のホーム
ページ

SNS
（LINEや
ツイッター
など）

37 58
5.1% 7.9%
33 43

4.9% 6.3%
29 43

4.2% 6.2%
13 14

3.1% 3.3%
112 158
4.4% 6.3%
2.2% 4.7%
2.9% 5.4%
3.0% 6.2%
3.0% 6.6%

行政機関
のホーム
ページ

SNS
（LINEや
ツイッター
など）

91 123
4.6% 6.2%

4 11
2.1% 5.8%

6
15.8% 5.3%

行政機関
のホーム
ページ

SNS
（LINEや
ツイッター
など）

6 22
2.7% 9.9%
26 31

6.5% 7.8%
51 71

4.2% 5.9%
25 31

4.3% 5.4%

子どもに関する施策等の情報を得るために、以下のようなものをどの程度参考にしていま

保護者小２・小５・中２ 

【複数回答】

、「よく参考にしている」の割合が

「母子世帯」では、「よく参考にしている」の割合が低くなっています。

割合が低くなっています

ツイッター
インター
ネット検索

学校など
からのお
便り

58 230
7.9% 31.4%
43 172

6.3% 25.3%
43 175

6.2% 25.3%
14 76

3.3% 18.1%
158 653
6.3% 25.9%
4.7% 15.0%
5.4% 24.7%
6.2% 21.5%
6.6% 20.9%

ツイッター
インター
ネット検索

学校など
からのお
便り

123 514
6.2% 26.0%
11 42

5.8% 22.2%
2 11

5.3% 28.9%

ツイッター
インター
ネット検索

学校など
からのお
便り

22 55
9.9% 24.7%
31 103

7.8% 25.8%
71 312

5.9% 25.9%
31 159

5.4% 27.6%

子どもに関する施策等の情報を得るために、以下のようなものをどの程度参考にしていま

 保護者高２

【複数回答】 

、「よく参考にしている」の割合が高くなっています。

「母子世帯」では、「よく参考にしている」の割合が低くなっています。

なっています。 

(単位：人、％)

学校など
からのお
便り

家族や友
人からの
情報

381
52.0%
365

53.7%
288

41.7%
174

41.4%
1,208
47.9%
39.2%
34.1%
34.6%
40.9%

(単位：人、％)

学校など
からのお
便り

家族や友
人からの
情報

976
49.4%

79
41.8%

17
44.7%

(単位：人、％)

学校など
からのお
便り

家族や友
人からの
情報

100
44.8%
173

43.4%
601

49.8%
287

49.7%

子どもに関する施策等の情報を得るために、以下のようなものをどの程度参考にしていま

保護者高２ ） 

高くなっています。

「母子世帯」では、「よく参考にしている」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

(単位：人、％)

家族や友
人からの
情報

269
36.7%
253

37.2%
206

29.8%
114

27.1%
842

33.4%
25.6%
27.3%
25.3%
26.8%

(単位：人、％)

家族や友
人からの
情報

677
34.3%

61
32.3%

9
23.7%

(単位：人、％)

家族や友
人からの
情報

67
30.0%
133

33.3%
413

34.2%
194

33.6%

子どもに関する施策等の情報を得るために、以下のようなものをどの程度参考にしていま

 

高くなっています。 

子どもに関する施策等の情報を得るために、以下のようなものをどの程度参考にしていま

 



 

(２) 

 平日①

「毎日食べる」が

「母子

年収が

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ あなたは、平日は毎日朝ごはんを食べますか。

 

（ 小５・中２

 子どもの生活状況について

平日の朝食 

「毎日食べる」が

「母子世帯」では、

年収が低いほど

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

あなたは、平日は毎日朝ごはんを食べますか。

小５・中２ 

子どもの生活状況について

 

「毎日食べる」が 84.7％であり、

では、「毎日食べる」

ほど、「毎日食べる」の割合が

  

合計
毎日食べ
る

679
100.0%

689
100.0%

414
100.0%
1,782

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計
毎日食べ
る

1,354
100.0%

141
100.0%

27
100.0%

合計
毎日食べ
る

162
100.0%

263
100.0%

828
100.0%

430
100.0%

あなたは、平日は毎日朝ごはんを食べますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

子どもの生活状況について 

％であり、道内他自治体調査

「毎日食べる」の割合が

「毎日食べる」の割合が

毎日食べ
たまに食
べない日
がある

603
88.8% 6.0%
583

84.6% 8.7%
323

78.0% 11.1%
1,509
84.7% 8.2%
79.3% 11.2%
80.7% 10.4%
79.2% 11.7%
82.2% 11.4%

毎日食べ
たまに食
べない日
がある

1,170
86.4% 7.1%

98
69.5% 18.4%

22
81.5% 7.4%

毎日食べ
たまに食
べない日
がある

112
69.1% 16.7%
210

79.8% 11.0%
721

87.1% 6.0%
379

88.1% 7.4%

あなたは、平日は毎日朝ごはんを食べますか。

保護者小２・小５・中２

43 

道内他自治体調査

の割合が低くなっています。

「毎日食べる」の割合が低くなっています。

たまに食
べない日
がある

食べない
日がよくあ
る

41 18
6.0% 2.7%
60 22

8.7% 3.2%
46 20

11.1% 4.8%
147 60
8.2% 3.4%

11.2% 4.3%
10.4% 4.2%
11.7% 4.7%
11.4% 3.4%

たまに食
べない日
がある

食べない
日がよくあ
る

96 40
7.1% 3.0%
26

18.4% 6.4%
2

7.4% 3.7%

たまに食
べない日
がある

食べない
日がよくあ
る

27 12
16.7% 7.4%

29 15
11.0% 5.7%

50 22
6.0% 2.7%
32

7.4% 1.9%

あなたは、平日は毎日朝ごはんを食べますか。

保護者小２・小５・中２ 

道内他自治体調査と比較して高くなっています。

低くなっています。

なっています。

(単位：人、％)
食べない
日がよくあ

いつも食
べない

無回答

18 5
2.7% 0.7%
22 13

3.2% 1.9%
20 21

4.8% 5.1%
60 39

3.4% 2.2%
4.3% 3.7%
4.2% 3.1%
4.7% 3.3%
3.4% 2.3%

(単位：人、％)
食べない
日がよくあ

いつも食
べない

無回答

40 28
3.0% 2.1%

9 3
6.4% 2.1%

1 1
3.7% 3.7%

(単位：人、％)
食べない
日がよくあ

いつも食
べない

無回答

12 5
7.4% 3.1%
15 6

5.7% 2.3%
22 21

2.7% 2.5%
8 7

1.9% 1.6%

あなたは、平日は毎日朝ごはんを食べますか。 

 保護者高２

と比較して高くなっています。

低くなっています。 

なっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

12
1.8%
11

1.6%
4

1.0%
27

1.5%
1.5%
1.6%
1.2%
0.7%

(単位：人、％)

無回答

20
1.5%

5
3.5%

1
3.7%

(単位：人、％)

無回答

6
3.7%

3
1.1%
14

1.7%
4

0.9%

保護者高２ ） 

と比較して高くなっています。 
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朝食を食べないほど、「授業の理解度」は低く、「インターネット上の友達」とよく話し、「自己

肯定感」が低い傾向が見られます。 

 

【授業の理解度×朝食の摂取状況】 

 

【悩みなどをよく話す×朝食の摂取状況】 

 

【自己肯定感×朝食の摂取状況】 

 

 

  

(単位：人、％)

合計
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

501 450 30 11 6 4
100.0% 89.8% 6.0% 2.2% 1.2% 0.8%

960 823 82 26 18 11
100.0% 85.7% 8.5% 2.7% 1.9% 1.1%

194 139 26 14 9 6
100.0% 71.6% 13.4% 7.2% 4.6% 3.1%

43 31 4 4 3 1
100.0% 72.1% 9.3% 9.3% 7.0% 2.3%

授
業
の
理
解
度

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

(単位：人、％)

合計
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

751 670 48 17 8 8
100.0% 89.2% 6.4% 2.3% 1.1% 1.1%

235 211 13 4 5 2
100.0% 89.8% 5.5% 1.7% 2.1% 0.9%

125 116 6 2 1 0
100.0% 92.8% 4.8% 1.6% 0.8% 0.0%

635 541 53 26 8 7
100.0% 85.2% 8.3% 4.1% 1.3% 1.1%

89 75 9 5 0 0
100.0% 84.3% 10.1% 5.6% 0.0% 0.0%

32 28 1 1 1 1
100.0% 87.5% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%

5 5 0 0 0 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

35 28 3 2 2 0
100.0% 80.0% 8.6% 5.7% 5.7% 0.0%

76 65 7 1 1 2
100.0% 85.5% 9.2% 1.3% 1.3% 2.6%

34 32 1 1 0 0
100.0% 94.1% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0%

インターネット上の
友達

学校の先生

その他の大人

悩
み
な
ど
を
よ
く
話
す

親

きょうだい

祖父母など

学校の友達

学校以外の友達

恋人（彼氏・彼女）

アルバイト先の友達

(単位：人、％)

合計
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

281 251 17 8 4 1
100.0% 89.3% 6.0% 2.8% 1.4% 0.4%

359 324 21 10 3 1
100.0% 90.3% 5.8% 2.8% 0.8% 0.3%

585 507 52 15 10 1
100.0% 86.7% 8.9% 2.6% 1.7% 0.2%

270 222 24 10 10 4
100.0% 82.2% 8.9% 3.7% 3.7% 1.5%

256 195 31 17 12 1
100.0% 76.2% 12.1% 6.6% 4.7% 0.4%

自
分
の
こ
と
が
好
き
だ

とてもそう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

まったくそう思わない



 

 平日の②

「１人で食べる」は

「母子世帯」

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

子ども　全 体

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたは、平日は誰と晩ごはんを食べますか。

 

（ 小５・中２

 

平日の夕食を誰と

「１人で食べる」は

「母子世帯」では、

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

子ども　全 体

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

あなたは、平日は誰と晩ごはんを食べますか。

小５・中２ 

夕食を誰と食べるか

「１人で食べる」は 14.5％であり、

では、「１人で食べる」

合計 親

679

689

414

1,782

(% )

(n= 1782)

(n= 679)

(n= 689)

(n= 414)

0

合計 親

1,354

141

27

あなたは、平日は誰と晩ごはんを食べますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

食べるか【複数回答】

％であり、道内他自治体調査

「１人で食べる」の割合が

きょうだい

635
93.5% 70.1%
609

88.4% 58.1%
344

83.1% 47.3%
1,588 1,072
89.1% 60.2%
91.0% 65.5%
91.5% 62.2%
89.9% 62.4%

14.5 

5.3

14.7 

11.9 

13.5 

0

きょうだい

1,221
90.2% 61.9%
121

85.8% 51.8%
24

88.9% 55.6%

あなたは、平日は誰と晩ごはんを食べますか。

保護者小２・小５・中２

45 

【複数回答】 

道内他自治体調査

「１人で食べる」の割合が高くなっています。

きょうだい

その他の
家族（祖
父母な
ど）

476 117
70.1% 17.2%
400 73

58.1% 10.6%
196 27

47.3% 6.5%
1,072 217
60.2% 12.2%
65.5% 15.9%
62.2% 10.4%
62.4% 20.6%

14.5 

15.7

27.8

14.7 

18.1 

11.9 

13.5 

20

きょうだい

その他の
家族（祖
父母な
ど）

838 73
61.9% 5.4%

73 36
51.8% 25.5%

15
55.6% 14.8%

あなたは、平日は誰と晩ごはんを食べますか。

保護者小２・小５・中２ 

道内他自治体調査と比較して高くなっています。

高くなっています。

その他の
家族以外
の人

1人で食
べる

117 6
17.2% 0.9%

73 9
10.6% 1.3%

27 29
6.5% 7.0%
217 44

12.2% 2.5%
15.9% 1.4%
10.4% 1.4%
20.6% 1.6%

47.3

40

親

その他の
家族以外
の人

1人で食
べる

73 32
5.4% 2.4%
36 5

25.5% 3.5%
4 1

14.8% 3.7%

あなたは、平日は誰と晩ごはんを食べますか。 

 保護者高２

と比較して高くなっています。

高くなっています。 

(単位：人、％)

1人で食
べる

無回答

36
5.3%
108

15.7%
115

27.8%
259

14.5%
6.3%
5.5%
9.8%

60.2 

58.1

47.3

60

き ょ う だい

(単位：人、％)

1人で食
べる

無回答

195
14.4%

26
18.4%

4
14.8%

保護者高２ ） 

と比較して高くなっています。

 

 

(単位：人、％)

無回答

11
1.6%
10

1.5%
6

1.4%
27

1.5%
-
-
-

83.1

70.1

80

き ょ う だい １ 人で食べる

(単位：人、％)

無回答

20
1.5%

5
3.5%

1
3.7%

 

と比較して高くなっています。 

89.1 

93.5

88.4

83.1

100

１ 人で食べる その他

 

 その他



 

46 

 

 

  

(% )

子ども　全 体 (n= 1782)
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 平日の放課後は誰と過ごすか③

「家族」が

「部活動・習い事などの友達」が、

でいる」は

「母子世帯」

 

【よくある】

【1人でいる

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

合計

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

〔札幌値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ 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。

 

（ 小５・中２

 

平日の放課後は誰と過ごすか

「家族」が 45.4%

「部活動・習い事などの友達」が、

でいる」は 13.2%となっており

「母子世帯」では、「１人でいる」の割合が高くなっています

【よくある】（表中の※の項目は、高校

人でいる】 

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

〔札幌値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

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。

小５・中２ 

平日の放課後は誰と過ごすか

45.4%となっており

「部活動・習い事などの友達」が、

となっており

では、「１人でいる」の割合が高くなっています

表中の※の項目は、高校

 

合計

家族（親・
祖父母・
親せきな
ど。きょう
だいを除
きます）

679
49.6%

689
36.0%

414
54.1%

1,782
45.4%
51.4%
52.9%
55.8%
48.5%

合計 よくある

679
100.0%

689
100.0%

414
100.0%
1,782

100.0%
100.0%

合計 よくある

1,354
100.0%

141
100.0%

27
100.0%

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。

 高２ 保護者小２・小５・中２

平日の放課後は誰と過ごすか【複数回答】

となっており、道内他自治体調査

「部活動・習い事などの友達」が、道内他自治体調査

となっており、道内他自治体調査

では、「１人でいる」の割合が高くなっています

表中の※の項目は、高校 2 年生相当のみが回答しています。

家族（親・
祖父母・
親せきな
ど。きょう
だいを除
きます）

きょうだい

337 255
49.6% 37.6%
248 158

36.0% 22.9%
224 132

54.1% 31.9%
809 545

45.4% 30.6%
51.4% 32.2%
52.9% 29.9%
55.8% 32.2%
48.5% 32.2%

よくある
ときどきあ
る

71
10.5% 21.1%

82
11.9% 25.7%

82
19.8% 26.3%
235

13.2% 24.1%
18.2% 25.7%

よくある
ときどきあ
る

165
12.2% 24.7%

31
22.0% 25.5%

5
18.5% 37.0%

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。

保護者小２・小５・中２
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【複数回答】 

道内他自治体調査と比較して低くなっていますが、「学校の友達」

道内他自治体調査

道内他自治体調査と比較して低くなっています。

では、「１人でいる」の割合が高くなっています

年生相当のみが回答しています。

きょうだい
学校の友
達

部活動・
スポーツ
少年団・
習い事な
どの友達

255 317
37.6% 46.7%
158 266

22.9% 38.6%
132 159

31.9% 38.4%
545 742

30.6% 41.6%
32.2% 32.4%
29.9% 33.3%
32.2% 35.3%
32.2% 35.4%

ときどきあ
あまりない

143 199
21.1% 29.3%
177 191

25.7% 27.7%
109 104

26.3% 25.1%
429 494

24.1% 27.7%
25.7% 25.7%

ときどきあ
あまりない

334 386
24.7% 28.5%

36 31
25.5% 22.0%

10
37.0% 14.8%

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。

保護者小２・小５・中２ 

と比較して低くなっていますが、「学校の友達」

道内他自治体調査と比較して高くなっています。また、「１

と比較して低くなっています。

では、「１人でいる」の割合が高くなっています

年生相当のみが回答しています。）

部活動・
スポーツ
少年団・
習い事な
どの友達

学校以外
の友達

135
19.9%
445

64.6%
201

48.6%
781

43.8%
44.9%
33.9%
41.7%
38.1% 11.0%

(単位：人、％)

あまりない
まったくな
い

無回答

199 236
29.3% 34.8%
191 203

27.7% 29.5%
104 93

25.1% 22.5%
494 532

27.7% 29.9%
25.7% 26.2%

(単位：人、％)

あまりない
まったくな
い

無回答

386 404
28.5% 29.8%

31 33
22.0% 23.4%

4 6
14.8% 22.2%

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。

 保護者高２

と比較して低くなっていますが、「学校の友達」

して高くなっています。また、「１

と比較して低くなっています。

では、「１人でいる」の割合が高くなっています 

） 

 

 

学校以外
の友達

※
恋人（彼
氏・彼女）

8
1.2%

8
1.2%
12 19

2.9% 4.6%
28 19

1.6% 4.6%
9.6% 9.6%
8.0% 6.6%
8.9% 6.8%

11.0% 7.6%

(単位：人、％)

無回答

30
4.4%
36

5.2%
26

6.3%
92

5.2%
4.2%

(単位：人、％)

無回答

65
4.8%
10

7.1%
2

7.4%

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。 

保護者高２ ） 

と比較して低くなっていますが、「学校の友達」

して高くなっています。また、「１

と比較して低くなっています。 

恋人（彼
氏・彼女）

※
アルバイト
先の友達

家族以外
の大人
（近所の
大人・塾
や習い事
の先生な
ど）

- -
- -
- -
- -

19 8
4.6% 1.9%
19 8

4.6% 1.9%
9.6% 2.7%
6.6% 1.3%
6.8% 2.1%
7.6% 1.6%

 

と比較して低くなっていますが、「学校の友達」

して高くなっています。また、「１人

(単位：人、％)
家族以外
の大人
（近所の
大人・塾
や習い事
の先生な
ど）

1人でいる

38
5.6% 10.5%
40

5.8% 11.9%
17

4.1% 19.8%
95

5.3% 13.2%
6.6% 18.2%
6.8% 18.2%
6.5% 17.0%
5.8% 20.9%

 

と比較して低くなっていますが、「学校の友達」

人

 

(単位：人、％)

1人でいる

71
10.5%

82
11.9%

82
19.8%
235

13.2%
18.2%
18.2%
17.0%
20.9%



 

 平日の放課後はどこで過ごすか④

「自分の家」が

となっています。

「小学５年生」では、「公園」が

「ひとり親世帯」

年収が低い

 

【そこで

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ あなたは、平日の放課後、どこで過ごしますか。

 

（ 小５・中２

 

平日の放課後はどこで過ごすか

「自分の家」が

となっています。

「小学５年生」では、「公園」が

「ひとり親世帯」

年収が低いほど

【そこで過ごす】（表中の※の項目は、高校

合計

1,782

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

1,354
両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

あなたは、平日の放課後、どこで過ごしますか。

小５・中２ 

平日の放課後はどこで過ごすか

「自分の家」が 86.6％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が

となっています。 

「小学５年生」では、「公園」が

「ひとり親世帯」では、「塾や習い事」

ほど、「塾や習い事」の割合が

表中の※の項目は、高校

自分の家

679 620
91.3%

689 566
82.1%

414 357
86.2%

1,782 1,543
86.6%
87.6%
86.6%
84.5%

自分の家

1,354 1,172
86.6%

141 121
85.8%

27 19
70.4%

自分の家

162 138
85.2%

263 218
82.9%

828 720
87.0%

430 380
88.4%

あなたは、平日の放課後、どこで過ごしますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

平日の放課後はどこで過ごすか【複数回答】

％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が

「小学５年生」では、「公園」が 68.6％と２番目に

では、「塾や習い事」

「塾や習い事」の割合が

表中の※の項目は、高校 2年生相当のみが回答しています。

学校の友
達の家

学校以外
の友達の
家

322
47.4% 4.3%
135

19.6% 2.0%
41

9.9% 5.6%
498

27.9% 3.7%
24.2% 6.0%
25.4% 7.9%
26.6% 5.7%

学校の友
達の家

学校以外
の友達の
家

387
28.6% 4.2%

34
24.1% 2.1%

9
33.3% 7.4%

学校の友
達の家

学校以外
の友達の
家

42
25.9% 2.5%

80
30.4% 3.4%
236

28.5% 3.4%
115

26.7% 5.6%

あなたは、平日の放課後、どこで過ごしますか。

保護者小２・小５・中２
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【複数回答】  

％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が

％と２番目に

では、「塾や習い事」の割合が低くなっています。

「塾や習い事」の割合が低くなっています。

年生相当のみが回答しています。

学校以外
の友達の

塾や習い
事

学校（部
活など）

29 401
4.3% 59.1%
14 245

2.0% 35.6%
23 77

5.6% 18.6%
66 723

3.7% 40.6%
6.0% 30.2%
7.9% 42.1%
5.7% 35.9%

学校以外
の友達の

塾や習い
事

学校（部
活など）

57 570
4.2% 42.1%

3 44
2.1% 31.2%

2 6
7.4% 22.2%

学校以外
の友達の

塾や習い
事

学校（部
活など）

4 49
2.5% 30.2%

9 85
3.4% 32.3%
28 350

3.4% 42.3%
24 204

5.6% 47.4%

あなたは、平日の放課後、どこで過ごしますか。

保護者小２・小５・中２ 

 

％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が

％と２番目に多くなっています。

が低くなっています。

なっています。

年生相当のみが回答しています。

学校（部
活など）

スポーツク
ラブ・少年
団などの
活動の場

74 182
10.9% 26.8%
527

76.5% 11.8%
282

68.1% 7.5%
883 294

49.6% 16.5%
60.4% 21.9%
47.3% 18.4%
54.0% 17.1%

学校（部
活など）

スポーツク
ラブ・少年
団などの
活動の場

673 229
49.7% 16.9%

59
41.8% 8.5%

15
55.6% 22.2%

学校（部
活など）

スポーツク
ラブ・少年
団などの
活動の場

70
43.2% 9.3%
117

44.5% 17.1%
411 142

49.6% 17.1%
234

54.4% 17.9%

あなたは、平日の放課後、どこで過ごしますか。 

 保護者高２

％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が 49.6％、「塾や習い事」が

なっています。 

が低くなっています。 

なっています。 

年生相当のみが回答しています。） 

スポーツク
ラブ・少年
団などの
活動の場

※
アルバイト
先

公園

182 -
26.8% -

81 -
11.8% -

31 60
7.5% 14.5%
294 60

16.5% 14.5%
21.9% 15.0%
18.4% 10.9%
17.1% 16.2%

スポーツク
ラブ・少年
団などの
活動の場

※
アルバイト
先

公園

229 36
16.9% 2.7%

12 11
8.5% 7.8%

6 3
22.2% 11.1%

スポーツク
ラブ・少年
団などの
活動の場

※
アルバイト
先

公園

15 8
9.3% 4.9%
45 9

17.1% 3.4%
142 27

17.1% 3.3%
77 14

17.9% 3.3%

保護者高２ ） 

％、「塾や習い事」が

 

公園

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

466 83
68.6% 12.2%
123 41

17.9% 6.0%
30 47

7.2% 11.4%
619 171

34.7% 9.6%
17.5% 12.1%
30.5% 9.4%
27.8% 12.9%

公園

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

481 123
35.5% 9.1%

46 13
32.6% 9.2%

8
29.6% 11.1%

公園

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

57 17
35.2% 10.5%
113 25

43.0% 9.5%
294 80

35.5% 9.7%
120 40

27.9% 9.3%

 

％、「塾や習い事」が 40.6％

(単位：人、％)

図書館や
公民館な
ど、公共

ショッピン
グセン
ターなど

ゲームセ
ンターや
カラオケな
どの娯楽
施設

83 66
12.2% 9.7%

41 91
6.0% 13.2%
47 121

11.4% 29.2%
171 278
9.6% 15.6%

12.1% 19.3%
9.4% 20.9%

12.9% 17.2%

(単位：人、％)

図書館や
公民館な
ど、公共

ショッピン
グセン
ターなど

ゲームセ
ンターや
カラオケな
どの娯楽
施設

123 206
9.1% 15.2%
13 20

9.2% 14.2%
3 6

11.1% 22.2%

(単位：人、％)

図書館や
公民館な
ど、公共

ショッピン
グセン
ターなど

ゲームセ
ンターや
カラオケな
どの娯楽
施設

17 25
10.5% 15.4%

25 48
9.5% 18.3%
80 125

9.7% 15.1%
40 62

9.3% 14.4%

 

％

 

 

 

(単位：人、％)
ゲームセ
ンターや
カラオケな
どの娯楽
施設

17
2.5%
31

4.5%
102

24.6%
150
8.4%
8.1%
8.2%
4.3%

(単位：人、％)
ゲームセ
ンターや
カラオケな
どの娯楽
施設

116
8.6%
10

7.1%
4

14.8%

(単位：人、％)
ゲームセ
ンターや
カラオケな
どの娯楽
施設

12
7.4%
21

8.0%
69

8.3%
40

9.3%



 

(３) 

 使用できるもの（子ども部屋①

経済的に持てない

ており、旭川値と比較して低くなっています

「母子世帯」では

年収が低いほど、経済的に持てない割合

 

【経済的に持てない】

〔旭川値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたのご家庭では、お子さん用に以下のものがありますか。

 

（ 小５

 

 その他 

使用できるもの（子ども部屋

経済的に持てない

おり、旭川値と比較して低くなっています

「母子世帯」では

年収が低いほど、経済的に持てない割合

【経済的に持てない】

〔旭川値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

両親世帯

母子世帯

父子世帯

あなたのご家庭では、お子さん用に以下のものがありますか。

小５・中２ 

使用できるもの（子ども部屋

経済的に持てないでは、「子ども部屋」が

おり、旭川値と比較して低くなっています

「母子世帯」では、「子ども部屋」

年収が低いほど、経済的に持てない割合

【経済的に持てない】 

合計

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

732

680

691

2,103

合計

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

1,655

159

30

あなたのご家庭では、お子さん用に以下のものがありますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

使用できるもの（子ども部屋・パソコン

では、「子ども部屋」が

おり、旭川値と比較して低くなっています

、「子ども部屋」を経済的に持てない割合

年収が低いほど、経済的に持てない割合

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

子ども専
用の勉強
机

37
5.1% 3.0%
23

3.4% 2.5%
19

2.7% 1.0%
79

3.8% 2.2%
6.2% 3.1%

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

子ども専
用の勉強
机

49
3.0% 1.5%
19

11.9% 6.9%
1

3.3% 20.0%

あなたのご家庭では、お子さん用に以下のものがありますか。

保護者小２・小５・中２

49 

パソコン・机・

では、「子ども部屋」が 3.8％、「携帯電話やスマートフォン」が

おり、旭川値と比較して低くなっています。 

を経済的に持てない割合

年収が低いほど、経済的に持てない割合が高くなっています。

子ども専
用の勉強 自転車

22
3.0% 0.3%
17

2.5% 0.1%
7

1.0% 0.4%
46

2.2% 0.3%
3.1% 0.5%

子ども専
用の勉強 自転車

25
1.5% 0.3%
11

6.9% 0.6%
6

20.0% 0.0%

あなたのご家庭では、お子さん用に以下のものがありますか。

保護者小２・小５・中２ 

・自転車等）【複数回答】

％、「携帯電話やスマートフォン」が

を経済的に持てない割合が

なっています。

(単位：人、％)

携帯電話
やスマー
トフォン

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

2 31
0.3% 4.2%

1 25
0.1% 3.7%

3 20
0.4% 2.9%

6 76
0.3% 3.6%
0.5% 6.5%

(単位：人、％)

携帯電話
やスマー
トフォン

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

5 49
0.3% 3.0%

1 11
0.6% 6.9%

0 1
0.0% 3.3%

あなたのご家庭では、お子さん用に以下のものがありますか。

 保護者高２

【複数回答】

％、「携帯電話やスマートフォン」が

が高くなっています。

なっています。 

 

 

(単位：人、％)

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

8
1.1%

4
0.6%

1
0.1%
13

0.6%
1.3%

(単位：人、％)

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

7
0.4%

3
1.9%

0
0.0%

あなたのご家庭では、お子さん用に以下のものがありますか。 

保護者高２ ） 

【複数回答】 

％、「携帯電話やスマートフォン」が 3.6

なっています。 

 

3.6％となっ

 

 

％となっ
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(単位：人、％)

合計

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

子ども専
用の勉強
机

自転車
携帯電話
やスマー
トフォン

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

186 24 17 1 16 3
12.9% 9.1% 0.5% 8.6% 1.6%

344 18 14 2 27 5
5.2% 4.1% 0.6% 7.8% 1.5%

1,026 23 8 2 25 4
2.2% 0.8% 0.2% 2.4% 0.4%

443 8 2 0 3 0
1.8% 0.5% 0.0% 0.7% 0.0%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 子どもにしていること②

経済的にできないでは、「学習塾に通わせる」が

プに行く」が

「ひとり親世帯」

年収が低いほど、経済的にできない割合が

 

【経済的にできない】

 

〔旭川値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ あなたのご家庭では、お子さんに以下のことをしていますか。

 

（ 小５

 

子どもにしていること

経済的にできないでは、「学習塾に通わせる」が

プに行く」が 11.6

「ひとり親世帯」

年収が低いほど、経済的にできない割合が

【経済的にできない】

合計

〔旭川値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

あなたのご家庭では、お子さんに以下のことをしていますか。

小５・中２ 

子どもにしていること【複数回答】

経済的にできないでは、「学習塾に通わせる」が

11.6％、「習い事」が

「ひとり親世帯」では、経済的にできない割合が

年収が低いほど、経済的にできない割合が

【経済的にできない】 

合計
毎月おこ
づかいを
渡す

732

680

691

2,103

合計
毎月おこ
づかいを
渡す

1,655

159

30

合計
毎月おこ
づかいを
渡す

186

344

1,026

443

あなたのご家庭では、お子さんに以下のことをしていますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

【複数回答】

経済的にできないでは、「学習塾に通わせる」が

％、「習い事」が 10.5％となっています。

経済的にできない割合が

年収が低いほど、経済的にできない割合が

毎月おこ
づかいを
渡す

毎年新し
い洋服・
靴を買う

29
4.0% 2.2%
39

5.7% 3.4%
43

6.2% 2.9%
111
5.3% 2.8%

11.2% 5.6%

毎月おこ
づかいを
渡す

毎年新し
い洋服・
靴を買う

60
3.6% 2.3%
34

21.4% 8.8%
3

10.0% 0.0%

毎月おこ
づかいを
渡す

毎年新し
い洋服・
靴を買う

40
21.5% 9.1%

31
9.0% 6.1%
35

3.4% 1.9%
2

0.5% 0.0%

あなたのご家庭では、お子さんに以下のことをしていますか。

保護者小２・小５・中２

51 

【複数回答】 

経済的にできないでは、「学習塾に通わせる」が 18.4

％となっています。

経済的にできない割合が高くなっています。

年収が低いほど、経済的にできない割合が高くなっています。

毎年新し
い洋服・
靴を買う

習い事
（音楽・ス
ポーツ・習
字等）に
通わせる

16 80
2.2% 10.9%
23 55

3.4% 8.1%
20 86

2.9% 12.4%
59 221

2.8% 10.5%
5.6% 17.1%

毎年新し
い洋服・
靴を買う

習い事
（音楽・ス
ポーツ・習
字等）に
通わせる

38 133
2.3% 8.0%
14 52

8.8% 32.7%
0 8

0.0% 26.7%

毎年新し
い洋服・
靴を買う

習い事
（音楽・ス
ポーツ・習
字等）に
通わせる

17 67
9.1% 36.0%
21 62

6.1% 18.0%
20 75

1.9% 7.3%
0 4

0.0% 0.9%

あなたのご家庭では、お子さんに以下のことをしていますか。

保護者小２・小５・中２ 

18.4％と最も多く、次いで「家族旅行やキャン

％となっています。 

高くなっています。

高くなっています。

ポーツ・習

学習塾に
通わせる
（家庭教
師も含む）

誕生日の
お祝いを
する

80 135
10.9% 18.4%

55 128
8.1% 18.8%
86 125

12.4% 18.1%
221 388

10.5% 18.4%
17.1% 26.5%

ポーツ・習

学習塾に
通わせる
（家庭教
師も含む）

誕生日の
お祝いを
する

133 262
8.0% 15.8%
52 70

32.7% 44.0%
8 11

26.7% 36.7%

ポーツ・習

学習塾に
通わせる
（家庭教
師も含む）

誕生日の
お祝いを
する

67 83
36.0% 44.6%

62 111
18.0% 32.3%

75 164
7.3% 16.0%

4 12
0.9% 2.7%

あなたのご家庭では、お子さんに以下のことをしていますか。

 保護者高２

％と最も多く、次いで「家族旅行やキャン

高くなっています。 

高くなっています。 

誕生日の
お祝いを
する

家族旅行
やキャン
プに行く

2
0.3% 10.2%

3
0.4%

7
1.0% 14.6%
12

0.6% 11.6%
0.7% 14.7%

誕生日の
お祝いを
する

家族旅行
やキャン
プに行く

8
0.5%

4
2.5% 37.7%

0
0.0% 23.3%

誕生日の
お祝いを
する

家族旅行
やキャン
プに行く

5
2.7% 37.1%

5
1.5% 18.9%

2
0.2%

0
0.0%

あなたのご家庭では、お子さんに以下のことをしていますか。 

保護者高２ ） 

％と最も多く、次いで「家族旅行やキャン

(単位：人、％)

家族旅行
やキャン
プに行く

クリスマス
のプレゼ
ントや正
月のお年
玉を渡す

75
10.2% 0.5%

67
9.9% 1.2%
101

14.6% 2.5%
243

11.6% 1.4%
14.7% 1.8%

(単位：人、％)

家族旅行
やキャン
プに行く

クリスマス
のプレゼ
ントや正
月のお年
玉を渡す

149
9.0% 1.1%
60

37.7% 5.0%
7

23.3% 0.0%

(単位：人、％)

家族旅行
やキャン
プに行く

クリスマス
のプレゼ
ントや正
月のお年
玉を渡す

69
37.1% 6.5%

65
18.9% 2.0%

82
8.0% 0.9%
13

2.9% 0.0%

 

％と最も多く、次いで「家族旅行やキャン

 

 

 

(単位：人、％)
クリスマス
のプレゼ
ントや正
月のお年
玉を渡す

4
0.5%

8
1.2%
17

2.5%
29

1.4%
1.8%

(単位：人、％)
クリスマス
のプレゼ
ントや正
月のお年
玉を渡す

19
1.1%

8
5.0%

0
0.0%

(単位：人、％)
クリスマス
のプレゼ
ントや正
月のお年
玉を渡す

12
6.5%

7
2.0%

9
0.9%

0
0.0%

 

％と最も多く、次いで「家族旅行やキャン



 

 持って③

道内他自治体調査

「ひとり親

ており、

年収が低

では大きな差はみられません。

 

【ないけどほしい】

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたが自分で使うことができるものがありますか。

 

（ 小５・中２

 

持っていないけ

道内他自治体調査

「ひとり親世帯」

ており、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

年収が低いほど

では大きな差はみられません。

【ないけどほしい】 

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

あなたが自分で使うことができるものがありますか。

小５・中２ 

ないけれどほしいもの

道内他自治体調査と比較して低くなっています。

世帯」では、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」以外の項目

「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

ほど、割合が高くなる傾向にありますが、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

では大きな差はみられません。

 

合計

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

679

689

1,368

合計

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

1,039

111

19

あなたが自分で使うことができるものがありますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

どほしいもの【複数回答】

と比較して低くなっています。

では、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」以外の項目

「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

割合が高くなる傾向にありますが、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

では大きな差はみられません。 

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

インター
ネットにつ
ながるパ
ソコン（家
族と一緒
に使って
いる場合
を含む）

67
9.9% 23.9%
40

5.8% 16.5%
107
7.8% 20.2%
9.1% 24.6%
9.8% 23.9%
8.8% 26.0%
9.3% 24.4%

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

インター
ネットにつ
ながるパ
ソコン（家
族と一緒
に使って
いる場合
を含む）

70
6.7% 19.4%
13

11.7% 27.9%
3

15.8% 31.6%

あなたが自分で使うことができるものがありますか。

保護者小２・小５・中２

52 

【複数回答】 

と比較して低くなっています。 

では、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」以外の項目

「自分専用の携帯電話・スマートフォン」の割合は低くなってい

割合が高くなる傾向にありますが、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

インター
ネットにつ
ながるパ
ソコン（家
族と一緒
に使って
いる場合
を含む）

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

162 33
23.9% 4.9%
114 22

16.5% 3.2%
276 55

20.2% 4.0%
24.6% -
23.9% -
26.0% -
24.4% -

インター
ネットにつ
ながるパ
ソコン（家
族と一緒
に使って
いる場合
を含む）

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

202 45
19.4% 4.3%

31 5
27.9% 4.5%

6 2
31.6% 10.5%

あなたが自分で使うことができるものがありますか。

保護者小２・小５・中２ 

 

 

では、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」以外の項目

の割合は低くなってい

割合が高くなる傾向にありますが、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

（家族と一
自分専用
の勉強机

自分専用
の自転車

33 44
4.9% 6.5%
22 12

3.2% 1.7%
55 56

4.0% 4.1%
- 4.1%
- 5.5%
- 4.2%
- 4.6%

（家族と一
自分専用
の勉強机

自分専用
の自転車

45 41
4.3% 3.9%

5 6
4.5% 5.4%

2 2
10.5% 10.5%

あなたが自分で使うことができるものがありますか。 

 保護者高２

では、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」以外の項目

の割合は低くなっています。

割合が高くなる傾向にありますが、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

自分専用
の自転車

自分専用
の携帯電
話・スマー
トフォン

10
1.5%
17

2.5%
27

2.0%
2.9%
4.1%
1.0%
3.5%

自分専用
の自転車

自分専用
の携帯電
話・スマー
トフォン

15
1.4%

7
6.3%

1
5.3%

保護者高２ ） 

では、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」以外の項目の割合が

ます。 

割合が高くなる傾向にありますが、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

(単位：人、％)

自分専用
の携帯電
話・スマー
トフォン

友達と遊
びに行く
ためのお
こづかい

279 140
41.1% 20.6%
163 100

23.7% 14.5%
442 240

32.3% 17.5%
35.6% 20.1%
34.0% 19.7%
38.9% 22.0%
37.6% 17.5%

(単位：人、％)

自分専用
の携帯電
話・スマー
トフォン

友達と遊
びに行く
ためのお
こづかい

359 173
34.6% 16.7%

23
20.7% 27.0%

4
21.1% 15.8%

 

の割合が高くなっ

割合が高くなる傾向にありますが、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」

(単位：人、％)

友達と遊
びに行く
ためのお
こづかい

２足以上
のサイズ
の合った
靴

140 38
20.6% 5.6%
100 24

14.5% 3.5%
240 62

17.5% 4.5%
20.1% -
19.7% -
22.0% -
17.5% -

(単位：人、％)

友達と遊
びに行く
ためのお
こづかい

２足以上
のサイズ
の合った
靴

173 51
16.7% 4.9%

30 6
27.0% 5.4%

3 0
15.8% 0.0%

 

高くなっ

割合が高くなる傾向にありますが、「自分専用の携帯電話・スマートフォン」
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(単位：人、％)

合計

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

インター
ネットにつ
ながるパ
ソコン（家
族と一緒
に使って
いる場合
を含む）

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含
む）

自分専用
の勉強机

自分専用
の自転車

自分専用
の携帯電
話・スマー
トフォン

友達と遊
びに行く
ためのお
こづかい

２足以上
のサイズ
の合った
靴

126 18 36 7 11 11 37 34 6
14.3% 28.6% 5.6% 8.7% 8.7% 29.4% 27.0% 4.8%

208 21 48 12 12 5 70 46 16
10.1% 23.1% 5.8% 5.8% 2.4% 33.7% 22.1% 7.7%

652 41 126 18 23 10 219 111 30
6.3% 19.3% 2.8% 3.5% 1.5% 33.6% 17.0% 4.6%

297 20 47 15 7 0 96 34 9
6.7% 15.8% 5.1% 2.4% 0.0% 32.3% 11.4% 3.0%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

４. 

・ 「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

５割となっています。

・ 「世帯年収」は、

り、「母子世帯」では６割強が

(１) 

 母親の働き方①

「パート・アルバイト」が

「母子世帯」

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

中学2年生

高校2年生相当

小学2年生

小学5年生

合計

両親世帯

母子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 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

 

 保護者の就労状況

「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

５割となっています。

「世帯年収」は、

り、「母子世帯」では６割強が

 ⺟親の就労状況について

母親の働き方

「パート・アルバイト」が

「母子世帯」の４割以上が、

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

中学2年生

高校2年生相当

小学2年生

小学5年生

合計

両親世帯

母子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

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 

保護者の就労状況 

「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

５割となっています。 

「世帯年収」は、500 万円以上

り、「母子世帯」では６割強が

⺟親の就労状況について

母親の働き方 

「パート・アルバイト」が

の４割以上が、

合計
正規の職
員・従業
員

718 129
100.0% 18.0%

666 116
100.0% 17.4%

675 139
100.0% 20.6%

410 85
100.0% 20.7%
2,469 469

100.0% 19.0%
100.0% 21.4%
100.0% 18.4%
100.0% 23.0%
100.0% 24.4%

合計
正規の職
員・従業
員

1,975 317
100.0% 16.1%

189 71
100.0% 37.6%

合計
正規の職
員・従業
員

214 38
100.0% 17.8%

387 51
100.0% 13.2%
1,186 160

100.0% 13.5%
567 206

100.0% 36.3%

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。

 高２ 保護者小２・小５・中２

 

「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

 

万円以上がと

り、「母子世帯」では６割強が 250 万円未満となっています。

⺟親の就労状況について 

「パート・アルバイト」が 48.4％であり、

の４割以上が、「パート・

正規の職
員・従業

パート・ア
ルバイト

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

129 316
18.0% 44.0%
116 338

17.4% 50.8%
139 341

20.6% 50.5%
85 199

20.7% 48.5%
469 1,194

19.0% 48.4%
21.4% 43.8%
18.4% 36.0%
23.0% 45.4%
24.4% 40.5%

正規の職
員・従業

パート・ア
ルバイト

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

317 1,017
16.1% 51.5%

71 57
37.6% 30.2%

正規の職
員・従業

パート・ア
ルバイト

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

38 95
17.8% 44.4%

51 191
13.2% 49.4%
160 659

13.5% 55.6%
206 197

36.3% 34.7%

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。

保護者小２・小５・中２
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「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

がと約５割なっている一方、

250 万円未満となっています。

％であり、道内他自治体調査

・派遣社員など

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

37
5.2% 0.4%
32

4.8% 0.3%
42

6.2% 0.4%
28

6.8% 0.5%
139
5.6% 0.4%
5.7% 0.8%
5.3% 0.6%
5.8% 1.2%
5.2% 1.1%

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

99
5.0% 0.4%
19

10.1% 1.1%

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

22
10.3% 0.5%

27
7.0% 0.3%
64

5.4% 0.1%
23

4.1% 1.2%

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。

保護者小２・小５・中２ 

「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

なっている一方、

万円未満となっています。

道内他自治体調査と比較して高くなっています。

など」となっています

会社・団
体等の役 自営 内職

3 32
0.4% 4.5%

2 27
0.3% 4.1%

3 21
0.4% 3.1%

2 12
0.5% 2.9%
10 92

0.4% 3.7%
0.8% 6.5%
0.6% 3.0%
1.2% 3.8%
1.1% 4.5%

会社・団
体等の役 自営 内職

8 70
0.4% 3.5%

2 5
1.1% 2.6%

会社・団
体等の役 自営 内職

1 12
0.5% 5.6%

1 21
0.3% 5.4%

1 28
0.1% 2.4%

7 25
1.2% 4.4%

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。

 保護者高２

「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

なっている一方、250 万円未満が

万円未満となっています。 

と比較して高くなっています。

となっています。 

内職 その他

8
1.1%

5
0.8%

2
0.3%

3
0.7%
18

0.7%
0.4%
0.9%
0.5%
0.2%

内職 その他

17
0.9%

0
0.0%

内職 その他

2
0.9%

1
0.3%
12

1.0%
3

0.5%

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。

保護者高２ ） 

「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

万円未満が１割弱となって

と比較して高くなっています。

 

その他
働いてい
ない

7 178
1.0% 24.8%

9 128
1.4% 19.2%

9 102
1.3% 15.1%

4 72
1.0% 17.6%
29 480

1.2% 19.4%
0.9% 18.5%
1.2% 32.5%
1.0% 18.1%
1.1% 21.9%

その他
働いてい
ない

21 414
1.1% 21.0%

4 24
2.1% 12.7%

その他
働いてい
ない

6 32
2.8% 15.0%

3 83
0.8% 21.4%
10 241

0.8% 20.3%
5 101

0.9% 17.8%

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。 

「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

１割弱となってお

 

と比較して高くなっています。 

(単位：人、％)

わからな
い

無回答

178 0
24.8% 0.0%
128 0

19.2% 0.0%
102 0

15.1% 0.0%
72 0

17.6% 0.0%
480 0

19.4% 0.0%
18.5% 0.1%
32.5% 0.1%
18.1% 0.1%
21.9% 0.2%

(単位：人、％)

わからな
い

無回答

414 0
21.0% 0.0%

24 0
12.7% 0.0%

(単位：人、％)

わからな
い

無回答

32 0
15.0% 0.0%

83 0
21.4% 0.0%
241 0

20.3% 0.0%
101 0

17.8% 0.0%

「母親」の就労状況は、約８割が何らかの就労をしており、正社員が約２割、パート等が約

お

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

8
1.1%

9
1.4%
16

2.4%
5

1.2%
38

1.5%
1.8%
1.9%
0.9%
0.9%

(単位：人、％)

無回答

12
0.6%

7
3.7%

(単位：人、％)

無回答

6
2.8%

9
2.3%
11

0.9%
0

0.0%
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【母親の就労状況×お子さんについての悩み】 

 

【母親の就労状況×母親の最終学歴】 

 

【母親の就労状況×保護者の進路希望（小学 5年生、中学 2年生）】 

 

【母親の就労状況×保護者の進路希望（高校 2年生相当）】 

 

 

  

(単位：人、％)

合計

子どもとの
だんらん
や話し合
いの時間
がもてな
い

親子関係
子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達

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

子どもの
いじめ

子どもの
非行や不
良行為

子どもの
就職

その他
悩みはな
い

無回答

469 83 31 24 41 18 60 206 18 9 3 24 22 156 4
17.7% 6.6% 5.1% 8.7% 3.8% 12.8% 43.9% 3.8% 1.9% 0.6% 5.1% 4.7% 33.3% 0.9%

1,194 79 75 63 85 34 188 535 18 22 7 65 82 435 21
6.6% 6.3% 5.3% 7.1% 2.8% 15.7% 44.8% 1.5% 1.8% 0.6% 5.4% 6.9% 36.4% 1.8%

139 21 13 5 13 4 20 66 4 1 2 13 9 42 3
15.1% 9.4% 3.6% 9.4% 2.9% 14.4% 47.5% 2.9% 0.7% 1.4% 9.4% 6.5% 30.2% 2.2%

10 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 0
10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

92 9 1 4 8 2 15 45 0 2 1 4 5 31 2
9.8% 1.1% 4.3% 8.7% 2.2% 16.3% 48.9% 0.0% 2.2% 1.1% 4.3% 5.4% 33.7% 2.2%

母
親
の
就
労
状
況

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

(単位：人、％)

合計 中学卒業 高校卒業
短大・高
専・専門
学校卒業

大学卒業
以上

その他 無回答

469 10 110 256 80 1 12
100.0% 2.1% 23.5% 54.6% 17.1% 0.2% 2.6%
1,194 33 453 552 137 1 18

100.0% 2.8% 37.9% 46.2% 11.5% 0.1% 1.5%
139 3 48 60 25 0 3

100.0% 2.2% 34.5% 43.2% 18.0% 0.0% 2.2%
10 0 3 7 0 0 0

100.0% 0.0% 30.0% 70.0% 0.0% 0.0% 0.0%
92 2 23 38 28 1 0

100.0% 2.2% 25.0% 41.3% 30.4% 1.1% 0.0%

母
親
の
就
労
状
況

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

(単位：人、％)

合計 中学 高校

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校

大学また
はそれ以
上

わからな
い

その他 無回答

384 0 20 78 257 21 8 0
100.0% 0.0% 5.2% 20.3% 66.9% 5.5% 2.1% 0.0%

995 1 112 255 532 84 11 0
100.0% 0.1% 11.3% 25.6% 53.5% 8.4% 1.1% 0.0%

111 0 9 29 68 5 0 0
100.0% 0.0% 8.1% 26.1% 61.3% 4.5% 0.0% 0.0%

8 0 0 3 5 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 37.5% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0%

80 0 10 12 52 5 1 0
100.0% 0.0% 12.5% 15.0% 65.0% 6.3% 1.3% 0.0%

母
親
の
就
労
状
況

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

(単位：人、％)

合計 就職
短期大学
進学

専門学校
進学

四年制大
学進学

まだわか
らない

その他 無回答

85 1 1 12 51 17 1 2
100.0% 1.2% 1.2% 14.1% 60.0% 20.0% 1.2% 2.4%

199 13 3 16 114 48 3 2
100.0% 6.5% 1.5% 8.0% 57.3% 24.1% 1.5% 1.0%

28 0 0 5 16 5 0 2
100.0% 0.0% 0.0% 17.9% 57.1% 17.9% 0.0% 7.1%

2 1 0 0 1 0 0 0
100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12 2 1 0 7 2 0 0
100.0% 16.7% 8.3% 0.0% 58.3% 16.7% 0.0% 0.0%

母
親
の
就
労
状
況

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



 

 母親の早朝、夜勤等の②

「土曜勤務」が

となっています。

「当てはまる勤務はない」は

す。 

  

 

 

両親世帯

母子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 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。

 

（ 小５

 

母親の早朝、夜勤等の

「土曜勤務」が

となっています。

「当てはまる勤務はない」は

 

合計

両親世帯

母子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

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。

小５・中２ 

母親の早朝、夜勤等の状況

「土曜勤務」が 49.5％と最も多く、次いで「日曜・祝日勤務」が

となっています。 

「当てはまる勤務はない」は

 

合計
早朝勤務
（朝5～8
時）

1,549

158

合計
早朝勤務
（朝５～８
時）

176

295

934

466

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。

 高２ 保護者小２・小５・中２

状況【複数回答】

％と最も多く、次いで「日曜・祝日勤務」が

「当てはまる勤務はない」は 38.1%となって

早朝勤務
（朝5～8
時）

夜間勤務
（夜8～10
時）

175
11.3% 9.5%

19
12.0% 22.8%

早朝勤務
（朝５～８
時）

夜間勤務
（夜８～10
時）

22
12.5% 17.0%

29
9.8% 10.2%
99

10.6% 8.6%
82

17.6% 13.9%

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。

保護者小２・小５・中２

56 

【複数回答】 

％と最も多く、次いで「日曜・祝日勤務」が

となっており、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

夜間勤務
（夜8～10

深夜勤務
（夜10～
朝5時）

147 122
9.5% 7.9%
36 19

22.8% 12.0%

夜間勤務
（夜８～10

深夜勤務
（夜10～
朝５時）

30 17
17.0% 9.7%

30 24
10.2% 8.1%

80 64
8.6% 6.9%
65 51

13.9% 10.9%

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。

保護者小２・小５・中２ 

％と最も多く、次いで「日曜・祝日勤務」が

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

深夜勤務
土曜勤務

日曜・祝
日勤務

122 750
7.9% 48.4%
19 95

12.0% 60.1%

深夜勤務
土曜勤務

日曜・祝
日勤務

17 93
9.7% 52.8%
24 145

8.1% 49.2%
64 464

6.9% 49.7%
51 226

10.9% 48.5%

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。

 保護者高２

％と最も多く、次いで「日曜・祝日勤務」が 33.3％、「早朝勤務」が

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

日曜・祝
日勤務

あてはま
る勤務は
ない

506
32.7% 38.8%

64
40.5% 28.5%

日曜・祝
日勤務

あてはま
る勤務は
ない

70
39.8%
105

35.6%
306

32.8%
148

31.8%

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。 

保護者高２ ） 

％、「早朝勤務」が

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

(単位：人、％)
あてはま
る勤務は
ない

わからな
い

601
38.8% 0.5%

45
28.5% 0.0%

(単位：人、％)
あてはま
る勤務は
ない

わからな
い

57
32.4% 1.1%

99
33.6% 0.3%
361

38.7% 0.2%
195

41.8% 0.6%

 

％、「早朝勤務」が 12.2％

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

(単位：人、％)

わからな
無回答

7 71
0.5% 4.6%

0 5
0.0% 3.2%

(単位：人、％)

わからな
無回答

2 8
1.1% 4.5%

1 12
0.3% 4.1%

2 43
0.2% 4.6%

3 14
0.6% 3.0%

 

％

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

 

 

 



 

(２) 

 父親の働き方①

「正規の職員・従業員」が

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 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

 

 父親の就労状況について

父親の働き方

「正規の職員・従業員」が

 

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

父子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

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 

父親の就労状況について

父親の働き方 

「正規の職員・従業員」が 80.2

  

合計
正規の職
員・従業
員

674 562
100.0% 83.4%

602 478
100.0% 79.4%

609 477
100.0% 78.3%

380 300
100.0% 78.9%
2,265 1,817

100.0% 80.2%
100.0% 73.5%
100.0% 79.9%
100.0% 75.7%
100.0% 74.7%

合計
正規の職
員・従業
員

1,975 1,637
100.0% 82.9%

38 25
100.0% 65.8%

合計
正規の職
員・従業
員

67 20
100.0% 29.9%

345 247
100.0% 71.6%
1,173 1,015

100.0% 86.5%
575 475

100.0% 82.6%

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。

 高２ 保護者小２・小５・中２

父親の就労状況について 

80.2％となっており

正規の職
員・従業

パート・ア
ルバイト

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

562 5
83.4% 0.7%
478 6

79.4% 1.0%
477 4

78.3% 0.7%
300 2

78.9% 0.5%
1,817 17
80.2% 0.8%
73.5% 0.9%
79.9% 1.0%
75.7% 1.3%
74.7% 1.2%

正規の職
員・従業

パート・ア
ルバイト

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

1,637 13
82.9% 0.7%

25 0
65.8% 0.0%

正規の職
員・従業

パート・ア
ルバイト

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

20 7
29.9% 10.4%
247 6

71.6% 1.7%
1,015 2
86.5% 0.2%
475 2

82.6% 0.3%

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。

保護者小２・小５・中２
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となっており、道内他自治体調査と比較して

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

5
0.7% 4.2%
12

2.0% 4.8%
8

1.3% 7.1%
7

1.8% 7.1%
32 127

1.4% 5.6%
2.7% 5.4%
2.4% 4.7%
1.8% 6.3%
2.9% 5.6%

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

26 104
1.3% 5.3%

0
0.0% 13.2%

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

2
3.0% 4.5%
14

4.1% 4.3%
11

0.9% 5.1%
5

0.9% 7.3%

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。

保護者小２・小５・中２ 

道内他自治体調査と比較して

会社・団
体等の役 自営 内職

28 60
4.2% 8.9%
29 63

4.8% 10.5%
43 61

7.1% 10.0%
27 35

7.1% 9.2%
127 219
5.6% 9.7%
5.4% 12.8%
4.7% 7.9%
6.3% 9.7%
5.6% 11.9%

会社・団
体等の役 自営 内職

104 169
5.3% 8.6%

5 2
13.2% 5.3%

会社・団
体等の役 自営 内職

3 23
4.5% 34.3%
15 54

4.3% 15.7%
60 72

5.1% 6.1%
42 46

7.3% 8.0%

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。

 保護者高２

道内他自治体調査と比較して

内職 その他

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

1
0.3%

1
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

内職 その他

1
0.1%

0
0.0%

内職 その他

0
0.0%

1
0.3%

0
0.0%

0
0.0%

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。

保護者高２ ） 

道内他自治体調査と比較して高くなって

その他
働いてい
ない

4 2
0.6% 0.3%

4 2
0.7% 0.3%

3 4
0.5% 0.7%

2 2
0.5% 0.5%
13 10

0.6% 0.4%
0.8% 0.7%
0.5% 0.8%
1.0% 0.9%
0.5% 1.1%

その他
働いてい
ない

6 6
0.3% 0.3%

3 2
7.9% 5.3%

その他
働いてい
ない

2 6
3.0% 9.0%

3 1
0.9% 0.3%

5 1
0.4% 0.1%

2 0
0.3% 0.0%

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。 

 

高くなっています。

(単位：人、％)

わからな
い

無回答

2 0
0.3% 0.0%

2 1
0.3% 0.2%

4 0
0.7% 0.0%

2 1
0.5% 0.3%
10 2

0.4% 0.1%
0.7% 0.2%
0.8% 0.1%
0.9% 0.2%
1.1% 0.2%

(単位：人、％)

わからな
い

無回答

6 0
0.3% 0.0%

2 0
5.3% 0.0%

(単位：人、％)

わからな
い

無回答

6 1
9.0% 1.5%

1 0
0.3% 0.0%

1 0
0.1% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

 

います。 

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

8
1.2%

7
1.2%

9
1.5%

3
0.8%
27

1.2%
3.0%
2.6%
3.2%
1.9%

(単位：人、％)

無回答

13
0.7%

1
2.6%

(単位：人、％)

無回答

3
4.5%

4
1.2%

7
0.6%

3
0.5%
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【父親の就労状況×お子さんについての悩み】 

 

【父親の就労状況×母親の最終学歴】 

 

【父親の就労状況×保護者の進路希望（小学 5年生、中学 2年生）】 

 

【父親の就労状況×保護者の進路希望（高校 2年生相当）】 

 

 

  

(単位：人、％)

合計

子どもとの
だんらん
や話し合
いの時間
がもてな
い

親子関係
子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達

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

子どもの
いじめ

子どもの
非行や不
良行為

子どもの
就職

その他
悩みはな
い

無回答

1,817 132 110 99 150 49 262 780 35 28 14 79 107 675 29
7.3% 6.1% 5.4% 8.3% 2.7% 14.4% 42.9% 1.9% 1.5% 0.8% 4.3% 5.9% 37.1% 1.6%

17 0 5 1 3 0 5 9 0 1 0 1 0 1 0
0.0% 29.4% 5.9% 17.6% 0.0% 29.4% 52.9% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0%

32 1 0 0 3 3 2 11 2 0 0 4 5 10 0
3.1% 0.0% 0.0% 9.4% 9.4% 6.3% 34.4% 6.3% 0.0% 0.0% 12.5% 15.6% 31.3% 0.0%

127 11 10 9 9 4 20 55 5 2 0 6 16 47 1
8.7% 7.9% 7.1% 7.1% 3.1% 15.7% 43.3% 3.9% 1.6% 0.0% 4.7% 12.6% 37.0% 0.8%

219 24 9 12 12 1 35 92 5 1 1 8 18 85 7
11.0% 4.1% 5.5% 5.5% 0.5% 16.0% 42.0% 2.3% 0.5% 0.5% 3.7% 8.2% 38.8% 3.2%

父
親
の
就
労
状
況

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

(単位：人、％)

合計 中学卒業 高校卒業
短大・高
専・専門
学校卒業

大学卒業
以上

その他 無回答

1,783 41 591 864 257 1 29
100.0% 2.3% 33.1% 48.5% 14.4% 0.1% 1.6%

16 1 6 9 0 0 0
100.0% 6.3% 37.5% 56.3% 0.0% 0.0% 0.0%

32 1 6 14 8 0 3
100.0% 3.1% 18.8% 43.8% 25.0% 0.0% 9.4%

121 4 50 53 10 2 2
100.0% 3.3% 41.3% 43.8% 8.3% 1.7% 1.7%

212 12 62 101 29 2 6
100.0% 5.7% 29.2% 47.6% 13.7% 0.9% 2.8%

父
親
の
就
労
状
況

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

(単位：人、％)

合計 中学 高校

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校

大学また
はそれ以
上

わからな
い

その他 無回答

1,517 1 129 331 923 109 23 1
100.0% 0.1% 8.5% 21.8% 60.8% 7.2% 1.5% 0.1%

15 0 2 4 8 1 0 0
100.0% 0.0% 13.3% 26.7% 53.3% 6.7% 0.0% 0.0%

25 0 3 2 17 2 1 0
100.0% 0.0% 12.0% 8.0% 68.0% 8.0% 4.0% 0.0%

100 0 12 26 54 7 1 0
100.0% 0.0% 12.0% 26.0% 54.0% 7.0% 1.0% 0.0%

184 0 22 44 104 13 1 0
100.0% 0.0% 12.0% 23.9% 56.5% 7.1% 0.5% 0.0%

父
親
の
就
労
状
況

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

(単位：人、％)

合計 就職
短期大学
進学

専門学校
進学

四年制大
学進学

まだわか
らない

その他 無回答

300 17 3 30 180 62 5 3
100.0% 5.7% 1.0% 10.0% 60.0% 20.7% 1.7% 1.0%

2 0 0 0 1 1 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

7 1 0 1 3 2 0 0
100.0% 14.3% 0.0% 14.3% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0%

27 3 1 1 15 6 1 0
100.0% 11.1% 3.7% 3.7% 55.6% 22.2% 3.7% 0.0%

35 2 2 1 17 11 1 1
100.0% 5.7% 5.7% 2.9% 48.6% 31.4% 2.9% 2.9%

父
親
の
就
労
状
況

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



 

 父親の早朝、夜勤等の②

「土曜勤務」が

となっています。

「当てはまる勤務はない」は

す。 

 

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 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。

 

（ 小５

 

父親の早朝、夜勤等の

「土曜勤務」が

となっています。

「当てはまる勤務はない」は

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

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。

小５・中２ 

父親の早朝、夜勤等の状況

「土曜勤務」が 66.7％と最も多く、次いで「日曜・祝日出勤」が

となっています。 

「当てはまる勤務はない」は

 

合計
早朝勤務
（朝5～8
時）

669

597

608

377

2,251

合計
早朝勤務
（朝5～8
時）

1,956

35

合計
早朝勤務
（朝５～８
時）

57

340

1,165

572

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。

 高２ 保護者小２・小５・中２

状況【複数回答】

％と最も多く、次いで「日曜・祝日出勤」が

「当てはまる勤務はない」は 21.2%となって

早朝勤務
（朝5～8
時）

夜間勤務
（夜8～10
時）

199
29.7%
175

29.3%
170

28.0%
71

18.8%
615

27.3%
38.2%
31.2%
25.3%
25.7%

早朝勤務
（朝5～8
時）

夜間勤務
（夜8～10
時）

519
26.5%

10
28.6%

早朝勤務
（朝５～８
時）

夜間勤務
（夜８～10
時）

12
21.1%
106

31.2%
325

27.9%
142

24.8%

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。

保護者小２・小５・中２
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【複数回答】 

％と最も多く、次いで「日曜・祝日出勤」が

となっており、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

夜間勤務
（夜8～10

深夜勤務
（夜10～
朝5時）

267
39.9% 25.3%
247

41.4% 22.8%
210

34.5% 22.2%
97

25.7% 18.8%
821

36.5% 22.7%
30.0% 18.7%
38.7% 23.7%
26.4% 18.5%
26.9% 18.7%

夜間勤務
（夜8～10

深夜勤務
（夜10～
朝5時）

715
36.6% 22.6%

7
20.0% 22.9%

夜間勤務
（夜８～10

深夜勤務
（夜10～
朝５時）

20
35.1% 17.5%
111

32.6% 23.5%
458

39.3% 23.9%
194

33.9% 19.6%

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。

保護者小２・小５・中２ 

％と最も多く、次いで「日曜・祝日出勤」が

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

深夜勤務
（夜10～
朝5時）

土曜勤務

169 466
25.3% 69.7%
136 416

22.8% 69.7%
135 390

22.2% 64.1%
71 222

18.8% 58.9%
511 1,494

22.7% 66.4%
18.7% 69.4%
23.7% 67.0%
18.5% 65.1%
18.7% 65.7%

深夜勤務
（夜10～
朝5時）

土曜勤務

442 1,308
22.6% 66.9%

8 20
22.9% 57.1%

深夜勤務
（夜10～
朝５時）

土曜勤務

10 44
17.5% 77.2%

80 261
23.5% 76.8%
279 779

23.9% 66.9%
112 343

19.6% 60.0%

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。

 保護者高２

％と最も多く、次いで「日曜・祝日出勤」が 50.9％、「夜間勤務」が

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

土曜勤務
日曜・祝
日勤務

あてはま
る勤務は
ない

466 361
69.7% 54.0%
416 304

69.7% 50.9%
390 298

64.1% 49.0%
222 177

58.9% 46.9%
1,494 1,140
66.4% 50.6%
69.4% 55.7%
67.0% 52.3%
65.1% 52.1%
65.7% 51.8%

土曜勤務
日曜・祝
日勤務

あてはま
る勤務は
ない

1,308 992
66.9% 50.7%

20 14
57.1% 40.0%

土曜勤務
日曜・祝
日勤務

あてはま
る勤務は
ない

44 39
77.2% 68.4%
261 173

76.8% 50.9%
779 613

66.9% 52.6%
343 266

60.0% 46.5%

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。 

保護者高２ ） 

％、「夜間勤務」が

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

あてはま
る勤務は
ない

わからな
い

116
17.3%
114

19.1%
135

22.2%
109

28.9%
474

21.1%
15.1%
17.3%
15.3%
17.6%

あてはま
る勤務は
ない

わからな
い

418
21.4%

7
20.0%

あてはま
る勤務は
ない

わからな
い

4
7.0%
47

13.8%
243

20.9%
162

28.3%

 

％、「夜間勤務」が 36.7％

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

(単位：人、％)

わからな
無回答

4
0.6%

2
0.3%

7
1.2%

7
1.9%
20

0.9%
0.8%
0.9%
1.2%

-

(単位：人、％)

わからな
無回答

10
0.5%

2
5.7%

(単位：人、％)

わからな
無回答

0
0.0%

2
0.6%

5
0.4%

3
0.5%

 

％

おり、道内他自治体調査と比較して高くなっていま

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

14
2.1%
16

2.7%
27

4.4%
10

2.7%
67

3.0%
-
-
-
-

(単位：人、％)

無回答

56
2.9%

1
2.9%

(単位：人、％)

無回答

2
3.5%

5
1.5%
30

2.6%
19

3.3%



 

(３) 

 家族の年収①

「500

500 万円未満」が

「母子世帯」

 

 

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

保護者　全 体

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたのご家庭の世帯年収（税込・手当年金等を含む）はどのくらいですか。

 

（ 小５

 

 家族の年収について

家族の年収 

500～700 万円未満」が

万円未満」が

「母子世帯」では、

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

保護者　全 体 (n= 2523)

両親世帯 (n= 1975)

母子世帯 (n= 189)

父子世帯 (n= 38)

あなたのご家庭の世帯年収（税込・手当年金等を含む）はどのくらいですか。

小５・中２ 

家族の年収について

  

万円未満」が 30.9%

万円未満」が 16.9％となっています。

では、「300 万円未満

 

合計
0～200万
円未満

732 34
100.0% 4.6%

680 44
100.0% 6.5%

691 40
100.0% 5.8%

420 19
100.0% 4.5%
2,523 137

100.0% 5.4%

合計
0～200万
円未満

1,975 20
100.0% 1.0%

189 86
100.0% 45.5%

38
100.0% 7.9%

(n= 2523)

(n= 1975)

(n= 189)

(n= 38)

5.4 

7.9 

0%

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

あなたのご家庭の世帯年収（税込・手当年金等を含む）はどのくらいですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

家族の年収について 

30.9%と最も多く、次いで

％となっています。

万円未満」が

0～200万 200～250
万円未満

250～300
万円未満

34 22
4.6% 3.0%
44 19

6.5% 2.8%
40 27

5.8% 3.9%
19 18

4.5% 4.3%
137 86
5.4% 3.4%

0～200万 200～250
万円未満

250～300
万円未満

20 28
1.0% 1.4%
86 36

45.5% 19.0%
3 3

7.9% 7.9%

5.4 

7.9 7.9 

5.2 10.6 

10.7 

20%

0 ～200 万円未満

300 ～400 万円未満

700 ～1,000 万円未満

無回答

あなたのご家庭の世帯年収（税込・手当年金等を含む）はどのくらいですか。

保護者小２・小５・中２

60 

と最も多く、次いで

％となっています。 

が 75％以上となっています。

250～300
万円未満

300～400
万円未満

47
6.4% 11.9%
35

5.1% 12.5%
33

4.8% 8.2%
17

4.0% 9.0%
132 267
5.2% 10.6%

250～300
万円未満

300～400
万円未満

86 212
4.4% 10.7%
20

10.6% 9.5%
5

13.2% 13.2%

45.5 

13.2 

10.6 

13.2 

16.9 

18.2 

20%

万円未満

万円未満

万円未満

あなたのご家庭の世帯年収（税込・手当年金等を含む）はどのくらいですか。

保護者小２・小５・中２ 

と最も多く、次いで「700～1,000

％以上となっています。

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～700
万円未満

87 145
11.9% 19.8%

85 101
12.5% 14.9%

57 119
8.2% 17.2%
38 62

9.0% 14.8%
267 427

10.6% 16.9%

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～700
万円未満

212 359
10.7% 18.2%

18 5
9.5% 2.6%

5 5
13.2% 13.2%

19.0 

13.2 13.2 

34.5 

40%

200 ～250 万円未満

400 ～500 万円未満

1,000 万円以上

あなたのご家庭の世帯年収（税込・手当年金等を含む）はどのくらいですか。

 保護者高２

1,000 万円未満」が

％以上となっています。 

500～700
万円未満

700～
1,000万
円未満

221
30.2% 14.8%
226

33.2% 16.0%
214

31.0% 17.7%
118

28.1% 23.1%
779

30.9% 17.3%

500～700
万円未満

700～
1,000万
円未満

682
34.5% 19.9%

17
9.0%

9
23.7% 13.2%

19.0 10.6 

30.9 

34.5 

23.7 

60%

万円未満

万円未満

万円以上

あなたのご家庭の世帯年収（税込・手当年金等を含む）はどのくらいですか。

保護者高２ ） 

万円未満」が 17.3

700～
1,000万
円未満

1,000万
円以上

108 32
14.8% 4.4%
109 32

16.0% 4.7%
122 40

17.7% 5.8%
97 37

23.1% 8.8%
436 141

17.3% 5.6%

700～
1,000万
円未満

1,000万
円以上

393 117
19.9% 5.9%

0 0
0.0% 0.0%

5 0
13.2% 0.0%

10.6 9.5 

17.3 

19.9 

13.2 

80%

250 ～300 万円未満

500 ～700 万円未満

生活保護受給中

あなたのご家庭の世帯年収（税込・手当年金等を含む）はどのくらいですか。 

 

17.3％、「400～

(単位：人、％)

生活保護
受給中

無回答

32 2
4.4% 0.3%
32 2

4.7% 0.3%
40 1

5.8% 0.1%
37 0

8.8% 0.0%
141 5
5.6% 0.2%

(単位：人、％)

生活保護
受給中

無回答

117 0
5.9% 0.0%

0 4
0.0% 2.1%

0 1
0.0% 2.6%

9.0 

13.2 

5.6 

5.9 

5.3 

100%

万円未満

万円未満

生活保護受給中

 

～

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

34
4.6%
27

4.0%
38

5.5%
14

3.3%
113
4.5%

(単位：人、％)

無回答

78
3.9%

3
1.6%

2
5.3%



 

(４) 

 初めて母親になった年齢①

「25

ています。

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の影響があるものと考えられます

 

 

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

10代

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40歳以上

◇ お子さんのお母さんが初めて親になったのは何歳ですか。

 

（ 小５

 

 ⺟親の過去の状況について

初めて母親になった年齢

25～29 歳」が

ています。 

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の影響があるものと考えられます

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40歳以上

お子さんのお母さんが初めて親になったのは何歳ですか。

小５・中２ 

⺟親の過去の状況について

初めて母親になった年齢

歳」が 41.4%と最も

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の影響があるものと考えられます

 

合計 10代

718
100.0%

666
100.0%

675
100.0%

410
100.0%
2,469

100.0%

合計
0～250
万円未満

44
100.0%

486
100.0%
1,023

100.0%
673

100.0%
170

100.0%
22

100.0%

お子さんのお母さんが初めて親になったのは何歳ですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

⺟親の過去の状況について 

初めて母親になった年齢 

と最も多く、次いで「

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の影響があるものと考えられます

10代 20～24歳

13
1.8% 18.2%
14

2.1% 19.2%
12

1.8% 20.1%
5

1.2% 22.2%
44

1.8% 19.7%

0～250
万円未満

250～400
万円未満

12
27.3% 25.0%

72
14.8% 21.2%

73
7.1% 14.6%
40

5.9% 13.1%
6

3.5% 14.7%
3

13.6% 4.5%

お子さんのお母さんが初めて親になったのは何歳ですか。

保護者小２・小５・中２

61 

、次いで「30～34

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の影響があるものと考えられます

20～24歳 25～29歳

131 286
18.2% 39.8%
128 265

19.2% 39.8%
136 282

20.1% 41.8%
91 190

22.2% 46.3%
486 1,023

19.7% 41.4%

(単位：人、％)
250～400
万円未満

400～700
万円未満

11 12
25.0% 27.3%
103 217

21.2% 44.7%
149 513

14.6% 50.1%
88 337

13.1% 50.1%
25 80

14.7% 47.1%
1 12

4.5% 54.5%

お子さんのお母さんが初めて親になったのは何歳ですか。

保護者小２・小５・中２ 

34 歳」が 27.3%

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の影響があるものと考えられます

 

25～29歳 30～34歳 35～39歳

286 211
39.8% 29.4%
265 188

39.8% 28.2%
282 187

41.8% 27.7%
190 87

46.3% 21.2%
1,023 673
41.4% 27.3%

(単位：人、％)
400～700
万円未満

700万円
以上

12 7
27.3% 15.9%
217 75

44.7% 15.4%
513 240

50.1% 23.5%
337 180

50.1% 26.7%
80 53

47.1% 31.2%
12 5

54.5% 22.7%

お子さんのお母さんが初めて親になったのは何歳ですか。

 保護者高２

27.3%、「20～24

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の影響があるものと考えられます

 

35～39歳 40歳以上

56
7.8%
51

7.7%
36

5.3%
27

6.6%
170
6.9%

お子さんのお母さんが初めて親になったのは何歳ですか。 

保護者高２ ） 

24 歳」が 19.7

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の影響があるものと考えられます

(単位：人、％)

40歳以上 無回答

5
0.7% 2.2%

8
1.2% 1.8%

7
1.0% 2.2%

2
0.5% 2.0%
22

0.9% 2.1%

 

19.7％となっ

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の影響があるものと考えられます。

 

(単位：人、％)

16
2.2%
12

1.8%
15

2.2%
8

2.0%
51

2.1%

 

％となっ

。 



 

 母親が②

「短大・高専・専門学校卒業」が

上」が

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。

 

 

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

中学卒業

高校卒業

短大・高専・専門学
校卒業

大学卒業以上

◇ お子さんのお母さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

 

（ 小５

 

母親が最後に卒業した学校

「短大・高専・専門学校卒業」が

上」が 13.7％となっています。

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

中学卒業

高校卒業

短大・高専・専門学

大学卒業以上

お子さんのお母さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

小５・中２ 

最後に卒業した学校

「短大・高専・専門学校卒業」が

％となっています。

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。

 

合計 中学卒業

718
100.0%

666
100.0%

675
100.0%

410
100.0%
2,469

100.0%

合計
0～250
万円未満

87
100.0%

824
100.0%
1,155

100.0%
338

100.0%

お子さんのお母さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

最後に卒業した学校 

「短大・高専・専門学校卒業」が 46.8%

％となっています。 

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。

中学卒業 高校卒業

27
3.8% 28.4%
26

3.9% 31.8%
22

3.3% 34.8%
12

2.9% 42.2%
87

3.5% 33.4%

0～250
万円未満

250～400
万円未満

24
27.6% 29.9%

93
11.3% 18.1%

68
5.9% 13.8%
17

5.0% 12.4%

お子さんのお母さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

保護者小２・小５・中２

62 

46.8%と最も多く

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。 

高校卒業
短大・高
専・専門
学校卒業

204 341
28.4% 47.5%
212 320

31.8% 48.0%
235 316

34.8% 46.8%
173 178

42.2% 43.4%
824 1,155

33.4% 46.8%

(単位：人、％)
250～400
万円未満

400～700
万円未満

26 31
29.9% 35.6%
149 414

18.1% 50.2%
159 568

13.8% 49.2%
42 156

12.4% 46.2%

お子さんのお母さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

保護者小２・小５・中２ 

多く、次いで「高校卒業」が

 

 

学校卒業

大学卒業
以上

その他

341 127
47.5% 17.7%
320 93

48.0% 14.0%
316 81

46.8% 12.0%
178 37

43.4% 9.0%
1,155 338
46.8% 13.7%

(単位：人、％)
400～700
万円未満

700万円
以上

31 3
35.6% 3.4%
414 132

50.2% 16.0%
568 306

49.2% 26.5%
156 115

46.2% 34.0%

お子さんのお母さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

 保護者高２

、次いで「高校卒業」が

 

(単位：人、％)

その他 無回答

1
0.1%

1
0.2%

4
0.6%

2
0.5%

8
0.3%

お子さんのお母さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

保護者高２ ） 

、次いで「高校卒業」が 33.4%、「大学卒業以

 

(単位：人、％)

無回答

18
2.5%
14

2.1%
17

2.5%
8

2.0%
57

2.3%

お子さんのお母さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。 

 

、「大学卒業以

 

、「大学卒業以



 

 母親が③

「普通」が

となっています。

現在の年収

 

 

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

大変ゆとりがあった

ややゆとりがあった

普通

やや苦しかった

大変苦しかった

◇ お子さんのお母さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

 

（ 小５

 

母親が 15 歳ごろの家庭の経済状況

「普通」が 50.9%

となっています。

現在の年収との間

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

大変ゆとりがあった

ややゆとりがあった

やや苦しかった

大変苦しかった

お子さんのお母さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

小５・中２ 

歳ごろの家庭の経済状況

50.9%と最も多く

となっています。 

との間には、大きな相関関係は見られません。

 

合計
大変ゆと
りがあった

718
100.0%

666
100.0%

675
100.0%

410
100.0%
2,469

100.0%

合計
0～250
万円未満

111
100.0%

382
100.0%
1,257

100.0%
402

100.0%
196

100.0%

お子さんのお母さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

歳ごろの家庭の経済状況 

多く、次いで「やや苦しかった」が

には、大きな相関関係は見られません。

大変ゆと
りがあった

ややゆと
りがあった

33
4.6% 17.0%
33

5.0% 15.3%
32

4.7% 14.2%
13

3.2% 15.1%
111
4.5% 15.5%

0～250
万円未満

250～400
万円未満

13
11.7% 16.2%

31
8.1% 13.4%
91

7.2% 14.4%
39

9.7% 20.6%
23

11.7% 16.8%

お子さんのお母さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

保護者小２・小５・中２

63 

 

、次いで「やや苦しかった」が

には、大きな相関関係は見られません。

ややゆと
りがあった

普通

122 367
17.0% 51.1%
102 345

15.3% 51.8%
96 343

14.2% 50.8%
62 202

15.1% 49.3%
382 1,257

15.5% 50.9%

(単位：人、％)
250～400
万円未満

400～700
万円未満

18 52
16.2% 46.8%

51 194
13.4% 50.8%
181 629

14.4% 50.0%
83 180

20.6% 44.8%
33 90

16.8% 45.9%

お子さんのお母さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

保護者小２・小５・中２ 

、次いで「やや苦しかった」が 16.3%

には、大きな相関関係は見られません。 

 

やや苦し
かった

大変苦し
かった

367 114
51.1% 15.9%
345 99

51.8% 14.9%
343 112

50.8% 16.6%
202 77

49.3% 18.8%
1,257 402
50.9% 16.3%

(単位：人、％)
400～700
万円未満

700万円
以上

52 21
46.8% 18.9%
194 93

50.8% 24.3%
629 302

50.0% 24.0%
180 87

44.8% 21.6%
90 44

45.9% 22.4%

お子さんのお母さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

 保護者高２

16.3%、「ややゆとりがあった」が

 

大変苦し
かった

わからな
い

46
6.4%
49

7.4%
60

8.9%
41

10.0%
196
7.9%

お子さんのお母さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

保護者高２ ） 

、「ややゆとりがあった」が

(単位：人、％)

わからな
無回答

18
2.5% 2.5%
25

3.8% 2.0%
14

2.1% 2.7%
6

1.5% 2.2%
63

2.6% 2.3%

お子さんのお母さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

 

、「ややゆとりがあった」が 15.5％

 

(単位：人、％)

18
2.5%
13

2.0%
18

2.7%
9

2.2%
58

2.3%

お子さんのお母さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。 

 

％



 

(５) 

 初めて父親になった年齢①

「25

ています。

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等

 

 

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

10代

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40歳以上

◇ お子さんのお父さんが初めて親になったのは何歳ですか。

 

（ 小５

 

 父親の過去の状況について

初めて父親になった年齢

25～29 歳」が

ています。 

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40歳以上

お子さんのお父さんが初めて親になったのは何歳ですか。

小５・中２ 

父親の過去の状況について

初めて父親になった年齢

歳」が 35.5%と最も

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等

 

合計 10代

674
100.0%

602
100.0%

609
100.0%

380
100.0%
2,265

100.0%

合計
0～250
万円未満

17
100.0%

282
100.0%

805
100.0%

732
100.0%

287
100.0%

90
100.0%

お子さんのお父さんが初めて親になったのは何歳ですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

父親の過去の状況について 

初めて父親になった年齢 

と最も多く、次いで「

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等

10代 20～24歳

3
0.4% 12.0%

5
0.8% 12.3%

7
1.1% 12.0%

2
0.5% 14.2%
17

0.8% 12.5%

0～250
万円未満

250～400
万円未満

0
0.0% 35.3%

9
3.2% 23.8%
23

2.9% 13.0%
19

2.6% 12.4%
10

3.5% 18.1%
3

3.3% 16.7%

お子さんのお父さんが初めて親になったのは何歳ですか。

保護者小２・小５・中２

64 

、次いで「30～34

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等

20～24歳 25～29歳

81 236
12.0% 35.0%

74 211
12.3% 35.0%

73 218
12.0% 35.8%

54 140
14.2% 36.8%
282 805

12.5% 35.5%

(単位：人、％)
250～400
万円未満

400～700
万円未満

6
35.3% 41.2%

67 143
23.8% 50.7%
105 435

13.0% 54.0%
91 398

12.4% 54.4%
52 132

18.1% 46.0%
15 38

16.7% 42.2%

お子さんのお父さんが初めて親になったのは何歳ですか。

保護者小２・小５・中２ 

34 歳」が 32.3%

年齢が高いほど年収が高い傾向が見られますが、勤続年数等の

 

25～29歳 30～34歳 35～39歳

236 206
35.0% 30.6%
211 200

35.0% 33.2%
218 214

35.8% 35.1%
140 112

36.8% 29.5%
805 732

35.5% 32.3%

(単位：人、％)
400～700
万円未満

700万円
以上

7 4
41.2% 23.5%
143 49

50.7% 17.4%
435 201

54.0% 25.0%
398 197

54.4% 26.9%
132 85

46.0% 29.6%
38 29

42.2% 32.2%

お子さんのお父さんが初めて親になったのは何歳ですか。

 保護者高２

32.3%、「35～39

の影響があるもの

 

35～39歳 40歳以上

96
14.2%

78
13.0%

58
9.5%
55

14.5%
287

12.7%

お子さんのお父さんが初めて親になったのは何歳ですか。 

保護者高２ ） 

39 歳」が 12.7

があるものと考えられます

(単位：人、％)

40歳以上 無回答

30
4.5% 3.3%
24

4.0% 1.7%
24

3.9% 2.5%
12

3.2% 1.3%
90

4.0% 2.3%

 

12.7％となっ

と考えられます。

 

(単位：人、％)

22
3.3%
10

1.7%
15

2.5%
5

1.3%
52

2.3%

 

％となっ

。 



 

 父親が最後に卒業した学校②

「大学卒業以上」が

業」が

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。

 

 

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

中学卒業

高校卒業

短大・高専・専門学
校卒業

大学卒業以上

◇ お子さんのお父さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

 

（ 小５

 

父親が最後に卒業した学校

「大学卒業以上」が

業」が 23.8％となっています。

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

中学卒業

高校卒業

短大・高専・専門学

大学卒業以上

お子さんのお父さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

小５・中２ 

父親が最後に卒業した学校

「大学卒業以上」が 37.8%と最も

％となっています。

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。

 

合計 中学卒業

674
100.0%

602
100.0%

609
100.0%

380
100.0%
2,265

100.0%

合計
0～250
万円未満

101
100.0%

696
100.0%

539
100.0%

856
100.0%

お子さんのお父さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

父親が最後に卒業した学校 

と最も多く、次いで「高校卒業」が

％となっています。 

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。

中学卒業 高校卒業

27
4.0% 28.9%
31

5.1% 30.1%
28

4.6% 33.3%
15

3.9% 30.8%
101
4.5% 30.7%

0～250
万円未満

250～400
万円未満

6
5.9% 27.7%
23

3.3% 18.8%
19

3.5% 17.4%
16

1.9% 9.1%

お子さんのお父さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

保護者小２・小５・中２

65 

、次いで「高校卒業」が

学歴が高いほど、年収が高い傾向が見られます。 

高校卒業
短大・高
専・専門
学校卒業

195 163
28.9% 24.2%
181 142

30.1% 23.6%
203 153

33.3% 25.1%
117 81

30.8% 21.3%
696 539

30.7% 23.8%

(単位：人、％)
250～400
万円未満

400～700
万円未満

28 46
27.7% 45.5%
131 383

18.8% 55.0%
94 289

17.4% 53.6%
78 430

9.1% 50.2%

お子さんのお父さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

保護者小２・小５・中２ 

、次いで「高校卒業」が

 

 

学校卒業

大学卒業
以上

その他

163 263
24.2% 39.0%
142 230

23.6% 38.2%
153 208

25.1% 34.2%
81 155

21.3% 40.8%
539 856

23.8% 37.8%

(単位：人、％)
400～700
万円未満

700万円
以上

46 15
45.5% 14.9%
383 137

55.0% 19.7%
289 108

53.6% 20.0%
430 299

50.2% 34.9%

お子さんのお父さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

 保護者高２

、次いで「高校卒業」が 30.7%、「短大・高専・専門学校卒

 

(単位：人、％)

その他 無回答

3
0.4%

3
0.5%

2
0.3%

5
1.3%
13

0.6%

お子さんのお父さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。

保護者高２ ） 

、「短大・高専・専門学校卒

 

(単位：人、％)

無回答

23
3.4%
15

2.5%
15

2.5%
7

1.8%
60

2.6%

お子さんのお父さんが最後に卒業した学校は、次のどれにあてはまりますか。 

 

、「短大・高専・専門学校卒

 

、「短大・高専・専門学校卒



 

 父親が③

「普通」が

となっています。

現在の年収

 

 

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

大変ゆとりがあった

ややゆとりがあった

普通

やや苦しかった

大変苦しかった

◇ お子さんのお父さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

 

（ 小５

 

父親が 15 歳ごろの家庭の経済状況

「普通」が 48.3%

となっています。

現在の年収との間

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

大変ゆとりがあった

ややゆとりがあった

やや苦しかった

大変苦しかった

お子さんのお父さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

小５・中２ 

歳ごろの家庭の経済状況

48.3%と最も多く

となっています。 

との間には、大きな相関関係は見られません。

 

合計
大変ゆと
りがあった

674
100.0%

602
100.0%

609
100.0%

380
100.0%
2,265

100.0%

合計
0～250
万円未満

131
100.0%

352
100.0%
1,093

100.0%
271

100.0%
154

100.0%

お子さんのお父さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

歳ごろの家庭の経済状況 

多く、次いで「ややゆとりがあった」が

には、大きな相関関係は見られません。

大変ゆと
りがあった

ややゆと
りがあった

40
5.9% 16.0%
38

6.3% 14.6%
34

5.6% 15.9%
19

5.0% 15.5%
131
5.8% 15.5%

0～250
万円未満

250～400
万円未満

7
5.3% 18.3%
10

2.8% 11.1%
22

2.0% 15.9%
10

3.7% 12.5%
12

7.8% 19.5%

お子さんのお父さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

保護者小２・小５・中２

66 

 

、次いで「ややゆとりがあった」が

には、大きな相関関係は見られません。

ややゆと
りがあった

普通

108 315
16.0% 46.7%

88 289
14.6% 48.0%

97 306
15.9% 50.2%

59 183
15.5% 48.2%
352 1,093

15.5% 48.3%

(単位：人、％)
250～400
万円未満

400～700
万円未満

24 75
18.3% 57.3%

39 186
11.1% 52.8%
174 572

15.9% 52.3%
34 145

12.5% 53.5%
30 66

19.5% 42.9%

お子さんのお父さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

保護者小２・小５・中２ 

、次いで「ややゆとりがあった」が

には、大きな相関関係は見られません。 

 

やや苦し
かった

大変苦し
かった

315 78
46.7% 11.6%
289 84

48.0% 14.0%
306 59

50.2% 9.7%
183 50

48.2% 13.2%
1,093 271
48.3% 12.0%

(単位：人、％)
400～700
万円未満

700万円
以上

75 21
57.3% 16.0%
186 102

52.8% 29.0%
572 284

52.3% 26.0%
145 79

53.5% 29.2%
66 38

42.9% 24.7%

お子さんのお父さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

 保護者高２

15.5%、「やや苦しかった」が

 

大変苦し
かった

わからな
い

43
6.4%
35

5.8%
45

7.4%
31

8.2%
154
6.8%

お子さんのお父さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

保護者高２ ） 

、「やや苦しかった」が

(単位：人、％)

わからな
無回答

61
9.1% 4.3%
52

8.6% 2.7%
43

7.1% 4.1%
29

7.6% 2.4%
185
8.2% 3.5%

お子さんのお父さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。

 

、「やや苦しかった」が 12.0％

 

(単位：人、％)

29
4.3%
16

2.7%
25

4.1%
9

2.4%
79

3.5%

お子さんのお父さんが１５歳ごろのご家庭の経済状況は、次のどれに近いですか。 

 

％



 

５. 

・ 「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

いと考えられます。

・ 「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

と回答しています。

・ 「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

ています。

(１) 

 ローンや借金の①

「住宅購入のため」が

ら持ち家比率が高いと考えられます。

調査と比較して低くなっています。

「母子世帯」で

います。また、「父子世帯」で

年収が低いほど

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

◇ 現在、ご家庭にローンや借金の返済はありますか。

 

（ 小５

 

 経済状況

「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

いと考えられます。

「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

と回答しています。

「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

ています。 

 家計の状況について

ローンや借金の

「住宅購入のため」が

ら持ち家比率が高いと考えられます。

調査と比較して低くなっています。

「母子世帯」で

います。また、「父子世帯」で

年収が低いほど

合計

2,523

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

現在、ご家庭にローンや借金の返済はありますか。

小５・中２ 

経済状況  

「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

いと考えられます。 

「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

と回答しています。 

「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

 

家計の状況について

ローンや借金の状況【複数回答】

「住宅購入のため」が 60.4％

ら持ち家比率が高いと考えられます。

調査と比較して低くなっています。

「母子世帯」では、「借金はない」が

います。また、「父子世帯」で

年収が低いほど、「生活費の不足を補うため」の割合が

自分や配
偶者の教
育費のた
め（奨学
金・教育
ローンの
返済な
ど）

732 46
6.3%

680 19
2.8%

691 27
3.9%

420 26
6.2%

2,523 118
4.7%
3.3%
5.6%
4.2%
4.5%

現在、ご家庭にローンや借金の返済はありますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

家計の状況について 

【複数回答】 

％となっており

ら持ち家比率が高いと考えられます。また、「借金はない」が

調査と比較して低くなっています。 

「借金はない」が 40.7%

います。また、「父子世帯」では、「滞納金や他

「生活費の不足を補うため」の割合が

子どもの
教育費の
ため

住宅購入
のため

24
3.3% 60.9%
36

5.3% 63.1%
53

7.7% 59.0%
39

9.3% 57.6%
152 1,525
6.0% 60.4%
5.6% 41.2%
4.4% 45.2%
5.6% 45.7%
5.7% 41.9%

現在、ご家庭にローンや借金の返済はありますか。

保護者小２・小５・中２

67 

「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

 

となっており、道内他自治体調査

また、「借金はない」が

40.7%、「生活費の不足を補うため」が

「滞納金や他の借金の返済のため」の割合が

「生活費の不足を補うため」の割合が

住宅購入
のため

自動車購
入のため

他の大き
な買い物
のため

446 237
60.9% 32.4%
429 232

63.1% 34.1%
408 221

59.0% 32.0%
242 121

57.6% 28.8%
1,525 811
60.4% 32.1%
41.2% 31.6%
45.2% 23.1%
45.7% 28.6%
41.9% 34.2%

現在、ご家庭にローンや借金の返済はありますか。

保護者小２・小５・中２ 

「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

道内他自治体調査

また、「借金はない」が 17.7

、「生活費の不足を補うため」が

の借金の返済のため」の割合が

「生活費の不足を補うため」の割合が高くなっています。

他の大き
な買い物
のため

生活費の
不足を補
うため

84
11.5% 10.8%

77
11.3% 8.8%

81
11.7% 11.7%

57
13.6% 11.4%
299 268

11.9% 10.6%
9.3% 12.0%
7.6% 9.5%
9.7% 11.1%

10.5% 13.1%

現在、ご家庭にローンや借金の返済はありますか。 

 保護者高２

「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

道内他自治体調査と比較して高くなっていることか

17.7％となっており、道内他自治体

、「生活費の不足を補うため」が

の借金の返済のため」の割合が

なっています。

生活費の
不足を補

滞納金や
他の借金
の返済の
ため

事業のた
め

79 42
10.8% 5.7%

60 26
8.8% 3.8%
81 32

11.7% 4.6%
48 12

11.4% 2.9%
268 112

10.6% 4.4%
12.0% 4.8%
9.5% 3.9%

11.1% 3.6%
13.1% 4.6%

保護者高２ ） 

「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

と比較して高くなっていることか

％となっており、道内他自治体

、「生活費の不足を補うため」が 21.7％と高くなって

の借金の返済のため」の割合が高くなっています。

なっています。 

事業のた
その他

19 19
2.6% 2.6%
19 14

2.8% 2.1%
25 18

3.6% 2.6%
14

3.3% 1.0%
77 55

3.1% 2.2%
3.1% 1.1%
2.2% 1.8%
2.5% 1.2%
3.4% 1.1%

「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

 

と比較して高くなっていることか

％となっており、道内他自治体

％と高くなって

高くなっています。

(単位：人、％)

借金はな
い

無回答

19 122
2.6% 16.7%
14 116

2.1% 17.1%
18 125

2.6% 18.1%
4 84

1.0% 20.0%
55 447

2.2% 17.7%
1.1% 24.8%
1.8% 26.7%
1.2% 25.4%
1.1% 25.6%

「住宅購入」のためのローンが多いことから、道内他自治体調査と比較して持ち家比率が高

「子どもから見た家の暮らし向き（高校２年生相当）」は、「母子世帯」の約５割が「苦しい」

「経済的理由で食料が買えなかった・暖房が使えなかった経験」は、道内他自治体調査と比

較して「まったくなかった」が高くなっていますが、「母子世帯」では「あった」が多くなっ

 

と比較して高くなっていることか

％となっており、道内他自治体

％と高くなって

高くなっています。 

 

(単位：人、％)

無回答

11
1.5%

9
1.3%
16

2.3%
6

1.4%
42

1.7%
-
-
-
-



 

 

 子ども②

「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計が

ますが、函館以外の道内他自治体調査と比較して

「母子世帯」

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ 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。

 

（ 小５

 

子どもが感じる

「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計が

ますが、函館以外の道内他自治体調査と比較して

「母子世帯」では、

合計

1,975
両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

1,206

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

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。

小５・中２ 

が感じる家の暮らし向き

「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計が

ますが、函館以外の道内他自治体調査と比較して

では、「大変苦しい」

自分や配
偶者の教
育費のた
め（奨学
金・教育
ローンの
返済な
ど）

1,975 90
4.6%

189 16
8.5%

38 1
2.6%

自分や配
偶者の教
育費のた
め（奨学
金・教育
ローンの
返済な
ど）

223 14
6.3%

399 28
7.0%

1,206 47
3.9%

577 25
4.3%

合計
大変ゆと
りがある

414
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計
大変ゆと
りがある

315
100.0%

30
100.0%

8
100.0%

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。

 高２ 保護者小２・小５・中２

家の暮らし向き 

「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計が

ますが、函館以外の道内他自治体調査と比較して

「大変苦しい」の割合

子どもの
教育費の
ため

住宅購入
のため

119 1,369
6.0% 69.3%

9
4.8% 7.9%

2
5.3% 44.7%

子どもの
教育費の
ため

住宅購入
のため

11
4.9% 7.2%
37

9.3% 45.1%
76

6.3% 70.1%
24

4.2% 75.4%

大変ゆと
りがある

ややゆと
りがある

15
3.6% 10.1%
3.5% 10.5%
3.8% 14.4%
4.5% 12.7%
8.9% 18.4%

大変ゆと
りがある

ややゆと
りがある

13
4.1% 13.0%

0
0.0% 3.3%

0
0.0% 0.0%

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。

保護者小２・小５・中２

68 

「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計が 20.1％となっており、

ますが、函館以外の道内他自治体調査と比較して低くなっています。

の割合が高くなっています。

住宅購入
のため

自動車購
入のため

他の大き
な買い物
のため

1,369 655
69.3% 33.2%

15 40
7.9% 21.2%
17 14

44.7% 36.8%

住宅購入
のため

自動車購
入のため

他の大き
な買い物
のため

16 46
7.2% 20.6%
180 132

45.1% 33.1%
846 421

70.1% 34.9%
435 184

75.4% 31.9%

ややゆと
りがある

ふつう

42 205
10.1% 49.5%
10.5% 51.8%
14.4% 48.2%
12.7% 51.2%
18.4% 50.2%

ややゆと
りがある

ふつう

41 157
13.0% 49.8%

1
3.3% 23.3%

0
0.0% 50.0%

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。

保護者小２・小５・中２ 

％となっており、

低くなっています。

が高くなっています。

他の大き
な買い物
のため

生活費の
不足を補
うため

235 186
11.9% 9.4%

22
11.6% 21.7%

3
7.9% 7.9%

他の大き
な買い物
のため

生活費の
不足を補
うため

32
14.3% 22.9%

67
16.8% 18.8%
141 116

11.7% 9.6%
54

9.4% 3.1%

やや苦し
い

大変苦し
い

205 64
49.5% 15.5%
51.8% 20.3%
48.2% 20.3%
51.2% 18.2%
50.2% 11.4%

やや苦し
い

大変苦し
い

157 43
49.8% 13.7%

7 11
23.3% 36.7%

4 2
50.0% 25.0%

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。

 保護者高２

％となっており、函館地と比較して高くなってい

低くなっています。 

が高くなっています。 

生活費の
不足を補

滞納金や
他の借金
の返済の
ため

事業のた
め

186 75
9.4% 3.8%
41 16

21.7% 8.5%
3 8

7.9% 21.1%

生活費の
不足を補

滞納金や
他の借金
の返済の
ため

事業のた
め

51 29
22.9% 13.0%

75 27
18.8% 6.8%
116 45
9.6% 3.7%
18 7

3.1% 1.2%

大変苦し
い

わからな
い

19
4.6%
3.8%
4.5%
4.8%
3.5%

大変苦し
い

わからな
い

11
3.5%

4
13.3%

0
0.0%

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。

保護者高２ ） 

函館地と比較して高くなってい

事業のた
その他

50 36
2.5% 1.8%

3
1.6% 4.8%

2
5.3% 2.6%

事業のた
その他

13 11
5.8% 4.9%
16 11

4.0% 2.8%
21 22

1.7% 1.8%
22

3.8% 1.2%

(単位：人、％)
わからな

無回答

39
9.4% 7.2%
8.9% 1.4%
7.4% 1.4%
7.8% 0.9%
7.0% 0.6%

(単位：人、％)
わからな

無回答

27
8.6% 7.3%

4
13.3% 10.0%

2
25.0% 0.0%

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。 

 

函館地と比較して高くなってい

 

 

(単位：人、％)

借金はな
い

無回答

36 278
1.8% 14.1%

9 77
4.8% 40.7%

1 6
2.6% 15.8%

(単位：人、％)

借金はな
い

無回答

11 84
4.9% 37.7%
11 88

2.8% 22.1%
22 160

1.8% 13.3%
7 90

1.2% 15.6%

(単位：人、％)

無回答

30
7.2%
1.4%
1.4%
0.9%
0.6%

(単位：人、％)

無回答

23
7.3%

3
10.0%

0
0.0%

 

 

 

函館地と比較して高くなってい

(単位：人、％)

無回答

23
1.2%

8
4.2%

2
5.3%

(単位：人、％)

無回答

7
3.1%

2
0.5%

6
0.5%

2
0.3%



 

69 

 

 

  

(単位：人、％)

合計
大変ゆと
りがある

ややゆと
りがある

ふつう
やや苦し
い

大変苦し
い

わからな
い

無回答

36 0 1 6 11 7 6 5
100.0% 0.0% 2.8% 16.7% 30.6% 19.4% 16.7% 13.9%

55 0 1 26 19 5 1 3
100.0% 0.0% 1.8% 47.3% 34.5% 9.1% 1.8% 5.5%

176 3 18 99 22 5 20 9
100.0% 1.7% 10.2% 56.3% 12.5% 2.8% 11.4% 5.1%

133 10 21 69 9 1 12 11
100.0% 7.5% 15.8% 51.9% 6.8% 0.8% 9.0% 8.3%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 経済的理由でできなかった③

「食料を買えなかった」

を使えなかった」

自治体調

「ひとり親世帯」

年収が低いほど、「あった」の割合が高くなっています。

 

①家族が必要とする食料を買えなかった

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 過去１年間に、経済的な理由で、以下のようなことがありましたか。

 

（ 小５

 

経済的理由でできなかった

「食料を買えなかった」

を使えなかった」では、「

自治体調と比較して

「ひとり親世帯」

年収が低いほど、「あった」の割合が高くなっています。

①家族が必要とする食料を買えなかった

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

過去１年間に、経済的な理由で、以下のようなことがありましたか。

小５・中２ 

経済的理由でできなかった

「食料を買えなかった」では、「

では、「よくあった

と比較して低くなっています。

「ひとり親世帯」では、「あった」の割合が高くなっています。

年収が低いほど、「あった」の割合が高くなっています。

①家族が必要とする食料を買えなかった

合計
まったくな
かった

732
100.0%

680
100.0%

691
100.0%

420
100.0%
2,523

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計
まったくな
かった

1,975
100.0%

189
100.0%

38
100.0%

合計
まったくな
かった

223
100.0%

399
100.0%
1,206

100.0%
577

100.0%

過去１年間に、経済的な理由で、以下のようなことがありましたか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

経済的理由でできなかった経験 

では、「よくあった

よくあった」と「ときどきあった」の合計が

なっています。 

「あった」の割合が高くなっています。

年収が低いほど、「あった」の割合が高くなっています。

①家族が必要とする食料を買えなかった 

まったくな
かった

まれに
あった

624
85.2% 9.3%
603

88.7% 7.5%
607

87.8% 7.8%
364

86.7% 9.0%
2,198
87.1% 8.4%
77.1% 12.3%
79.8% 10.3%
79.8% 11.2%
79.4% 11.3%

まったくな
かった

まれに
あった

1,763
89.3% 7.0%
126

66.7% 21.2%
27

71.1% 18.4%

まったくな
かった

まれに
あった

145
65.0% 19.7%
299

74.9% 18.3%
1,087
90.1% 6.6%
569

98.6% 1.0%

過去１年間に、経済的な理由で、以下のようなことがありましたか。

保護者小２・小５・中２

70 

よくあった」と「ときどきあった」の合計が

と「ときどきあった」の合計が

 

「あった」の割合が高くなっています。

年収が低いほど、「あった」の割合が高くなっています。

まれに
あった

ときどき
あった

68 26
9.3% 3.6%
51 17

7.5% 2.5%
54 14

7.8% 2.0%
38 13

9.0% 3.1%
211 70
8.4% 2.8%

12.3% 5.9%
10.3% 5.3%
11.2% 5.6%
11.3% 5.7%

まれに
あった

ときどき
あった

138 46
7.0% 2.3%
40 15

21.2% 7.9%
7

18.4% 5.3%

まれに
あった

ときどき
あった

44 26
19.7% 11.7%

73 13
18.3% 3.3%

79 27
6.6% 2.2%

6
1.0% 0.3%

過去１年間に、経済的な理由で、以下のようなことがありましたか。

保護者小２・小５・中２ 

と「ときどきあった」の合計が

と「ときどきあった」の合計が

「あった」の割合が高くなっています。

年収が低いほど、「あった」の割合が高くなっています。 

(単位：人、％)

よくあった 無回答

26 6
3.6% 0.8%
17 5

2.5% 0.7%
14 7

2.0% 1.0%
13 4

3.1% 1.0%
70 22

2.8% 0.9%
5.9% 2.3%
5.3% 1.6%
5.6% 1.7%
5.7% 2.2%

(単位：人、％)

よくあった 無回答

46 13
2.3% 0.7%
15 7

7.9% 3.7%
2 1

5.3% 2.6%

(単位：人、％)

よくあった 無回答

26 8
11.7% 3.6%

13 10
3.3% 2.5%
27 4

2.2% 0.3%
2 0

0.3% 0.0%

過去１年間に、経済的な理由で、以下のようなことがありましたか。

 保護者高２

と「ときどきあった」の合計が

と「ときどきあった」の合計が 2.1％となっており

「あった」の割合が高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

8
1.1%

4
0.6%

9
1.3%

1
0.2%
22

0.9%
2.5%
3.1%
1.8%
1.4%

(単位：人、％)

無回答

15
0.8%

1
0.5%

1
2.6%

(単位：人、％)

無回答

0
0.0%

4
1.0%

9
0.7%

0
0.0%

過去１年間に、経済的な理由で、以下のようなことがありましたか。

保護者高２ ） 

と「ときどきあった」の合計が 3.7％、「冬に暖房

％となっており

過去１年間に、経済的な理由で、以下のようなことがありましたか。 

 

％、「冬に暖房

％となっており、道内他

 

％、「冬に暖房

道内他
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②冬に暖房が使えなかった 

 

 

 

 

保護者　全 体 (n= 2523)

0～250万円未満 (n= 223)

250～400万円未満 (n= 399)

400～700万円未満 (n= 1206)

700万円以上 (n= 577)

11.7 

8.4 

19.7 

18.3 

6.6 

87.1 

65.0 

74.9 

90.1 

98.6 

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

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

まっ たく なかっ た まれにあっ た と き どき あっ た よく あっ た 無回答

(単位：人、％)

合計
まったくな
かった

まれに
あった

ときどき
あった

よくあった 無回答

732 683 28 12 2 7
100.0% 93.3% 3.8% 1.6% 0.3% 1.0%

680 643 23 7 3 4
100.0% 94.6% 3.4% 1.0% 0.4% 0.6%

691 652 11 12 7 9
100.0% 94.4% 1.6% 1.7% 1.0% 1.3%

420 397 12 7 2 2
100.0% 94.5% 2.9% 1.7% 0.5% 0.5%
2,523 2,375 74 38 14 22

100.0% 94.1% 2.9% 1.5% 0.6% 0.9%
〔全道値〕 100.0% 88.3% 5.3% 2.6% 0.8% 2.9%
〔札幌値〕 100.0% 88.5% 4.8% 2.5% 0.8% 3.4%
〔旭川値〕 100.0% 91.2% 4.2% 1.9% 0.5% 2.2%
〔函館値〕 100.0% 90.3% 5.2% 2.1% 0.8% 1.5%

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

(単位：人、％)

合計
まったくな
かった

まれに
あった

ときどき
あった

よくあった 無回答

1,975 1,887 44 21 7 16
100.0% 95.5% 2.2% 1.1% 0.4% 0.8%

189 151 20 12 6 0
100.0% 79.9% 10.6% 6.3% 3.2% 0.0%

38 35 1 1 0 1
100.0% 92.1% 2.6% 2.6% 0.0% 2.6%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

合計
まったくな
かった

まれに
あった

ときどき
あった

よくあった 無回答

223 175 25 16 6 1
100.0% 78.5% 11.2% 7.2% 2.7% 0.4%

399 357 21 11 6 4
100.0% 89.5% 5.3% 2.8% 1.5% 1.0%
1,206 1,167 20 10 1 8

100.0% 96.8% 1.7% 0.8% 0.1% 0.7%
577 572 5 0 0 0

100.0% 99.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 

 経済的理由で支払ができなかった経験④

「あった」

「ひとり親世帯」

年収が低

 

【あった】

保護者　全 体

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

◇ 過去１年間に、経済的な理由で、以下の支払いができなかったことがありましたか。

 

（ 小５

 

経済的理由で支払ができなかった経験

「あった」は、

「ひとり親世帯」

年収が低いほど、「あった」の

【あった】 

保護者　全 体 (n= 2523)

0～250万円未満 (n= 223)

250～400万円未満 (n= 399)

400～700万円未満 (n= 1206)

700万円以上 (n= 577)

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

過去１年間に、経済的な理由で、以下の支払いができなかったことがありましたか。

小５・中２ 

経済的理由で支払ができなかった経験

は、道内他自治体調査と

「ひとり親世帯」では、すべての項目において「

いほど、「あった」の

(n= 2523)

(n= 223)

(n= 399)

(n= 1206)

(n= 577)

0%

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

まっ たく なかっ た

合計

電話料金
（携帯電
話・スマー
トフォンを
含む）

732

680

691

420

2,523

過去１年間に、経済的な理由で、以下の支払いができなかったことがありましたか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

経済的理由で支払ができなかった経験

道内他自治体調査と比較

では、すべての項目において「

いほど、「あった」の割合が高くなっています。

20%

まっ たく なかっ た

電話料金
（携帯電
話・スマー
トフォンを
含む）

電気・ガ
ス・水道の
いずれか
の料金

27
3.7% 6.3%
22

3.2% 5.0%
25

3.6% 4.9%
19

4.5% 5.7%
93

3.7% 5.5%
7.3% 10.0%
5.3% 6.3%
6.4% 8.7%
8.0% 8.5%

過去１年間に、経済的な理由で、以下の支払いができなかったことがありましたか。

保護者小２・小５・中２

72 

経済的理由で支払ができなかった経験【複数回答】

比較してほとんどの項目で低くなっています。

では、すべての項目において「あった

割合が高くなっています。

78.5 

40%

まっ たく なかっ た まれにあっ た

電気・ガ
ス・水道の
いずれか
の料金

家賃・住
宅ローン
のいずれ
かの支払
い

46 33
6.3% 4.5%
34 21

5.0% 3.1%
34 20

4.9% 2.9%
24 20

5.7% 4.8%
138 94
5.5% 3.7%

10.0% 5.6%
6.3% 3.7%
8.7% 4.4%
8.5% 4.3%

過去１年間に、経済的な理由で、以下の支払いができなかったことがありましたか。

保護者小２・小５・中２ 

【複数回答】 

してほとんどの項目で低くなっています。

あった」の割合が高くなっています。

割合が高くなっています。 

94.1 

78.5 

89.5 

96.8 

99.1 

40%

まれにあっ た と き どき あっ た

のいずれ
かの支払

公的年金
（国民年
金・厚生
年金な
ど）

公的健康
保険（国
民健康保
険・社会
保険な
ど）

33 38
4.5% 5.2%
21 40

3.1% 5.9%
20 38

2.9% 5.5%
20 23

4.8% 5.5%
94 139

3.7% 5.5%
5.6% 6.4%
3.7% 5.5%
4.4% 6.3%
4.3% 6.5%

過去１年間に、経済的な理由で、以下の支払いができなかったことがありましたか。

 保護者高２

してほとんどの項目で低くなっています。

」の割合が高くなっています。

60%

と き どき あっ た よく あっ た

公的健康
保険（国
民健康保
険・社会
保険な
ど）

税金

23
3.1%
25

3.7%
22

3.2%
19

4.5%
89

3.5%
3.8%
3.4%
3.7%
3.6%

過去１年間に、経済的な理由で、以下の支払いができなかったことがありましたか。

保護者高２ ） 

してほとんどの項目で低くなっています。 

」の割合が高くなっています。

7.2 11.2 

5.3 

80%

よく あっ た 無回答

(単位：人、％)

税金 給食費

54
7.4% 3.8%
48

7.1% 4.1%
43

6.2% 3.8%
25

6.0% 1.9%
170
6.7% 3.6%
9.1% 5.1%
7.1% 2.4%
9.7% 3.6%
9.4% 2.4%

過去１年間に、経済的な理由で、以下の支払いができなかったことがありましたか。

 

 

」の割合が高くなっています。 

7.2 

5.3 

100%

無回答

(単位：人、％)

クレジット
カードや
他の借金
の支払い

28 60
3.8% 8.2%
28 44

4.1% 6.5%
26 43

3.8% 6.2%
8 33

1.9% 7.9%
90 180

3.6% 7.1%
5.1% 8.2%
2.4% 7.1%
3.6% 8.4%
2.4% 7.3%

過去１年間に、経済的な理由で、以下の支払いができなかったことがありましたか。 
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(単位：人、％)

合計

電話料金
（携帯電
話・スマー
トフォンを
含む）

電気・ガ
ス・水道の
いずれか
の料金

家賃・住
宅ローン
のいずれ
かの支払
い

公的年金
（国民年
金・厚生
年金な
ど）

公的健康
保険（国
民健康保
険・社会
保険な
ど）

税金 給食費

クレジット
カードや
他の借金
の支払い

1,975 44 74 49 75 43 104 54 117
2.2% 3.7% 2.5% 3.8% 2.2% 5.3% 2.7% 5.9%

189 23 37 26 32 26 30 12 32
12.2% 19.6% 13.8% 16.9% 13.8% 15.9% 6.3% 16.9%

38 7 6 6 6 5 7 8 6
18.4% 15.8% 15.8% 15.8% 13.2% 18.4% 21.1% 15.8%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

合計

電話料金
（携帯電
話・スマー
トフォンを
含む）

電気・ガ
ス・水道の
いずれか
の料金

家賃・住
宅ローン
のいずれ
かの支払
い

公的年金
（国民年
金・厚生
年金な
ど）

公的健康
保険（国
民健康保
険・社会
保険な
ど）

税金 給食費

クレジット
カードや
他の借金
の支払い

223 39 47 39 54 47 49 27 49
17.5% 21.1% 17.5% 24.2% 21.1% 22.0% 12.1% 22.0%

399 27 50 30 43 21 54 24 52
6.8% 12.5% 7.5% 10.8% 5.3% 13.5% 6.0% 13.0%

1,206 22 33 21 29 13 53 34 71
1.8% 2.7% 1.7% 2.4% 1.1% 4.4% 2.8% 5.9%

577 2 4 2 3 2 6 1 4
0.3% 0.7% 0.3% 0.5% 0.3% 1.0% 0.2% 0.7%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 住宅形態⑤

「持ち家」が

「母子世帯」では「民営の賃貸住宅」の割合が高くなっています。

年収が低いほど

 

 

〔旭川値〕

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ あなたは、どのような住宅にお住まいですか。

 

（ 小５

 

住宅形態 

「持ち家」が 75.9%

「母子世帯」では「民営の賃貸住宅」の割合が高くなっています。

年収が低いほど

合計

〔旭川値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

あなたは、どのような住宅にお住まいですか。

小５・中２ 

75.9%となっており、旭川値と比較して高くなっています。

「母子世帯」では「民営の賃貸住宅」の割合が高くなっています。

年収が低いほど、「民営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

 

合計 持ち家

732
100.0%

680
100.0%

691
100.0%

420
100.0%
2,523

100.0%
100.0%

合計 持ち家

1,975
100.0%

189
100.0%

38
100.0%

合計 持ち家

223
100.0%

399
100.0%
1,206

100.0%
577

100.0%

あなたは、どのような住宅にお住まいですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

となっており、旭川値と比較して高くなっています。

「母子世帯」では「民営の賃貸住宅」の割合が高くなっています。

「民営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

持ち家
民営の賃
貸住宅

537
73.4% 16.5%
514

75.6% 15.4%
530

76.7% 12.7%
335

79.8% 10.2%
1,916
75.9% 14.1%
64.5% 23.7%

持ち家
民営の賃
貸住宅

1,616
81.8% 12.2%

41
21.7% 50.3%

22
57.9% 15.8%

持ち家
民営の賃
貸住宅

59
26.5% 40.8%
243

60.9% 22.6%
1,011
83.8% 10.1%
527

91.3% 5.7%

あなたは、どのような住宅にお住まいですか。

保護者小２・小５・中２

74 

となっており、旭川値と比較して高くなっています。

「母子世帯」では「民営の賃貸住宅」の割合が高くなっています。

「民営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

民営の賃
貸住宅

道営・市
営などの
公営住宅

121 19
16.5% 2.6%
105 21

15.4% 3.1%
88 28

12.7% 4.1%
43 13

10.2% 3.1%
357 81

14.1% 3.2%
23.7% 3.9%

民営の賃
貸住宅

道営・市
営などの
公営住宅

240 43
12.2% 2.2%

95 27
50.3% 14.3%

6 8
15.8% 21.1%

民営の賃
貸住宅

道営・市
営などの
公営住宅

91 30
40.8% 13.5%

90 30
22.6% 7.5%
122 17

10.1% 1.4%
33 0

5.7% 0.0%

あなたは、どのような住宅にお住まいですか。

保護者小２・小５・中２ 

となっており、旭川値と比較して高くなっています。

「母子世帯」では「民営の賃貸住宅」の割合が高くなっています。

「民営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

公営住宅

社宅・公
務員住宅

住宅に間
借り

19 11
2.6% 1.5%
21 8

3.1% 1.2%
28 5

4.1% 0.7%
13 4

3.1% 1.0%
81 28

3.2% 1.1%
3.9% 2.4%

公営住宅

社宅・公
務員住宅

住宅に間
借り

43 26
2.2% 1.3%
27 1

14.3% 0.5%
8 0

21.1% 0.0%

公営住宅

社宅・公
務員住宅

住宅に間
借り

30 2
13.5% 0.9%

30 2
7.5% 0.5%
17 16

1.4% 1.3%
0 8

0.0% 1.4%

あなたは、どのような住宅にお住まいですか。 

 保護者高２

となっており、旭川値と比較して高くなっています。

「母子世帯」では「民営の賃貸住宅」の割合が高くなっています。 

「民営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

住宅に間
借り

その他

17
2.3%
10

1.5%
11

1.6%
6

1.4%
44

1.7%
1.5%

住宅に間
借り

その他

9
0.5%

8
4.2%

0
0.0%

住宅に間
借り

その他

11
4.9% 12.1%
14

3.5%
13

1.1%
5

0.9%

保護者高２ ） 

となっており、旭川値と比較して高くなっています。 

「民営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。 

(単位：人、％)

その他 無回答

23
3.1% 0.5%
15

2.2% 1.0%
22

3.2% 1.0%
12

2.9% 1.7%
72

2.9% 1.0%
2.1% 1.9%

(単位：人、％)

その他 無回答

28
1.4% 0.7%
13

6.9% 2.1%
2

5.3% 0.0%

(単位：人、％)

その他 無回答

27
12.1% 1.3%

18
4.5% 0.5%
18

1.5% 0.7%
2

0.3% 0.3%

 

 

 

 

(単位：人、％)

4
0.5%

7
1.0%

7
1.0%

7
1.7%
25

1.0%
1.9%

(単位：人、％)

13
0.7%

4
2.1%

0
0.0%

(単位：人、％)

3
1.3%

2
0.5%

9
0.7%

2
0.3%

 



 

(２) 

 病院等を①

「あった」が

「母子世帯」で

年収が低

 

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診

させなかったことがありますか。

 

（ 小５

 

 医療機関への受診について

病院等を受診させなかった経験

「あった」が 19.3%

「母子世帯」で

年収が低いほど

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診

させなかったことがありますか。

小５・中２ 

医療機関への受診について

受診させなかった経験

19.3%となっており、道内他自治体調査と比較してやや

「母子世帯」では、「あった」

ほど、「あった」の

合計 あった
732

100.0%
680

100.0%
691

100.0%
420

100.0%
2,523

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

合計 あった
1,975

100.0%
189

100.0%
38

100.0%

合計 あった
223

100.0%
399

100.0%
1,206

100.0%
577

100.0%

過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診

させなかったことがありますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

医療機関への受診について 

受診させなかった経験  

となっており、道内他自治体調査と比較してやや

「あった」の割合が高くなっています。

、「あった」の割合が高くなっています。

あった なかった
127

17.3% 82.1%
146

21.5% 78.2%
146

21.1% 78.3%
68

16.2% 83.6%
487 2,025

19.3% 80.3%
17.8% 81.2%
18.4% 79.9%
19.1% 80.2%
19.0% 80.6%

あった なかった
367 1,605

18.6% 81.3%
53

28.0% 71.4%
7

18.4% 78.9%

あった なかった
61

27.4% 72.2%
119

29.8% 69.7%
216

17.9% 82.0%
70

12.1% 87.5%

過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診

させなかったことがありますか。 

保護者小２・小５・中２

75 

となっており、道内他自治体調査と比較してやや

が高くなっています。

割合が高くなっています。

(単位：人、％)
なかった 無回答

601
82.1% 0.5%
532

78.2% 0.3%
541

78.3% 0.6%
351

83.6% 0.2%
2,025 11
80.3% 0.4%
81.2% 1.0%
79.9% 1.8%
80.2% 0.8%
80.6% 0.4%

(単位：人、％)
なかった 無回答

1,605
81.3% 0.2%
135

71.4% 0.5%
30

78.9% 2.6%

(単位：人、％)
なかった 無回答

161
72.2% 0.4%
278

69.7% 0.5%
989

82.0% 0.1%
505

87.5% 0.3%

過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診

 

保護者小２・小５・中２ 

となっており、道内他自治体調査と比較してやや

が高くなっています。 

割合が高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

4
0.5%

2
0.3%

4
0.6%

1
0.2%
11

0.4%
1.0%
1.8%
0.8%
0.4%

(単位：人、％)

3
0.2%

1
0.5%

1
2.6%

(単位：人、％)

1
0.4%

2
0.5%

1
0.1%

2
0.3%

過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診

 保護者高２

となっており、道内他自治体調査と比較してやや高くなっています。

過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診

保護者高２ ） 

高くなっています。

過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診

 

高くなっています。 

過去１年間に、お子さんを病院や歯医者で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診

 



 

 

 受診させなかった理由②

「お金がなかった」が

「ひとり親

年収が低いほど

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ 受診させなかった理由は何ですか。

 

（ 小５

 

受診させなかった理由

「お金がなかった」が

ひとり親世帯」で

年収が低いほど

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

受診させなかった理由は何ですか。

小５・中２ 

受診させなかった理由【複数回答】

「お金がなかった」が 34.5

世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」

年収が低いほど、「お金がなかった」の割合が高くなっています。

合計
お金がな
かった

127
36.2%

146
33.6%

146
28.8%

68
45.6%

487
34.5%
26.4%
27.2%
20.5%
22.1%

合計
お金がな
かった

367
34.6%

53
37.7%

7
14.3%

受診させなかった理由は何ですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

【複数回答】

34.5％であり、

「仕事で連れていく時間がなかった」

「お金がなかった」の割合が高くなっています。

お金がな
かった

保険証が
なかった

46
36.2% 0.8%

49
33.6% 1.4%

42
28.8% 1.4%

31
45.6% 4.4%
168

34.5% 1.6%
26.4% 1.2%
27.2% 0.7%
20.5% 0.6%
22.1% 0.4%

お金がな
かった

保険証が
なかった

127
34.6% 1.1%

20
37.7% 5.7%

1
14.3% 14.3%

受診させなかった理由は何ですか。

保護者小２・小５・中２

76 

【複数回答】 

％であり、道内他自治体調査

「仕事で連れていく時間がなかった」

「お金がなかった」の割合が高くなっています。

保険証が
なかった

仕事で連
れていく
時間がな
かった

他の子ど
もの世話
で連れて
いく時間
がなかっ
た

1 74
0.8% 58.3%

2 75
1.4% 51.4%

2 79
1.4% 54.1%

3 28
4.4% 41.2%

8 256
1.6% 52.6%
1.2% 53.5%
0.7% 48.9%
0.6% 44.4%
0.4% 61.3%

保険証が
なかった

仕事で連
れていく
時間がな
かった

他の子ど
もの世話
で連れて
いく時間
がなかっ
た

4 178
1.1% 48.5%

3 39
5.7% 73.6%

1 6
14.3% 85.7%

受診させなかった理由は何ですか。 

保護者小２・小５・中２ 

道内他自治体調査と比較して高くなっています。

「仕事で連れていく時間がなかった」

「お金がなかった」の割合が高くなっています。

他の子ど
もの世話
で連れて
いく時間
がなかっ
た

自分の健
康状況が
悪く連れ
て行けな
かった

31
24.4%

21
14.4%

12
8.2%

7
10.3% 10.3%

71
14.6%
11.4%
17.1%
8.6%

12.3%

他の子ど
もの世話
で連れて
いく時間
がなかっ
た

自分の健
康状況が
悪く連れ
て行けな
かった

59
16.1%

4
7.5%

1
14.3%

 保護者高２

と比較して高くなっています。

「仕事で連れていく時間がなかった」の割合が高くなっています。

「お金がなかった」の割合が高くなっています。 

自分の健
康状況が
悪く連れ
て行けな
かった

病院が遠
かった

9
7.1% 3.1%
14

9.6% 4.1%
6

4.1% 1.4%
7

10.3% 2.9%
36 14

7.4% 2.9%
4.9% 4.5%
5.7% 3.8%
3.9% 2.0%
3.3% 2.8%

自分の健
康状況が
悪く連れ
て行けな
かった

病院が遠
かった

28 11
7.6% 3.0%

3
5.7% 5.7%

0
0.0% 0.0%

保護者高２ ） 

と比較して高くなっています。

が高くなっています。

病院が遠 子どもが
嫌がった

その他

4 24
3.1% 18.9%

6 30
4.1% 20.5%

2 35
1.4% 24.0%

2 18
2.9% 26.5%
14 107

2.9% 22.0%
4.5% 18.0%
3.8% 15.7%
2.0% 13.4%
2.8% 22.5%

病院が遠 子どもが
嫌がった

その他

11 82
3.0% 22.3%

3 6
5.7% 11.3%

0 1
0.0% 14.3%

 

と比較して高くなっています。 

が高くなっています。 

(単位：人、％)

その他 無回答

21
16.5%

30
20.5%

35
24.0%

9
13.2%

95
19.5%
12.1%
19.1%
4.3%

12.3%

(単位：人、％)

その他 無回答

80
21.8%

6
11.3%

0
0.0%

 

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

0
0.0%

0
0.0%

1
0.7%

1
1.5%

2
0.4%

-
-
-
-

(単位：人、％)

無回答

2
0.5%

0
0.0%

0
0.0%



 

77 

 

 

 

  

(単位：人、％)

合計
お金がな
かった

保険証が
なかった

仕事で連
れていく
時間がな
かった

他の子ど
もの世話
で連れて
いく時間
がなかっ
た

自分の健
康状況が
悪く連れ
て行けな
かった

病院が遠
かった

子どもが
嫌がった

その他 無回答

61 26 4 35 4 6 3 16 6 0
42.6% 6.6% 57.4% 6.6% 9.8% 4.9% 26.2% 9.8% 0.0%

119 54 2 65 21 12 4 23 18 1
45.4% 1.7% 54.6% 17.6% 10.1% 3.4% 19.3% 15.1% 0.8%

216 75 1 106 32 9 3 47 51 1
34.7% 0.5% 49.1% 14.8% 4.2% 1.4% 21.8% 23.6% 0.5%

70 10 1 41 9 7 3 17 13 0
14.3% 1.4% 58.6% 12.9% 10.0% 4.3% 24.3% 18.6% 0.0%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

(% )

保護者　全 体 (n= 485)

0～250万円未満 (n= 61)

250～400万円未満 (n= 118)

400～700万円未満 (n= 215)

700万円以上 (n= 68)

52.6 

57.4 

54.6 

49.1 

58.6 

34.5 

42.6 

45.4 

34.7 

14.3 

22.0 

26.2 

19.3 

21.8 

24.3 

46.0 

37.7 

47.9 

44.5 

47.2 

0 20 40 60 80

仕事で連れていく 時間

がなかっ た

お金がなかっ た

子ども が嫌がっ た

その他



 

６. 

 保護者①

「同居の家族」が

「父子世帯」

年収が低いほど

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 現在、お子さんについての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。

 

（ 小５

 

 悩みや相談

保護者の相談相手

「同居の家族」が

「父子世帯」では、

年収が低いほど

合計

2,523

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

1,975
両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

1,206

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

現在、お子さんについての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。

小５・中２ 

悩みや相談  

の相談相手【複数回答】

「同居の家族」が 74.4%となっており

では、「相談する人がいない」

年収が低いほど、「同居の家族」の割合が低くなっています。

同居の家
族

732 579
79.1%

680 501
73.7%

691 505
73.1%

420 293
69.8%

2,523 1,878
74.4%
70.7%
69.9%
70.7%
70.0%

同居の家
族

1,975 1,588
80.4%

189 29
15.3%

38 9
23.7%

同居の家
族

223 94
42.2%

399 274
68.7%

1,206 963
79.9%

577 464
80.4%

現在、お子さんについての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

【複数回答】 

となっており、

「相談する人がいない」

「同居の家族」の割合が低くなっています。

同居して
いない家
族・親せ
き

職場の人

468
63.9% 23.5%
364

53.5% 23.1%
318

46.0% 23.9%
164

39.0% 17.1%
1,314
52.1% 22.4%
54.0% 30.3%
55.5% 26.7%
59.7% 34.2%
60.1% 34.1%

同居して
いない家
族・親せ
き

職場の人

1,093
55.3% 21.5%
118

62.4% 25.4%
11

28.9% 10.5%

同居して
いない家
族・親せ
き

職場の人

113
50.7% 25.6%
208

52.1% 22.3%
658

54.6% 22.7%
282

48.9% 22.4%

現在、お子さんについての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。

保護者小２・小５・中２

78 

、道内他自治体調査

「相談する人がいない」の割合

「同居の家族」の割合が低くなっています。

職場の人 近所の人
それ以外
の友人・
知人

172 72
23.5% 9.8%
157 51

23.1% 7.5%
165 27

23.9% 3.9%
72 12

17.1% 2.9%
566 162

22.4% 6.4%
30.3% 5.7%
26.7% 8.3%
34.2% 6.1%
34.1% 6.6%

職場の人 近所の人
それ以外
の友人・
知人

425 138
21.5% 7.0%

48 7
25.4% 3.7%

4 3
10.5% 7.9%

職場の人 近所の人
それ以外
の友人・
知人

57 10
25.6% 4.5%

89 19
22.3% 4.8%
274 98

22.7% 8.1%
129 28

22.4% 4.9%

現在、お子さんについての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。

保護者小２・小５・中２ 

道内他自治体調査と比較して高くなっています。

の割合が高くなっています。

「同居の家族」の割合が低くなっています。

それ以外
の友人・
知人

学校の先
生

415 160
56.7% 21.9%
362 146

53.2% 21.5%
336 112

48.6% 16.2%
167

39.8% 15.0%
1,280 481
50.7% 19.1%
54.1% 19.1%
56.6% 18.4%
56.1% 21.1%
55.1% 24.5%

それ以外
の友人・
知人

学校の先
生

1,013 385
51.3% 19.5%

88
46.6% 14.8%

12
31.6% 21.1%

それ以外
の友人・
知人

学校の先
生

108
48.4% 20.2%
202

50.6% 20.6%
643 222

53.3% 18.4%
268 117

46.4% 20.3%

現在、お子さんについての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。

 保護者高２

と比較して高くなっています。

が高くなっています。 

「同居の家族」の割合が低くなっています。 

学校の先
地域の相
談員・相
談機関

医師等の
専門家

160 33
21.9% 4.5%
146 21

21.5% 3.1%
112 10

16.2% 1.4%
63 3

15.0% 0.7%
481 67

19.1% 2.7%
19.1% 2.2%
18.4% 1.9%
21.1% 1.4%
24.5% 2.0%

学校の先
地域の相
談員・相
談機関

医師等の
専門家

385 52
19.5% 2.6%

28 5
14.8% 2.6%

8 2
21.1% 5.3%

学校の先
地域の相
談員・相
談機関

医師等の
専門家

45 6
20.2% 2.7%

82 14
20.6% 3.5%
222 32

18.4% 2.7%
117 10

20.3% 1.7%

現在、お子さんについての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。

保護者高２ ） 

と比較して高くなっています。

 

医師等の
専門家

その他

31 20
4.2% 2.7%
33 16

4.9% 2.4%
32 22

4.6% 3.2%
17

4.0% 2.1%
113 67
4.5% 2.7%
3.9% 1.1%
4.2% 2.1%
5.2% 1.5%
5.5% 1.4%

医師等の
専門家

その他

85 50
4.3% 2.5%

8
4.2% 3.7%

1
2.6% 13.2%

医師等の
専門家

その他

14 10
6.3% 4.5%
22

5.5% 1.5%
50 36

4.1% 3.0%
26 14

4.5% 2.4%

現在、お子さんについての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。 

 

と比較して高くなっています。 

(単位：人、％)

相談する
人はいな
い

無回答

20 12
2.7% 1.6%
16 12

2.4% 1.8%
22 23

3.2% 3.3%
9 23

2.1% 5.5%
67 70

2.7% 2.8%
1.1% 2.6%
2.1% 2.8%
1.5% 2.3%
1.4% 2.5%

(単位：人、％)

相談する
人はいな
い

無回答

50 39
2.5% 2.0%

7 13
3.7% 6.9%

5 6
13.2% 15.8%

(単位：人、％)

相談する
人はいな
い

無回答

10 15
4.5% 6.7%

6 14
1.5% 3.5%
36 19

3.0% 1.6%
14 18

2.4% 3.1%

 

 

 

 

(単位：人、％)

無回答

7
1.0%

4
0.6%

9
1.3%

8
1.9%
28

1.1%
-
-
-
-

(単位：人、％)

無回答

15
0.8%

3
1.6%

1
2.6%

(単位：人、％)

無回答

3
1.3%

3
0.8%

9
0.7%

5
0.9%



 

 

 子どもについての悩み②

「子どもの発達」が

して低くなっています。

「ひとり親世帯」で

ています。

年収が高いほど

保護者　全 体

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

合計

小学2年生

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

◇ 現在、お子さんのことで悩んでいることはありますか。

 

（ 小５

 

子どもについての悩み

「子どもの発達」が

して低くなっています。

「ひとり親世帯」で

ています。 

年収が高いほど

保護者　全 体

両親世帯

母子世帯

父子世帯

合計

732

680

691

420

2,523

高校2年生相当

現在、お子さんのことで悩んでいることはありますか。

小５・中２ 

子どもについての悩み【複数回答】

「子どもの発達」が 8.3%、「子どものいじめ」が

して低くなっています。 

「ひとり親世帯」では、「子どもとのだんらんや話し合いの時間が持てない」の割合が高くなっ

年収が高いほど、「悩みはない」の割合が高くなっています。

(% )

保護者　全 体 (n= 2523)

両親世帯 (n= 1975)

母子世帯 (n= 189)

父子世帯 (n= 38)

0

子どもとの
だんらん
や話し合
いの時間
がもてな
い

親子関係

65 47
8.9% 6.4%
71 40

10.4% 5.9%
53 47

7.7% 6.8%
36 33

8.6% 7.9%
225 167
8.9% 6.6%
7.9% 6.3%
7.7% 7.2%

10.4% 8.3%
10.0% 7.3%

現在、お子さんのことで悩んでいることはありますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

【複数回答】

、「子どものいじめ」が

「子どもとのだんらんや話し合いの時間が持てない」の割合が高くなっ

「悩みはない」の割合が高くなっています。

2.8 

1.9 

7.0 

14.8 

0

親子関係
子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達

47 36 87
6.4% 4.9% 11.9%
40 38 59

5.9% 5.6% 8.7%
47 38 49

6.8% 5.5% 7.1%
33 32 15

7.9% 7.6% 3.6%
167 144 210
6.6% 5.7% 8.3%
6.3% 5.4% 17.8%
7.2% 6.0% 19.3%
8.3% 6.2% 20.4%
7.3% 5.9% 17.7%

現在、お子さんのことで悩んでいることはありますか。

保護者小２・小５・中２
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【複数回答】 

、「子どものいじめ」が

「子どもとのだんらんや話し合いの時間が持てない」の割合が高くなっ

「悩みはない」の割合が高くなっています。

29.8 

33.3 
31.5 

20.4 
14.8 

20

子どもの
学校の先
生との関
係

子どもの
友達関係

87 16 133
11.9% 2.2% 18.2%

59 23 130
8.7% 3.4% 19.1%
49 32

7.1% 4.6% 13.3%
15 6

3.6% 1.4% 8.3%
210 77 390
8.3% 3.1% 15.5%

17.8% 4.8% 15.7%
19.3% 4.6% 15.4%
20.4% 4.1% 17.1%
17.7% 4.9% 16.0%

現在、お子さんのことで悩んでいることはありますか。

保護者小２・小５・中２ 

、「子どものいじめ」が 1.7％となっており

「子どもとのだんらんや話し合いの時間が持てない」の割合が高くなっ

「悩みはない」の割合が高くなっています。

29.8 

33.3 

50.7 

45.7 

31.5 

40

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

133 253
18.2% 34.6% 1.1%
130 252

19.1% 37.1% 2.2%
92 394

13.3% 57.0% 2.3%
35 199

8.3% 47.4% 3.3%
390 1,098

15.5% 43.5% 2.1%
15.7% 39.3% 1.6%
15.4% 41.1% 2.0%
17.1% 43.9% 1.6%
16.0% 49.0% 2.3%

現在、お子さんのことで悩んでいることはありますか。 

 保護者高２

となっており、道内他自治体調査と

「子どもとのだんらんや話し合いの時間が持てない」の割合が高くなっ

「悩みはない」の割合が高くなっています。 

50.7 

51.8 

45.7 

52.1 

53.2 

51.2 

57.8 

57.4 

54.4 

60.6 

60

子どもの
不登校や
ひきこもり

子どもの
いじめ

子どもの
非行や不
良行為

8 11
1.1% 1.5%
15 21

2.2% 3.1%
16 9

2.3% 1.3%
14 3

3.3% 0.7%
53 44

2.1% 1.7%
1.6% 2.5%
2.0% 2.2%
1.6% 2.4%
2.3% 2.4%

 

保護者高２ ） 

道内他自治体調査と

「子どもとのだんらんや話し合いの時間が持てない」の割合が高くなっ

74.4 

80.9 

80

同居の家族

友人・ 知人

同居し ていない家族・ 親せき

相談する人はいない

その他

子どもの
非行や不
良行為

子どもの
就職

その他

7 18
1.0% 2.5%

6 22
0.9% 3.2%

5 54
0.7% 7.8%

3 41
0.7% 9.8%
21 135

0.8% 5.4%
0.6% 8.4%
1.0% 5.6%
0.9% 11.2%
0.9% 8.7%

 

道内他自治体調査と比較

「子どもとのだんらんや話し合いの時間が持てない」の割合が高くなっ

80.9 

100

同居の家族

友人・ 知人

同居し ていない家族・ 親せき

相談する人はいない

(単位：人、％)

その他
悩みはな
い

無回答

53 297
7.2% 40.6%
47 264

6.9% 38.8%
37 191

5.4% 27.6%
29 145

6.9% 34.5%
166 897
6.6% 35.6%
2.3% 33.4%
3.3% 32.3%
2.6% 32.2%
2.6% 29.9%

 

 

比較

「子どもとのだんらんや話し合いの時間が持てない」の割合が高くなっ

 

同居し ていない家族・ 親せき

(単位：人、％)

無回答

13
1.8%

8
1.2%
12

1.7%
12

2.9%
45

1.8%
-
-
-
-
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(単位：人、％)

合計

子どもとの
だんらん
や話し合
いの時間
がもてな
い

親子関係
子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達

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

子どもの
いじめ

子どもの
非行や不
良行為

子どもの
就職

その他
悩みはな
い

無回答

1,975 137 115 98 154 55 289 836 41 31 14 85 125 748 35
6.9% 5.8% 5.0% 7.8% 2.8% 14.6% 42.3% 2.1% 1.6% 0.7% 4.3% 6.3% 37.9% 1.8%

189 44 21 14 25 12 36 98 6 6 4 24 14 44 3
23.3% 11.1% 7.4% 13.2% 6.3% 19.0% 51.9% 3.2% 3.2% 2.1% 12.7% 7.4% 23.3% 1.6%

38 8 7 2 5 0 8 20 0 0 0 3 2 9 1
21.1% 18.4% 5.3% 13.2% 0.0% 21.1% 52.6% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 5.3% 23.7% 2.6%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

合計

子どもとの
だんらん
や話し合
いの時間
がもてな
い

親子関係
子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達

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

子どもの
いじめ

子どもの
非行や不
良行為

子どもの
就職

その他
悩みはな
い

無回答

223 33 27 17 21 13 42 112 5 9 5 26 17 62 4
14.8% 12.1% 7.6% 9.4% 5.8% 18.8% 50.2% 2.2% 4.0% 2.2% 11.7% 7.6% 27.8% 1.8%

399 46 26 30 33 18 82 180 15 10 5 22 32 116 7
11.5% 6.5% 7.5% 8.3% 4.5% 20.6% 45.1% 3.8% 2.5% 1.3% 5.5% 8.0% 29.1% 1.8%

1,206 85 69 64 104 28 173 522 23 17 5 60 83 464 18
7.0% 5.7% 5.3% 8.6% 2.3% 14.3% 43.3% 1.9% 1.4% 0.4% 5.0% 6.9% 38.5% 1.5%

577 54 41 29 42 16 72 234 8 8 6 20 27 217 5
9.4% 7.1% 5.0% 7.3% 2.8% 12.5% 40.6% 1.4% 1.4% 1.0% 3.5% 4.7% 37.6% 0.9%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

(% )

保護者　全 体 (n= 2523)

両親世帯 (n= 1975)

母子世帯 (n= 189)

父子世帯 (n= 38)

15.5 

14.6 

19.0 

21.1 

43.5 

42.3 

51.9 

52.6 

35.6 

37.9 

23.3 

23.7 

0 20 40 60

子ども の友達関係 子ども の学習や進路 悩みはない



 

 子ども③

「親」が

います

「父子世帯

年収が

 

【よく話す】

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、困っていることや悩みごとを、他の人にどれく

らい話しますか。

 

（ 小５・中２

 

子どもの相談相手

「親」が 42.1％と最も多く、次いで

います。 

父子世帯」では、

年収が低いほど、

【よく話す】（表中の※の項目は、高校

合計

〔全道値〕
〔札幌値〕
〔旭川値〕
〔函館値〕

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

合計

両親世帯

母子世帯

父子世帯

あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、困っていることや悩みごとを、他の人にどれく

らい話しますか。

小５・中２ 

の相談相手【複数回答】

％と最も多く、次いで

」では、「親」の割合が低く

低いほど、「祖父母など

表中の※の項目は、高校

合計 親

679 358
52.7%

689 253
36.7%

414 140
33.8%

1,782 751
42.1%
43.6%
41.9%
46.7%
47.4%

合計 親

1,354 592
43.7%

141 56
39.7%

27
22.2%

あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、困っていることや悩みごとを、他の人にどれく

らい話しますか。 

 高２ 保護者小２・小５・中２

【複数回答】 

％と最も多く、次いで「学校の友達」

の割合が低く

祖父母など」の割合が高くなっています。

表中の※の項目は、高校 2 年生相当のみが回答しています。

きょうだい
祖父母な
ど

358 106
52.7% 15.6%
253 82

36.7% 11.9%
140 47

33.8% 11.4%
751 235

42.1% 13.2%
43.6% 15.5%
41.9% 12.9%
46.7% 15.2%
47.4% 16.8%

きょうだい
祖父母な
ど

592 178
43.7% 13.1%

56 23
39.7% 16.3%

6 5
22.2% 18.5%

あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、困っていることや悩みごとを、他の人にどれく

保護者小２・小５・中２
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「学校の友達」

の割合が低くなっています。

」の割合が高くなっています。

年生相当のみが回答しています。

祖父母な
ど

学校の友
達

77 194
11.3% 28.6%

32 269
4.6% 39.0%
16 172

3.9% 41.5%
125 635
7.0% 35.6%
8.7% 41.1%
5.9% 38.3%

10.2% 40.9%
10.6% 40.5%

祖父母な
ど

学校の友
達

71 478
5.2% 35.3%
15

10.6% 34.8%
2

7.4% 29.6%

あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、困っていることや悩みごとを、他の人にどれく

保護者小２・小５・中２ 

「学校の友達」が 35.6％、「きょうだい」が

なっています。 

」の割合が高くなっています。

年生相当のみが回答しています。）

学校の友 学校以外
の友達

恋人（彼
氏・彼女）
※

194 16
28.6% 2.4%
269 23

39.0% 3.3%
172 50

41.5% 12.1%
635 89

35.6% 5.0%
41.1% 10.9%
38.3% 11.7%
40.9% 12.4%
40.5% 12.1%

学校の友 学校以外
の友達

※
恋人（彼
氏・彼女）

478 69
35.3% 5.1%

49 6
34.8% 4.3%

8 2
29.6% 7.4%

あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、困っていることや悩みごとを、他の人にどれく

 保護者高２

、「きょうだい」が

」の割合が高くなっています。 

） 

恋人（彼
氏・彼女）
※

アルバイト
先の友達
※

-
-
-
-

32
7.7%
32

7.7%
15.2%
10.5%
10.1%
11.1%

※
恋人（彼
氏・彼女）

※
アルバイト
先の友達

25
1.8%

2
1.4%

0
0.0%

あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、困っていることや悩みごとを、他の人にどれく

保護者高２ ） 

、「きょうだい」が 13.2

アルバイト
先の友達

インター
ネット上の
友達

- 1
- 0.1%
- 21
- 3.0%
5 13

1.2% 3.1%
5 35

1.2% 2.0%
1.9% 3.0%
1.3% 2.1%

- 3.1%
1.0% 3.4%

アルバイト
先の友達

インター
ネット上の
友達

4 25
0.3% 1.8%

1 4
0.7% 2.8%

0 0
0.0% 0.0%

あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、困っていることや悩みごとを、他の人にどれく

 

13.2％となって

(単位：人、％)

学校の先
生

その他の
大人（ス
ポーツ少
年団の
コーチや
塾・習い
事の先生
など）

1 43
0.1% 6.3%
21 25

3.0% 3.6%
13 8

3.1% 1.9%
35 76

2.0% 4.3%
3.0% 8.8%
2.1% 5.4%
3.1% 9.1%
3.4% 8.0%

(単位：人、％)

学校の先
生

その他の
大人（ス
ポーツ少
年団の
コーチや
塾・習い
事の先生
など）

25 58
1.8% 4.3%

4 7
2.8% 5.0%

0 1
0.0% 3.7%

あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、困っていることや悩みごとを、他の人にどれく

 

％となって

 

 

(単位：人、％)
その他の
大人（ス
ポーツ少
年団の
コーチや
塾・習い
事の先生
など）

17
2.5%
11

1.6%
6

1.4%
34

1.9%
2.1%
2.1%
3.6%
4.7%

(単位：人、％)
その他の
大人（ス
ポーツ少
年団の
コーチや
塾・習い
事の先生
など）

28
2.1%

2
1.4%

0
0.0%
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(単位：人、％)

合計 親 きょうだい
祖父母な
ど

学校の友
達

学校以外
の友達

※
恋人（彼
氏・彼女）

※
アルバイト
先の友達

インター
ネット上の
友達

学校の先
生

その他の
大人（ス
ポーツ少
年団の
コーチや
塾・習い
事の先生
など）

162 60 19 19 52 9 3 0 3 7 3
37.0% 11.7% 11.7% 32.1% 5.6% 1.9% 0.0% 1.9% 4.3% 1.9%

263 114 38 19 95 12 4 1 5 13 6
43.3% 14.4% 7.2% 36.1% 4.6% 1.5% 0.4% 1.9% 4.9% 2.3%

828 368 121 57 293 32 15 2 11 34 17
44.4% 14.6% 6.9% 35.4% 3.9% 1.8% 0.2% 1.3% 4.1% 2.1%

430 166 46 22 161 32 9 2 13 18 7
38.6% 10.7% 5.1% 37.4% 7.4% 2.1% 0.5% 3.0% 4.2% 1.6%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

７. 

 希望する支援策①

「進学にかかる

帯への住宅面の支援」となっています。

※この

 

1番目に選択した支援策

2番目に選択した支援策

3番目に選択した支援策

高校や大学の進学にかかる費用負担を軽

子どもが無料もしくは安価で食事ができ

子育てに困った時に相談でき、子育てに

関する情報が得られる場を作ってほしい

放課後等に利用できる子どもの居場所を

子育て世帯に対する住宅面の支援をして

学費や奨学金など、子どもの進路に関し

◇ 子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいと考えますか。

 

（ 小５

 

 ⽀援策と利⽤希望

希望する支援策

「進学にかかる

帯への住宅面の支援」となっています。

※このグラフは、（１番目に選択×３）＋（２番目に選択×２）＋（３番目に選択×１）として

 

1番目に選択した支援策

2番目に選択した支援策

3番目に選択した支援策

高校や大学の進学にかかる費用負担を軽

子どもが無料もしくは安価で食事ができ

子育てに困った時に相談でき、子育てに

関する情報が得られる場を作ってほしい

基礎的な学習支援の場がほしい

放課後等に利用できる子どもの居場所を

子育て世帯に対する住宅面の支援をして

学費や奨学金など、子どもの進路に関し

て情報を得る機会を作ってほしい

子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいと考えますか。

小５・中２ 

⽀援策と利⽤希望 

希望する支援策 

「進学にかかる費用負担の軽減」が最も多く、次いで「子どもの進路に関する情報」、「子育て世

帯への住宅面の支援」となっています。

は、（１番目に選択×３）＋（２番目に選択×２）＋（３番目に選択×１）として

  

合計

2,523
100.0%
2,523

100.0%
2523

100.0%

1番目に選択した支援策

2番目に選択した支援策

3番目に選択した支援策

（人）

高校や大学の進学にかかる費用負担を軽

減してほしい

子どもが無料もしくは安価で食事ができ

る場所がほしい

子育てに困った時に相談でき、子育てに

関する情報が得られる場を作ってほしい

基礎的な学習支援の場がほしい

放課後等に利用できる子どもの居場所を

増やしてほしい

子育て世帯に対する住宅面の支援をして

ほしい

学費や奨学金など、子どもの進路に関し

て情報を得る機会を作ってほしい

子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいと考えますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

 

負担の軽減」が最も多く、次いで「子どもの進路に関する情報」、「子育て世

帯への住宅面の支援」となっています。 

は、（１番目に選択×３）＋（２番目に選択×２）＋（３番目に選択×１）として

子育てに
困った時
に相談で
き、子育
てに関す
る情報が
得られる
場を作っ
てほしい

2,523 215
100.0% 8.5%
2,523 140

100.0% 5.5%
2523 284

100.0% 11.3%

（人）

高校や大学の進学にかかる費用負担を軽

減してほしい

子どもが無料もしくは安価で食事ができ

る場所がほしい

子育てに困った時に相談でき、子育てに

関する情報が得られる場を作ってほしい

基礎的な学習支援の場がほしい

放課後等に利用できる子どもの居場所を

増やしてほしい

子育て世帯に対する住宅面の支援をして

ほしい

学費や奨学金など、子どもの進路に関し

て情報を得る機会を作ってほしい
61

85

174

85

215

12

543

231

140

47

148

子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいと考えますか。

保護者小２・小５・中２
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負担の軽減」が最も多く、次いで「子どもの進路に関する情報」、「子育て世

 

は、（１番目に選択×３）＋（２番目に選択×２）＋（３番目に選択×１）として

子育てに
困った時
に相談で

てに関す
る情報が

高校や大
学の進学
にかかる
費用負担
を軽減し
てほしい

学費や奨
学金な
ど、子ども
の進路に
関して情
報を得る
機会を
作ってほ
しい

215 1,853
8.5% 73.4%
140 367
5.5% 14.5%
284 122

11.3% 4.8%

739

543

361

140

388

345

401

645

284

子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいと考えますか。

保護者小２・小５・中２ 

負担の軽減」が最も多く、次いで「子どもの進路に関する情報」、「子育て世

は、（１番目に選択×３）＋（２番目に選択×２）＋（３番目に選択×１）として

学費や奨
学金な
ど、子ども
の進路に
関して情
報を得る
機会を
作ってほ
しい

子育て世
帯に対す
る住宅面
の支援を
してほし
い

61
2.4%
739

29.3% 21.5%
388

15.4% 13.7%

1,853

子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいと考えますか。

 保護者高２

負担の軽減」が最も多く、次いで「子どもの進路に関する情報」、「子育て世

は、（１番目に選択×３）＋（２番目に選択×２）＋（３番目に選択×１）として

子育て世
帯に対す
る住宅面
の支援を
してほし

放課後等
に利用で
きる子ども
の居場所
を増やし
てほしい

85 174
3.4% 6.9%
543 361

21.5% 14.3%
345 401

13.7% 15.9%

1番 2番

子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいと考えますか。

保護者高２ ） 

負担の軽減」が最も多く、次いで「子どもの進路に関する情報」、「子育て世

は、（１番目に選択×３）＋（２番目に選択×２）＋（３番目に選択×１）としています

放課後等
に利用で
きる子ども
の居場所
を増やし
てほしい

子どもが
無料もしく
は安価で
食事がで
きる場所
がほしい

基礎的な
学習支援
の場がほ
しい

174 12
6.9% 0.5%
361 47

14.3% 1.9%
401 148

15.9% 5.9%

367

3番

子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいと考えますか。

 

負担の軽減」が最も多く、次いで「子どもの進路に関する情報」、「子育て世

 

います。 

(単位：人、％)

基礎的な
学習支援
の場がほ
しい

無回答

85
3.4%
231
9.2%
645

25.6%

122

子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいと考えますか。 

 

負担の軽減」が最も多く、次いで「子どもの進路に関する情報」、「子育て世

 

(単位：人、％)

無回答

38
1.5%
95

3.8%
190
7.5%
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①1番目に選択した支援策 

 

 

  

(単位：人、％)

合計

子育てに
困った時
に相談で
き、子育
てに関す
る情報が
得られる
場を作っ
てほしい

高校や大
学の進学
にかかる
費用負担
を軽減し
てほしい

学費や奨
学金な
ど、子ども
の進路に
関して情
報を得る
機会を
作ってほ
しい

子育て世
帯に対す
る住宅面
の支援を
してほし
い

放課後等
に利用で
きる子ども
の居場所
を増やし
てほしい

子どもが
無料もしく
は安価で
食事がで
きる場所
がほしい

基礎的な
学習支援
の場がほ
しい

無回答

1,975 164 1,459 45 62 146 10 66 23
100.0% 8.3% 73.9% 2.3% 3.1% 7.4% 0.5% 3.3% 1.2%

189 12 137 6 11 12 1 7 3
100.0% 6.3% 72.5% 3.2% 5.8% 6.3% 0.5% 3.7% 1.6%

38 5 23 2 3 0 1 1 3
100.0% 13.2% 60.5% 5.3% 7.9% 0.0% 2.6% 2.6% 7.9%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

合計

子育てに
困った時
に相談で
き、子育
てに関す
る情報が
得られる
場を作っ
てほしい

高校や大
学の進学
にかかる
費用負担
を軽減し
てほしい

学費や奨
学金な
ど、子ども
の進路に
関して情
報を得る
機会を
作ってほ
しい

子育て世
帯に対す
る住宅面
の支援を
してほし
い

放課後等
に利用で
きる子ども
の居場所
を増やし
てほしい

子どもが
無料もしく
は安価で
食事がで
きる場所
がほしい

基礎的な
学習支援
の場がほ
しい

無回答

223 15 165 7 11 8 2 12 3
100.0% 6.7% 74.0% 3.1% 4.9% 3.6% 0.9% 5.4% 1.3%

399 28 290 8 29 24 4 13 3
100.0% 7.0% 72.7% 2.0% 7.3% 6.0% 1.0% 3.3% 0.8%
1,206 103 914 28 35 76 4 39 7

100.0% 8.5% 75.8% 2.3% 2.9% 6.3% 0.3% 3.2% 0.6%
577 62 407 15 5 55 1 19 13

100.0% 10.7% 70.5% 2.6% 0.9% 9.5% 0.2% 3.3% 2.3%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 利用したい②

【小学５年生及び中学２年生】

「家以外で勉強

れる場所」

「母子世帯」では、

所」「家以外で晩ごはんをみんなで食べることができる場所」の割合が高くなっています。

【高校２年生相当】

「進学の際に利用できる返

所」となっています。

「母子世帯」では、「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が

す。 

 

【利用してみたい】

【小学 5

 

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたは、以下の場所があれば、利用してみたいと思いますか。

 

（ 小５・中２

 

利用したい場所など

【小学５年生及び中学２年生】

「家以外で勉強

れる場所」となっています。

「母子世帯」では、

所」「家以外で晩ごはんをみんなで食べることができる場所」の割合が高くなっています。

【高校２年生相当】

「進学の際に利用できる返

」となっています。

「母子世帯」では、「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が

 

【利用してみたい】（

5年生、中学

 

合計

小学5年生

中学2年生

高校2年生相当

両親世帯

母子世帯

父子世帯

あなたは、以下の場所があれば、利用してみたいと思いますか。

小５・中２ 

場所など【複数回答】

【小学５年生及び中学２年生】

「家以外で勉強できる場所」が

となっています。 

「母子世帯」では、ほとんどの項目で割合が高くなっていますが、特に

所」「家以外で晩ごはんをみんなで食べることができる場所」の割合が高くなっています。

【高校２年生相当】 

「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が最も多く、次いで「家以外で

」となっています。 

「母子世帯」では、「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が

（表中の※の項目は、高校

2年生のみの家族

  

合計

「家以外
で」平日
の放課後
に夜まで
いることが
できる場
所

679

689

414

合計

「家以外
で」平日
の放課後
に夜まで
いることが
できる場
所

1,039
100.0%

111
100.0%

19
100.0%

あなたは、以下の場所があれば、利用してみたいと思いますか。

 高２ 保護者小２・小５・中２

【複数回答】 

【小学５年生及び中学２年生】 

」が最も多く、次いで「家以外で大学生などが

 

ほとんどの項目で割合が高くなっていますが、特に

所」「家以外で晩ごはんをみんなで食べることができる場所」の割合が高くなっています。

済不要の給付奨学金」が最も多く、次いで「家以外で

「母子世帯」では、「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が

表中の※の項目は、高校 2

年生のみの家族形態別クロス表】

「家以外
で」平日
の放課後
に夜まで
いることが
できる場

「家以外
で」休日
に夜まで
いることが
できる場
所

147
21.6% 21.2%
204

29.6% 32.4%
150

36.2% 38.4%

「家以外
で」平日
の放課後
に夜まで
いることが
できる場

「家以外
で」休日
に夜まで
いることが
できる場
所

258
24.8% 25.6%

38
34.2% 32.4%

4
21.1% 26.3%

あなたは、以下の場所があれば、利用してみたいと思いますか。

保護者小２・小５・中２
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最も多く、次いで「家以外で大学生などが

ほとんどの項目で割合が高くなっていますが、特に

所」「家以外で晩ごはんをみんなで食べることができる場所」の割合が高くなっています。

済不要の給付奨学金」が最も多く、次いで「家以外で

「母子世帯」では、「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が

2 年生相当のみが回答しています。

形態別クロス表】 

「家以外
で」休日
に夜まで
いることが
できる場

家の人が
いないと
き、「家以
外で」晩ご
はんをみ
んなで食
べることが
できる場
所

144 200
21.2% 29.5%
223 182

32.4% 26.4%
159 112

38.4% 27.1%

「家以外
で」休日
に夜まで
いることが
できる場

家の人が
いないと
き、「家以
外で」晩ご
はんをみ
んなで食
べることが
できる場
所

266 272
25.6% 26.2%

36 40
32.4% 36.0%

5
26.3% 21.1%

あなたは、以下の場所があれば、利用してみたいと思いますか。

保護者小２・小５・中２ 

最も多く、次いで「家以外で大学生などが

ほとんどの項目で割合が高くなっていますが、特に

所」「家以外で晩ごはんをみんなで食べることができる場所」の割合が高くなっています。

済不要の給付奨学金」が最も多く、次いで「家以外で

「母子世帯」では、「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が

年生相当のみが回答しています。

家の人が

き、「家以
外で」晩ご

べることが

家で勉強
ができな
いとき、
「家以外
で」勉強
ができる
場所

「家以外
で」大学
生など
が、無料
で勉強を
教えてく
れる場所

200 203
29.5% 29.9%
182 301

26.4% 43.7%
112 216

27.1% 52.2%

家の人が

き、「家以
外で」晩ご
はんをみ
んなで食
べることが

家で勉強
ができな
いとき、
「家以外
で」勉強
ができる
場所

「家以外
で」大学
生など
が、無料
で勉強を
教えてく
れる場所

272 370
26.2% 35.6%

40 51
36.0% 45.9%

4 6
21.1% 31.6%

あなたは、以下の場所があれば、利用してみたいと思いますか。

 保護者高２

最も多く、次いで「家以外で大学生などが

ほとんどの項目で割合が高くなっていますが、特に「家以外で勉強できる場

所」「家以外で晩ごはんをみんなで食べることができる場所」の割合が高くなっています。

済不要の給付奨学金」が最も多く、次いで「家以外で

「母子世帯」では、「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が 80.0

年生相当のみが回答しています。） 

「家以外
で」大学
生など
が、無料
で勉強を
教えてく
れる場所

「学校や
家以外
で」あなた
の話を聞
いてくれる
人がいる
場所

202
29.7%
258

37.4%
160

38.6%

(単位：人、％)

「家以外
で」大学
生など
が、無料
で勉強を
教えてく
れる場所

「学校や
家以外
で」あなた
の話を聞
いてくれる
人がいる
場所

345
33.2%

41
36.9%

7
36.8%

あなたは、以下の場所があれば、利用してみたいと思いますか。 

保護者高２ ） 

最も多く、次いで「家以外で大学生などが無料で勉強を教えてく

「家以外で勉強できる場

所」「家以外で晩ごはんをみんなで食べることができる場所」の割合が高くなっています。

済不要の給付奨学金」が最も多く、次いで「家以外で勉強ができる

80.0％と多くなっていま

 

(単位：人、％)

「学校や
家以外
で」あなた
の話を聞
いてくれる
人がいる
場所

※
他者から
の目線を
気にしな
いで過ご
すことが
できる場
所

146
21.5%
135

19.6%
81 205

19.6% 49.5%

(単位：人、％)

「学校や
家以外
で」あなた
の話を聞
いてくれる
人がいる
場所

203
19.5%

29
26.1%

5
26.3%

 

無料で勉強を教えてく

「家以外で勉強できる場

所」「家以外で晩ごはんをみんなで食べることができる場所」の割合が高くなっています。 

勉強ができる場

％と多くなっていま

(単位：人、％)

他者から
の目線を
気にしな
いで過ご
すことが
できる場

※
進学の際
に利用で
きる返済
不要の給
付奨学金

- -
- -
- -
- -

205 273
49.5% 65.9%

 

無料で勉強を教えてく

「家以外で勉強できる場

場

％と多くなっていま
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【高校 2年生相当のみの家族形態別クロス表】 

 

  

(単位：人、％)

合計

「家以外
で」平日
の放課後
に夜まで
いることが
できる場
所

「家以外
で」休日
に夜まで
いることが
できる場
所

家の人が
いないと
き、「家以
外で」晩ご
はんをみ
んなで食
べることが
できる場
所

家で勉強
ができな
いとき、
「家以外
で」勉強
ができる
場所

「家以外
で」大学
生など
が、無料
で勉強を
教えてく
れる場所

「学校や
家以外
で」あなた
の話を聞
いてくれる
人がいる
場所

※
他者から
の目線を
気にしな
いで過ご
すことが
できる場
所

※
進学の際
に利用で
きる返済
不要の給
付奨学金

315 110 114 84 169 120 61 153 204
100.0% 34.9% 36.2% 26.7% 53.7% 38.1% 19.4% 48.6% 64.8%

30 13 13 8 13 14 8 12 24
100.0% 43.3% 43.3% 26.7% 43.3% 46.7% 26.7% 40.0% 80.0%

8 3 3 2 3 1 1 4 3
100.0% 37.5% 37.5% 25.0% 37.5% 12.5% 12.5% 50.0% 37.5%

両親世帯

母子世帯

父子世帯
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８. 自由回答（主なもの） 

保護者回答の 578 人（22.9％）から 980 件のご意見をいただきました。主なご意見と件数は下表

のとおりです。 

「医療費助成」についてのご意見が最も多く、次いで「高校・大学費用」となっています。 

 

 

  

（件）

主な記述内容 保護者の件数

医療費助成 199

高校・大学費用 99

 放課後児童クラブ・学童保育等 97

子育て世代への経済的支援 74

職員・市政へのご意見 48

制服・学用品・修学旅行等 45

学校へのご要望 42

 学習支援（安価な塾等） 33

奨学金・就学支援金 30

 児童手当（高校まで拡大等） 30

児童センター・児童館 29

 就学援助（対象拡大・支給時期等） 27

 給食（高校まで・給食費等） 25

 子どもの遊び場・集える場 25

予防接種の助成 23

ひとり親家庭支援 23

 相談窓口（進学・子どもの相談等） 19

道路・公園等 18

バス・タクシー 14

障がい児支援 12

不登校支援 9

 部活動（支援・時間等） 5

大人・先生へのご意見 3

自習ができる場所 3

いじめ 2

アンケートへのご意見 19

その他 27

合　　　　計 980
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子ども回答の 183 人（10.3％）から 204 件のご意見をいただきました。主なご意見と件数は下表

のとおりです。 

「学校へのご要望」についてのご意見が最も多く、次いで「大人・先生へのご意見」となってい

ます。 

 

  

（件）

主な記述内容 子どもの件数

学校へのご要望 24

大人・先生へのご意見 16

 部活動（支援・時間等） 7

自習ができる場所 6

奨学金・就学支援金 5

バス・タクシー 5

 給食（高校まで・給食費等） 4

道路・公園等 4

いじめ 4

職員・市政へのご意見 3

 学習支援（安価な塾等） 3

 子どもの遊び場・集える場 3

 相談窓口（進学・子どもの相談等） 3

高校・大学費用 2

子育て世代への経済的支援 2

アンケートへのご意見 81

その他 32

合　　　　計 204
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III. 資料編 

１. 単純集計表 


