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4. 「ヤングケアラー」について
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5. ヤングケアラーに関する自由回答（主なもの）
 

 

ローンや借⾦の状況【複数回答】
子どもが感じる家の暮らし向き
経済的理由でできなかった経験
経済的理由で支払ができなかった経験【複数回答】
住宅形態 ................................

 医療機関の受診について
病院等を受診させなかった経験
受診させなかった理由

悩みや相談 ................................
保護者の相談相手【複数回答】
子どもについての悩み【複数回答】
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支援策と利⽤希望
希望する支援策
利⽤したい場所など【複数回答】

子どもの生活実態調査に関する自由回答（主なもの）
ヤングケアラー調査結果
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I. 調査の概要 
 

1. 目的 
当市における子どもがいる家庭の生活状況や子どもの様子、子育ての悩みや困りごと、ヤングケア

ラーの実態などを把握し、子どもや子育て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、ヤングケアラー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・WEB 回収 
・市立小中学校以外に通う児童生徒、令和５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・WEB 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、ヤングケアラーに関すること 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 
・令和５年 10 月〜11 月 
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6. 調査票の配付数・回収数 
  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 952 269 28.3% - - 

小学５年生 
保護者 

968 
217 22.4% 

159 81.5% 
子ども 195 20.1% 

中学２年生 
保護者 

944 
200 21.2% 

126 64.9% 
子ども 194 20.6% 

高校２年生 
相当 

保護者 
1,111 

183 16.5% 
93 73.8% 

子ども 126 11.3% 

合  計 
保護者 3,975 869 21.9% 

378 73.4% 
子ども 3,023 515 17.0% 

※「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 

小学 2 年生  
8 49 145 67 

3.0% 18.2% 53.9% 24.9% 

小学 5 年生 
11 33 124 49 

5.1% 15.2% 57.1% 22.6% 

中学 2 年生  
11 21 91 77 

5.5% 10.5% 45.5% 38.5% 

高校 2 年生 
相当 

12 21 67 83 

6.6% 11.5% 36.6% 45.4% 

合  計 
42 124 427 276 

4.8% 14.3% 49.1% 31.8% 

※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、前回調査（平成 30 年度に実施した「江別市こどもの生活実態調査」）の報告値を記

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。 
・回答選択肢が⻑い場合、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. 子どもの生活実態
1. 調査世帯の状況

・ 調査世帯の「
帯、父子世帯）

・ 「家族の人数」
ほど、「１人」の割合が高くなっています。

（1） 回答者の状況

 子どもと回答者の関係①

回答者は、「⺟親」が

【学年別×子どもと回答者の関係】

 
 子どもが通う高校②

「全日制公立高校」が

【学年別×

 

[全  体]

[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

全  体

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。
さい。

（ 小５

◇ 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

子どもの生活実態
調査世帯の状況
調査世帯の「家族形態

、父子世帯）」
「家族の人数」は「４人」、「子どもの人数」は、「２人」が最も多くなっており、
ほど、「１人」の割合が高くなっています。

回答者の状況

子どもと回答者の関係

回答者は、「⺟親」が

【学年別×子どもと回答者の関係】

子どもが通う高校

「全日制公立高校」が

【学年別×子どもが通う高校

調査数

[全  体]

[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

小学２年生

小学５年生

中学２年生

調査数

[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。
さい。 

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 

子どもの生活実態調査結果
調査世帯の状況 

家族形態」は、「両親世帯（核家族）」が多く、
」となっています。
は「４人」、「子どもの人数」は、「２人」が最も多くなっており、

ほど、「１人」の割合が高くなっています。

回答者の状況 

子どもと回答者の関係 

回答者は、「⺟親」が 89.6％、「父親」が

【学年別×子どもと回答者の関係】

子どもが通う高校  

「全日制公立高校」が 61.9

子どもが通う高校】

 

調査数 父親
869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数
全日制公
立高校

126

100.0%

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

調査結果

「両親世帯（核家族）」が多く、
となっています。 

は「４人」、「子どもの人数」は、「２人」が最も多くなっており、
ほど、「１人」の割合が高くなっています。

％、「父親」が

【学年別×子どもと回答者の関係】 

61.9％、「全日制私立高校」が

】 

父親 母親
87 779

10.0% 89.6%

22 247

8.2% 91.8%

22 194

10.1% 89.4%

18 181

9.0% 90.5%

25 157

13.7% 85.8%

9.4% 89.7%

6.0% 93.4%

5.9% 92.8%

9.3% 89.6%

21.0% 78.3%

全日制公
立高校

定時制公
立高校

78

61.9% 2.4%

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
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調査結果 

「両親世帯（核家族）」が多く、

は「４人」、「子どもの人数」は、「２人」が最も多くなっており、
ほど、「１人」の割合が高くなっています。 

％、「父親」が 10.0％となっており、親が

％、「全日制私立高校」が

きょうだい
779 0

89.6% 0.0%

247 0

91.8% 0.0%

194 0

89.4% 0.0%

181 0

90.5% 0.0%

157 0

85.8% 0.0%

89.7% 0.0%

93.4% 0.0%

92.8% 0.0%

89.6% 0.0%

78.3% 0.0%

定時制公 通信制公
立高校

3 4

2.4% 3.2%

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 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。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

「両親世帯（核家族）」が多く、うち

は「４人」、「子どもの人数」は、「２人」が最も多くなっており、

％となっており、親が

％、「全日制私立高校」が 19.8％となっています。

祖父 祖母
0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0.5%

0.5%

0.6%

0.4%

0.2%

全日制私
立高校

定時制私
立高校

25

19.8%

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。お子さんからみた続柄でお答えくだ

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 ）

うち 6.4％が「

は「４人」、「子どもの人数」は、「２人」が最も多くなっており、

％となっており、親が 99％以上となっています。

％となっています。

(単位：人、％)

祖母 その他
3

0.3% 0.0%

0

0.0% 0.0%

1

0.5% 0.0%

1

0.5% 0.0%

1

0.5% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.1% 0.0%

0.0% 0.0%

定時制私
立高校

通信制私
立高校

2

1.6% 7.1%

0.5% 3.6%

お子さんからみた続柄でお答えくだ

） 

） 

「ひとり親世帯（

は「４人」、「子どもの人数」は、「２人」が最も多くなっており、年収が低い世帯

％以上となっています。

 

％となっています。 

(単位：人、％)

その他
0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

(単位：人、％)

通信制私
立高校

その他
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7.1% 4.0%

3.6% 1.2%

お子さんからみた続柄でお答えくだ

ひとり親世帯（⺟子世

年収が低い世帯

 
％以上となっています。 

 

 

(単位：人、％)

5

4.0%

1.2%

お子さんからみた続柄でお答えくだ

⺟子世

年収が低い世帯

 
 

 



 

（2） 世帯の状況

 家族形態①

全体では
世帯」が

【学年別×家族形態】

 

 家族の人数②

全体では
います。

【学年別×家族の人数】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

全  体

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

◇ 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

世帯の状況 

家族形態 

全体では、「両親世帯」
世帯」が 5.6％となっています。

【学年別×家族形態】

家族の人数  

全体では、「４人」が
います。 

【学年別×家族の人数】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

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 

「両親世帯」が 83.1
となっています。

【学年別×家族形態】 

 

「４人」が 48.6％と最も多く、次いで「５人」が

【学年別×家族の人数】 

 

調査数 両親世帯

869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数 ２人
869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

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

83.1％と最も多く
となっています。 

％と最も多く、次いで「５人」が

両親世帯
祖父母同
居の両親
世帯

722

83.1% 7.5%

236

87.7% 6.7%

179

82.5% 9.2%

161

80.5% 8.0%

146

79.8% 6.0%

78.3% 7.4%

82.5% 6.0%

77.4% 7.4%

76.0% 8.0%

76.2% 9.0%

３人
15 145

1.7% 16.7%

3

1.1% 13.4%

3

1.4% 18.0%

2

1.0% 17.0%

7

3.8% 19.7%

2.7% 15.0%

2.5% 13.7%

3.1% 15.1%

2.3% 14.2%

2.9% 18.6%

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

5 

と最も多く、次いで

％と最も多く、次いで「５人」が

祖父母同
居の両親 父子世帯

65 7

7.5% 0.8%

18 1

6.7% 0.4%

20 2

9.2% 0.9%

16 1

8.0% 0.5%

11 3

6.0% 1.6%

7.4% 1.5%

6.0% 1.4%

7.4% 1.3%

8.0% 1.6%

9.0% 1.9%

４人
145 422

16.7% 48.6%

36 144

13.4% 53.5%

39 103

18.0% 47.5%

34 91

17.0% 45.5%

36 84

19.7% 45.9%

15.0% 51.0%

13.7% 51.5%

15.1% 50.7%

14.2% 51.2%

18.6% 50.2%

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 保護者高２

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

次いで「祖父⺟同居の両親世帯

％と最も多く、次いで「５人」が 26.7

祖父母同
居の父子
世帯

母子世帯

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0.6%

0.5%

0.7%

0.7%

0.5%

５人 ６人
232

26.7%

75

27.9%

56

25.8%

59

29.5%

42

23.0%

22.2%

23.8%

22.1%

22.7%

18.8%

ご家族について、最も近い家族形態をお答えください。 

保護者高２ ）

保護者高２ ）

祖父⺟同居の両親世帯

26.7％、「３人」が

母子世帯
祖父母同
居の母子
世帯

49

5.6% 2.0%

10

3.7% 1.5%

11

5.1% 0.5%

12

6.0% 4.0%

16

8.7% 2.2%

7.5% 2.7%

6.0% 1.9%

8.7% 2.8%

8.1% 3.8%

7.1% 2.4%

(単位：人、％)

６人 ７人以上
37

4.3% 2.1%

9

3.3% 0.7%

12

5.5% 1.8%

7

3.5% 3.5%

9

4.9% 2.7%

5.5% 3.0%

5.6% 2.7%

4.1% 4.4%

6.8% 2.0%

5.7% 2.9%

） 

） 

祖父⺟同居の両親世帯」が 7.5

％、「３人」が 16.7

 

(単位：人、％)

祖父母同
居の母子 その他

17 9

2.0% 1.0%

4 0

1.5% 0.0%

1 4

0.5% 1.8%

8 2

4.0% 1.0%

4 3

2.2% 1.6%

2.7% 0.5%

1.9% 0.8%

2.8% 0.1%

3.8% 0.3%

2.4% 0.7%

(単位：人、％)

７人以上
18

2.1%

2

0.7%

4

1.8%

7

3.5%

5

2.7%

3.0%

2.7%

4.4%

2.0%

2.9%

 
7.5％、「⺟子

 

 
16.7％となって

(単位：人、％)

9

1.0%

0

0.0%

4

1.8%

2

1.0%

3

1.6%

0.5%

0.8%

0.1%

0.3%

0.7%

 
、「⺟子

 
％となって



 

 子どもの人数③

全体では
います。

また、年収が低い

【学年別×子どもの人数】

【世帯年収別×子どもの人数】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

400～700万円未満

0～250万円未満

250～400万円未満

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 

全体では、「２人」が
います。 

また、年収が低い

【学年別×子どもの人数】

【世帯年収別×子どもの人数】

 

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

400～700万円未満

0～250万円未満

250～400万円未満

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 中２ 

 

「２人」が 51.1％と最も多く、次いで「３人」が

また、年収が低い世帯ほど、「１人」の割合が高くなっています。

【学年別×子どもの人数】 

【世帯年収別×子どもの人数】

 

調査数 １人
869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数 １人
42

100.0%

124

100.0%

427

100.0%

276

100.0%

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

％と最も多く、次いで「３人」が

ほど、「１人」の割合が高くなっています。

【世帯年収別×子どもの人数】 

  

２人
156 444

18.0% 51.1%

41 149

15.2% 55.4%

43 107

19.8% 49.3%

37

18.5% 47.0%

35

19.1% 51.4%

16.1% 54.0%

15.7% 52.9%

16.0% 54.1%

14.8% 54.6%

18.8% 55.0%

２人
16

38.1% 35.7%

28

22.6% 47.6%

80 217

18.7% 50.8%

32 153

11.6% 55.4%

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 

％と最も多く、次いで「３人」が

ほど、「１人」の割合が高くなっています。

３人
444 235

51.1% 27.0%

149 70

55.4% 26.0%

107 57

49.3% 26.3%

94 61

47.0% 30.5%

94 47

51.4% 25.7%

54.0% 23.2%

52.9% 24.6%

54.1% 22.6%

54.6% 24.5%

55.0% 19.8%

３人
15 9

35.7% 21.4%

59 29

47.6% 23.4%

217 112

50.8% 26.2%

153 85

55.4% 30.8%

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 保護者高２

％と最も多く、次いで「３人」が 27.0

ほど、「１人」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)

４人 ５人以上
25

2.9%

7

2.6%

6

2.8%

5

2.5%

7

3.8%

4.8%

5.1%

4.9%

4.8%

4.0%

(単位：人、％)

４人 ５人以上
2

4.8%

6

4.8%

11

2.6%

6

2.2%

ご家族のうち、お子さんの人数をお答えください。 

保護者高２ ）

27.0％、「１人」が

ほど、「１人」の割合が高くなっています。 

 

 

(単位：人、％)

５人以上
9

1.0%

2

0.7%

4

1.8%

3

1.5%

0

0.0%

1.5%

1.6%

1.9%

0.6%

1.9%

(単位：人、％)

５人以上
0

0.0%

2

1.6%

7

1.6%

0

0.0%

） 

％、「１人」が 18.0
 

8.0％となって
 

％となって



 

2. 子どもの教育
・ 「授業の

の高い割合が
ない」の割合が高くなっています。

・ 高校２年生相当では、
・ 就学援助について、

ています。
・ 高校２年生相当の約７割が

また、「場所」では、「⺟子世帯
っています。

（1） 学校での教育について

 授業の理解度①

全体では
りわからない」が

「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわからない」の割合が高くなっています。

【学年別×授業の理解度】

【世帯分類別×授業の理解度】

【世帯年収別×授業の理解度】

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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、学校の授業がわからないことがありますか。

（ 小５

子どもの教育 
「授業の理解度」について
の高い割合が 84.8
ない」の割合が高くなっています。
高校２年生相当では、
就学援助について、
ています。 
高校２年生相当の約７割が
また、「場所」では、「⺟子世帯

います。 

学校での教育について

授業の理解度 

全体では、「まあまあわかる」が
りわからない」が

「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわからない」の割合が高くなっています。

【学年別×授業の理解度】

【世帯分類別×授業の理解度】

【世帯年収別×授業の理解度】

調査数

514

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

125

100.0%

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

334

100.0%

100.0%

100.0%

調査数

100.0%

100.0%

183

100.0%

127

100.0%

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、学校の授業がわからないことがありますか。

小５ 中２ 

理解度」について、
84.8％となっていますが、「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわから

ない」の割合が高くなっています。
高校２年生相当では、「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。
就学援助について、全体では、約９割が受けていないのに対し、「⺟子世帯」では、約６割が受け

高校２年生相当の約７割が「
また、「場所」では、「⺟子世帯

学校での教育について 

 

「まあまあわかる」が
りわからない」が 12.3％となっています。

「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわからない」の割合が高くなっています。

【学年別×授業の理解度】 

【世帯分類別×授業の理解度】

【世帯年収別×授業の理解度】

ほとんど
わかる

まあまあわ
かる

514 185

100.0% 36.0%

195 95

100.0% 48.7%

194 59

100.0% 30.4%

125 31

100.0% 24.8%

28.1%

39.2%

24.7%

15.7%

ほとんど
わかる

まあまあわ
かる

334 131

100.0% 39.2%

32 10

100.0% 31.3%

6 2

100.0% 33.3%

ほとんど
わかる

まあまあわ
かる

18 6

100.0% 33.3%

49 17

100.0% 34.7%

183 76

100.0% 41.5%

127 46

100.0% 36.2%

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

、全体では、「ほとんどわかる」「まあまあわかる」を合わせた理解度
％となっていますが、「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわから

ない」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。

全体では、約９割が受けていないのに対し、「⺟子世帯」では、約６割が受け

「進学希望」であり
また、「場所」では、「⺟子世帯」や年収が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高く

「まあまあわかる」が 48.8％
となっています。

「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわからない」の割合が高くなっています。

【世帯分類別×授業の理解度】 

【世帯年収別×授業の理解度】 

(単位：人、％)

まあまあわ あまりわか
らない

ほとんどわ
からない

251 63

48.8% 12.3%

85 15

43.6% 7.7%

100 25

51.5% 12.9%

66 23

52.8% 18.4%

53.9% 10.9%

48.6% 5.9%

53.3% 13.1%

63.5% 15.5%

(単位：人、％)

まあまあわ あまりわか
らない

ほとんどわ
からない

157 37

47.0% 11.1%

15 6

46.9% 18.8%

3 1

50.0% 16.7%

(単位：人、％)

まあまあわ あまりわか
らない

ほとんどわ
からない

8 4

44.4% 22.2%

26 4

53.1% 8.2%

80 22

43.7% 12.0%

64 14

50.4% 11.0%

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 

「ほとんどわかる」「まあまあわかる」を合わせた理解度
％となっていますが、「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわから

「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。
全体では、約９割が受けていないのに対し、「⺟子世帯」では、約６割が受け

」であり、うち約７割が「四年制大学」
」や年収が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高く

％と最も多く
となっています。 

「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわからない」の割合が高くなっています。

 

 

 

(単位：人、％)

ほとんどわ
からない

15

2.9%

0

0.0%

10

5.2%

5

4.0%

2.4%

0.9%

3.2%

3.6%

(単位：人、％)

ほとんどわ
からない

9

2.7%

1

3.1%

0

0.0%

(単位：人、％)

ほとんどわ
からない

0

0.0%

2

4.1%

5

2.7%

3

2.4%

あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

「ほとんどわかる」「まあまあわかる」を合わせた理解度
％となっていますが、「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわから

「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。
全体では、約９割が受けていないのに対し、「⺟子世帯」では、約６割が受け

、うち約７割が「四年制大学」
」や年収が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高く

と最も多く、次いで「ほとんどわかる」が

「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわからない」の割合が高くなっています。

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 ）

「ほとんどわかる」「まあまあわかる」を合わせた理解度
％となっていますが、「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわから

「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。
全体では、約９割が受けていないのに対し、「⺟子世帯」では、約６割が受け

、うち約７割が「四年制大学」
」や年収が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高く

次いで「ほとんどわかる」が

「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわからない」の割合が高くなっています。

） 

「ほとんどわかる」「まあまあわかる」を合わせた理解度
％となっていますが、「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわから

「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。
全体では、約９割が受けていないのに対し、「⺟子世帯」では、約６割が受け

、うち約７割が「四年制大学」を希望しています。
」や年収が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高く

次いで「ほとんどわかる」が 36.0

「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわからない」の割合が高くなっています。

「ほとんどわかる」「まあまあわかる」を合わせた理解度
％となっていますが、「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわから

「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。 
全体では、約９割が受けていないのに対し、「⺟子世帯」では、約６割が受け

を希望しています。
」や年収が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高くな

 
36.0％、「あま

「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわからない」の割合が高くなっています。 

「ほとんどわかる」「まあまあわかる」を合わせた理解度
％となっていますが、「ひとり親世帯」や年収の低い世帯では、「あまりわから

全体では、約９割が受けていないのに対し、「⺟子世帯」では、約６割が受け

を希望しています。
な

 
％、「あま



 

 勉強を誰に教えてもらうか【複数回答】②

全体では
っています。

特に
（※の項目は、高校

【学年別×勉強を誰に教えてもらうか】

【世帯分類別×勉強を誰に教えてもらうか】

 

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

勉強を誰に教えてもらうか【複数回答】

全体では、「友達」が
っています。 

特に「ひとり親世帯
（※の項目は、高校

【学年別×勉強を誰に教えてもらうか】

【世帯分類別×勉強を誰に教えてもらうか】

調査数

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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【複数回答】

「友達」が 66.1％と最も多く、次いで「親」が

「ひとり親世帯」では、「親以外の家族」や
（※の項目は、高校 2 年生相当のみが回答しています。）

【学年別×勉強を誰に教えてもらうか】

【世帯分類別×勉強を誰に教えてもらうか】

 

調査数 親

514

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

125

100.0%

調査数 親

334

100.0%

32

100.0%

6

100.0%

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

勉強を誰に教えてもらうか【複数回答】

％と最も多く、次いで「親」が

」では、「親以外の家族」や
年生相当のみが回答しています。）

【学年別×勉強を誰に教えてもらうか】 

【世帯分類別×勉強を誰に教えてもらうか】

親以外の
家族（きょ
うだいや
祖父母な
ど）

281 113

54.7% 22.0%

163 57

83.6% 29.2%

95 38

49.0% 19.6%

23 18

18.4% 14.4%

55.4% 26.3%

85.0% 35.6%

52.0% 25.1%

12.6% 13.0%

親以外の
家族（きょ
うだいや
祖父母な
ど）

202 73

60.5% 21.9%

17

53.1% 28.1%

2

33.3% 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。

保護者小２･小５･中２

8 

勉強を誰に教えてもらうか【複数回答】 

％と最も多く、次いで「親」が

」では、「親以外の家族」や「友達」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。） 

【世帯分類別×勉強を誰に教えてもらうか】 

親以外の
家族（きょ
うだいや
祖父母な

友達
恋人（彼
氏・彼女）

113 340

22.0% 66.1%

57 126

29.2% 64.6%

38 125

19.6% 64.4%

18 89

14.4% 71.2%

26.3% 59.3%

35.6% 44.3%

25.1% 62.8%

13.0% 78.0%

親以外の
家族（きょ
うだいや
祖父母な

友達
恋人（彼
氏・彼女）

73 220

21.9% 65.9%

9 24

28.1% 75.0%

2 6

33.3% 100.0%

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 保護者高２

％と最も多く、次いで「親」が 54.7

「友達」の割合が高くなっています。
 

※

恋人（彼
氏・彼女）

学校の先
生

9

1.8%

-

-

-

-

9

7.2%

7.0%

-

-

7.0%

※

恋人（彼
氏・彼女）

学校の先
生

6

1.8%

1

3.1%

0

0.0%

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 ）

54.7％、「学校の先生」が

「友達」の割合が高くなっています。

学校の先
塾や習い
事などの
先生

275

53.5% 19.3%

117

60.0% 11.3%

94

48.5% 32.0%

64

51.2% 12.0%

51.4% 22.4%

55.7% 12.4%

43.4% 40.2%

57.7% 9.4%

学校の先
塾や習い
事などの
先生

189

56.6% 19.2%

15

46.9% 12.5%

4

66.7% 16.7%

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。 

） 

％、「学校の先生」が

「友達」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)

塾や習い
事などの

その他の
大人

99 15

19.3% 2.9%

22 11

11.3% 5.6%

62 2

32.0% 1.0%

15 2

12.0% 1.6%

22.4% 1.7%

12.4% 2.4%

40.2% 1.6%

9.4% 0.7%

(単位：人、％)

塾や習い
事などの

その他の
大人

64 9

19.2% 2.7%

4 3

12.5% 9.4%

1 0

16.7% 0.0%

 
％、「学校の先生」が 53.5％とな

「友達」の割合が高くなっています。 

 

 

(単位：人、％)

教えてもら
える人が
いない

16

3.1%

3

1.5%

7

3.6%

6

4.8%

1.9%

1.2%

1.6%

3.4%

(単位：人、％)

教えてもら
える人が
いない

6

1.8%

1

3.1%

0

0.0%

 
％とな



 

 登校の様子③

全体では
学校に行きたがらない日がある」が

「ひとり親世帯
め休む割合が

【学年別×登校の様子】

【世帯分類

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

全  体

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

◇ お子さんの登校の様子はいかがですか。

（ 小５

登校の様子 

全体では、「ほとんど休まず登校している」が
学校に行きたがらない日がある」が

「ひとり親世帯
め休む割合が高くなっています。

【学年別×登校の様子】

世帯分類別×登校の様子】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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 

「ほとんど休まず登校している」が
学校に行きたがらない日がある」が

「ひとり親世帯」では、「両親世帯
高くなっています。

【学年別×登校の様子】 

別×登校の様子】 

 

調査数
ほとんど
休まず登
校している

866

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

180

100.0%

調査数
ほとんど休
まず登校
している

785

100.0%

65

100.0%

7

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

「ほとんど休まず登校している」が
学校に行きたがらない日がある」が 9.4％となっています。

両親世帯」に比べると、休まずに登校している割合が低く、時々も含
高くなっています。 

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
がらない
日がある

727

83.9% 9.4%

232

86.2% 10.0%

184

84.8% 10.6%

175

87.5% 7.5%

136

75.6% 8.9%

88.8% 7.3%

90.6% 7.9%

87.6% 9.4%

89.7% 5.9%

86.0% 5.0%

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
がらない
日がある

666

84.8% 8.9%

47

72.3% 13.8%

5

71.4% 28.6%

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

9 

「ほとんど休まず登校している」が 83.9％
％となっています。
に比べると、休まずに登校している割合が低く、時々も含

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

81 39

9.4% 4.5%

27 8

10.0% 3.0%

23 8

10.6% 3.7%

15 5

7.5% 2.5%

16 18

8.9% 10.0%

7.3% 2.3%

7.9% 1.4%

9.4% 1.8%

5.9% 3.0%

5.0% 3.8%

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

70 33

8.9% 4.2%

9 6

13.8% 9.2%

2 0

28.6% 0.0%

お子さんの登校の様子はいかがですか。病気による欠席は除く。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

％と最も多く
％となっています。 
に比べると、休まずに登校している割合が低く、時々も含

(単位：人、％)

よく休むこ
とがある

その他

8

0.9%

0

0.0%

1

0.5%

4

2.0%

3

1.7%

0.6%

0.1%

0.6%

0.3%

1.9%

(単位：人、％)

よく休むこ
とがある

その他

6

0.8%

2

3.1%

0

0.0%

病気による欠席は除く。

保護者高２ ）

と最も多く、次いで「ほどんと休まないが、

に比べると、休まずに登校している割合が低く、時々も含

 

 

(単位：人、％)

その他

11

1.3%

2

0.7%

1

0.5%

1

0.5%

7

3.9%

0.4%

0.0%

0.0%

0.4%

1.7%

(単位：人、％)

その他

10

1.3%

1

1.5%

0

0.0%

病気による欠席は除く。 

） 

、次いで「ほどんと休まないが、

に比べると、休まずに登校している割合が低く、時々も含

 
、次いで「ほどんと休まないが、

に比べると、休まずに登校している割合が低く、時々も含

 
、次いで「ほどんと休まないが、

に比べると、休まずに登校している割合が低く、時々も含



 

（2） 家庭での教育について

 学習塾や家庭教師の利用①

全体では
用している」が

前回と比較すると、全体の「利用したいが利用していない」

【学年別×学習塾や家庭教師の利用】

【世帯分類別×学習塾や家庭教師の利用】

【世帯年収別×学習塾や家庭教師の利用】

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

家庭での教育について

学習塾や家庭教師の利用

全体では、「利用したくなく利用もしていない」が
用している」が 22.6

前回と比較すると、全体の「利用したいが利用していない」

【学年別×学習塾や家庭教師の利用】

【世帯分類別×学習塾や家庭教師の利用】

【世帯年収別×学習塾や家庭教師の利用】

調査数

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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 

「利用したくなく利用もしていない」が
22.6％、「利用したいが利用していない」が

前回と比較すると、全体の「利用したいが利用していない」

【学年別×学習塾や家庭教師の利用】

【世帯分類別×学習塾や家庭教師の利用】

【世帯年収別×学習塾や家庭教師の利用】

 

調査数
利用したく
て利用し
ている

514

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

125

100.0%

調査数
利用した
くて利用
している

334

100.0%

32

100.0%

6

100.0%

調査数
利用した
くて利用
している

18

100.0%

49

100.0%

183

100.0%

127

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

 

「利用したくなく利用もしていない」が
％、「利用したいが利用していない」が

前回と比較すると、全体の「利用したいが利用していない」

【学年別×学習塾や家庭教師の利用】 

【世帯分類別×学習塾や家庭教師の利用】 

【世帯年収別×学習塾や家庭教師の利用】 

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

116

22.6% 7.6%

32

16.4% 5.1%

67

34.5% 8.8%

17

13.6% 9.6%

23.8% 13.0%

15.8% 12.4%

39.3% 12.9%

11.1% 14.0%

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

73

21.9% 8.1%

5

15.6% 3.1%

2

33.3% 33.3%

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

4

22.2% 5.6%

5

10.2% 12.2%

31

16.9% 7.7%

42

33.1% 7.1%

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

10 

「利用したくなく利用もしていない」が
％、「利用したいが利用していない」が

前回と比較すると、全体の「利用したいが利用していない」

 

 

(単位：人、％)

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

39 17

7.6% 3.3%

10 3

5.1% 1.5%

17 12

8.8% 6.2%

12 2

9.6% 1.6%

13.0% 3.9%

12.4% 4.3%

12.9% 5.4%

14.0% 0.7%

(単位：人、％)

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

利用したく
なく利用も
していな
い

27 10

8.1% 3.0%

1 3

3.1% 9.4%

2 0

33.3% 0.0%

(単位：人、％)

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

利用したく
なく利用も
していな
い

1 0

5.6% 0.0%

6 3

12.2% 6.1%

14 6

7.7% 3.3%

9 4

7.1% 3.1%

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 保護者高２

「利用したくなく利用もしていない」が 66.5％と最も多く、次いで「利用したくて利
％、「利用したいが利用していない」が 7.6％となっています。

前回と比較すると、全体の「利用したいが利用していない」の

 

 

 

(単位：人、％)

利用したく
なく利用も
していな
い

342

66.5%

150

76.9%

98

50.5%

94

75.2%

57.2%

64.7%

40.5%

72.7%

(単位：人、％)

利用したく
なく利用も
していな
い

224

67.1%

23

71.9%

2

33.3%

(単位：人、％)

利用したく
なく利用も
していな
い

13

72.2%

35

71.4%

132

72.1%

72

56.7%

あなたは、学習塾や家庭教師を利用していますか。 

保護者高２ ）

％と最も多く、次いで「利用したくて利
％となっています。

の割合が低くなっています。

） 

％と最も多く、次いで「利用したくて利
％となっています。 

が低くなっています。

 
％と最も多く、次いで「利用したくて利 

が低くなっています。 

 
 



 

（3） 就学支援について

 就学援助の受給状況①

全体では
「⺟子世帯

【学年別×就学援助の受給状況】

【世帯分類別×就学援助の受給状況】

【世帯年収別×就学援助の受給状況】

 

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

全  体

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

全体では、「受けていない」が
「⺟子世帯」や年収が低い世帯

【学年別×就学援助の受給状況】

【世帯分類別×就学援助の受給状況】

【世帯年収別×就学援助の受給状況】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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 

「受けていない」が
」や年収が低い世帯

【学年別×就学援助の受給状況】

【世帯分類別×就学援助の受給状況】

【世帯年収別×就学援助の受給状況】

 

調査数
受けてい
る

686

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

調査数 受けている

630

100.0%

46

100.0%

4

100.0%

調査数 受けている

30

100.0%

103

100.0%

360

100.0%

193

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

「受けていない」が 87.8％、「受けている」が
」や年収が低い世帯では、「受けている」

【学年別×就学援助の受給状況】 

【世帯分類別×就学援助の受給状況】 

【世帯年収別×就学援助の受給状況】 

受けてい 受けてい
ない

77 602

11.2% 87.8%

27 239

10.0% 88.8%

28 188

12.9% 86.6%

22 175

11.0% 87.5%

16.6% 82.0%

17.2% 81.6%

17.2% 81.3%

15.5% 83.2%

受けている
受けてい
ない

47 576

7.5% 91.4%

27

58.7% 41.3%

0

0.0% 100.0%

受けている
受けてい
ない

24

80.0% 20.0%

35

34.0% 66.0%

14 340

3.9% 94.4%

4 188

2.1% 97.4%

現在、就学援助を受けていますか。 

保護者小２･小５･中２

11 

％、「受けている」が
「受けている」

(単位：人、％)

受けてい わからな
い

602 7

87.8% 1.0%

239 3

88.8% 1.1%

188 1

86.6% 0.5%

175 3

87.5% 1.5%

82.0% 0.9%

81.6% 1.0%

81.3% 1.0%

83.2% 0.6%

(単位：人、％)

受けてい わからな
い

576 7

91.4% 1.1%

19 0

41.3% 0.0%

4 0

100.0% 0.0%

(単位：人、％)

受けてい わからな
い

6 0

20.0% 0.0%

68 0

66.0% 0.0%

340 6

94.4% 1.7%

188 1

97.4% 0.5%

 

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

％、「受けている」が 11.2％となっております。
「受けている」の割合が高くなっています。

 

 

 

保護者高２ ）

％となっております。
割合が高くなっています。

） 

％となっております。 
割合が高くなっています。 

 
 

 



 

 就学援助を受けていない理由②

全体では
ていなかった」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯
の割合が

【学年別×就学援助を受けていない理由】

【世帯分類

【世帯年収別×就学援助を受けていない理由】

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

全  体

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

◇ 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

全体では、「必要なかった」が
ていなかった」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯
の割合が高くなっています。

【学年別×就学援助を受けていない理由】

世帯分類別×就学援助を受けていない理由】

【世帯年収別×就学援助を受けていない理由】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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」が
ていなかった」が 19.8％、「申請したが認定されなかった」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯
高くなっています。 

【学年別×就学援助を受けていない理由】

別×就学援助を受けていない理由】

【世帯年収別×就学援助を受けていない理由】

調査数
必要な
かった

602

100.0%

239

100.0%

188

100.0%

175

100.0%

調査数
必要な
かった

576

100.0%

19

100.0%

4

100.0%

調査数
必要な
かった

6

100.0%

68

100.0%

340

100.0%

188

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  

「必要なかった」が 69.9％と
、「申請したが認定されなかった」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯では、「申請したかったが申請要件を満たしていなかった」
 

【学年別×就学援助を受けていない理由】 

別×就学援助を受けていない理由】

【世帯年収別×就学援助を受けていない理由】

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

421 119

69.9% 19.8%

169

70.7% 19.2%

124

66.0% 23.4%

128

73.1% 16.6%

64.2% 21.7%

64.0% 18.3%

63.7% 22.6%

64.9% 24.3%

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

414 110

71.9% 19.1%

5

26.3% 31.6%

1

25.0% 50.0%

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

2

33.3% 33.3%

35

51.5% 11.8%

224

65.9% 25.9%

160

85.1% 11.2%

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
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％と最も多く、次いで「申請したかったが申請要件を満たし
、「申請したが認定されなかった」が

では、「申請したかったが申請要件を満たしていなかった」

 

別×就学援助を受けていない理由】 

【世帯年収別×就学援助を受けていない理由】 

申請した
かったが
申請要件
を満たして
いなかっ

申請した
が認定さ
れなかっ
た

119 21

19.8% 3.5%

46 5

19.2% 2.1%

44 6

23.4% 3.2%

29 10

16.6% 5.7%

21.7% 6.1%

18.3% 7.4%

22.6% 5.6%

24.3% 5.2%

申請した
かったが
申請要件
を満たして
いなかっ

申請した
が認定さ
れなかっ
た

110 14

19.1% 2.4%

6 6

31.6% 31.6%

2 0

50.0% 0.0%

申請した
かったが
申請要件
を満たして
いなかっ

申請した
が認定さ
れなかっ
た

2 0

33.3% 0.0%

8 13

11.8% 19.1%

88 6

25.9% 1.8%

21 2

11.2% 1.1%

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 保護者高２

最も多く、次いで「申請したかったが申請要件を満たし
、「申請したが認定されなかった」が 3.5

では、「申請したかったが申請要件を満たしていなかった」

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

0.2%

1

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

1.2%

1.3%

1.4%

0.9%

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

0.2%

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

0

0.0%

0

0.0%

1

0.3%

0

0.0%

保護者高２ ）

最も多く、次いで「申請したかったが申請要件を満たし
3.5％となっています。

では、「申請したかったが申請要件を満たしていなかった」

申請の仕
方がわか
らなかった

就学援助
を知らな
かった

4

0.7% 2.7%

1

0.4% 2.5%

3

1.6% 2.7%

0

0.0% 2.9%

1.2% 2.0%

1.3% 3.4%

1.6% 1.4%

0.5% 1.2%

申請の仕
方がわか
らなかった

就学援助
を知らな
かった

4

0.7% 2.6%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 25.0%

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%

3

4.4% 8.8%

1

0.3% 2.6%

0

0.0% 0.5%

） 

最も多く、次いで「申請したかったが申請要件を満たし
となっています。 

では、「申請したかったが申請要件を満たしていなかった」

(単位：人、％)

就学援助
を知らな その他

16 20

2.7% 3.3%

6 11

2.5% 4.6%

5 6

2.7% 3.2%

5 3

2.9% 1.7%

2.0% 2.0%

3.4% 2.3%

1.4% 2.4%

1.2% 1.4%

(単位：人、％)

就学援助
を知らな その他

15 18

2.6% 3.1%

0 2

0.0% 10.5%

1 0

25.0% 0.0%

(単位：人、％)

就学援助
を知らな その他

0 2

0.0% 33.3%

6 3

8.8% 4.4%

9 11

2.6% 3.2%

1 4

0.5% 2.1%

 
最も多く、次いで「申請したかったが申請要件を満たし

 
では、「申請したかったが申請要件を満たしていなかった」

 

 

 

(単位：人、％)

20

3.3%

11

4.6%

6

3.2%

3

1.7%

2.0%

2.3%

2.4%

1.4%

(単位：人、％)

18

3.1%

2

10.5%

0

0.0%

(単位：人、％)

2

33.3%

3

4.4%

11

3.2%

4

2.1%

 
最も多く、次いで「申請したかったが申請要件を満たし

では、「申請したかったが申請要件を満たしていなかった」



 

 高等学校等就学支援金の受給状況③

「受けている」が
「⺟子世帯

【学年別×高等学校等就学支援金の受給状況

【世帯分類別×高等学校等就学支援金の受給状況

【世帯年収別×高等学校等就学支援金の受給状況

 

 

[高校２年生相当]

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」が
「⺟子世帯」や年収が低い世帯

【学年別×高等学校等就学支援金の受給状況

【世帯分類別×高等学校等就学支援金の受給状況

【世帯年収別×高等学校等就学支援金の受給状況

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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」が 54.4.％、「受けていない」が
」や年収が低い世帯

【学年別×高等学校等就学支援金の受給状況

【世帯分類別×高等学校等就学支援金の受給状況

【世帯年収別×高等学校等就学支援金の受給状況

 

調査数
受けてい
る

180

100.0%

調査数 受けている

155

100.0%

19

100.0%

3

100.0%

調査数 受けている

12

100.0%

21

100.0%

65

100.0%

82

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 

％、「受けていない」が
」や年収が低い世帯では、「受けている」の割合が高くなっています。

【学年別×高等学校等就学支援金の受給状況

【世帯分類別×高等学校等就学支援金の受給状況

【世帯年収別×高等学校等就学支援金の受給状況

受けてい 受けてい
ない

98

54.4% 40.0%

71.4% 25.0%

受けている
受けてい
ない

78

50.3% 43.2%

17

89.5% 10.5%

2

66.7% 33.3%

受けている
受けてい
ない

9

75.0% 16.7%

15

71.4% 23.8%

43

66.2% 30.8%

31

37.8% 54.9%

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

13 

％、「受けていない」が 40.0
では、「受けている」の割合が高くなっています。

【学年別×高等学校等就学支援金の受給状況（高校２年生相当）

【世帯分類別×高等学校等就学支援金の受給状況（高校２年生相当）

【世帯年収別×高等学校等就学支援金の受給状況（高校２年生相当）

(単位：人、％)

受けてい わからな
い

72 10

40.0% 5.6%

25.0% 1.7%

(単位：人、％)

受けてい わからな
い

67 10

43.2% 6.5%

2 0

10.5% 0.0%

1 0

33.3% 0.0%

(単位：人、％)

受けてい わからな
い

2 1

16.7% 8.3%

5 1

23.8% 4.8%

20 2

30.8% 3.1%

45 6

54.9% 7.3%

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 保護者高２

40.0％となっております。
では、「受けている」の割合が高くなっています。

（高校２年生相当）】 

 

（高校２年生相当）

 

（高校２年生相当）

 

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 ）

％となっております。
では、「受けている」の割合が高くなっています。

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

） 

％となっております。 
では、「受けている」の割合が高くなっています。 

  



 

 高等学校等就学支援金を受けていない理由④

全体では
29.2％となっています。

【学年別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

【世帯分類別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

【世帯年収別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

 

[高校２年生相当]

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

全体では「必要なかった」が
％となっています。

【学年別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

【世帯分類別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

【世帯年収別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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
％となっています。 

【学年別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

【世帯分類別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

【世帯年収別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

 

調査数
必要な
かった

72

100.0%

調査数
必要な
かった

67

100.0%

2

100.0%

1

100.0% 100.0%

調査数
必要な
かった

2

100.0% 100.0%

5

100.0%

20

100.0%

45

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

「必要なかった」が 37.5％と最も多く、次いで「申請要件を満たしていなかった」が

【学年別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

【世帯分類別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

【世帯年収別×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

申請した
かったが
申請要件
を満たして
いなかっ
た

27

37.5% 29.2%

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

25

37.3% 28.4%

1

50.0% 50.0%

1

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

2

100.0% 0.0%

1

20.0% 40.0%

6

30.0% 15.0%

18

40.0% 35.6%

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

14 

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「申請要件を満たしていなかった」が

【学年別×高等学校等就学支援金を受けていない理由（高校２年生相当）

【世帯分類別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

【世帯年収別×高等学校等就学支援金を受けていない理由

申請した
かったが
申請要件
を満たして
いなかっ

申請した
が認定さ
れなかっ
た

21 6

29.2% 8.3%

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

申請した
が認定さ
れなかっ
た

19 6

28.4% 9.0%

1 0

50.0% 0.0%

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

申請した
が認定さ
れなかっ
た

0 0

0.0% 0.0%

2 1

40.0% 20.0%

3 0

15.0% 0.0%

16 5

35.6% 11.1%

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 保護者高２

％と最も多く、次いで「申請要件を満たしていなかった」が

（高校２年生相当）

【世帯分類別×高等学校等就学支援金を受けていない理由（高校２年生相当）

【世帯年収別×高等学校等就学支援金を受けていない理由（高校２年生相当）

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

0

0.0%

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

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

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

保護者高２ ）

％と最も多く、次いで「申請要件を満たしていなかった」が

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

申請の仕
方がわか
らなかった

就学支援
金を知ら
なかった

4

5.6% 2.8%

0.0% 0.0%

申請の仕
方がわか
らなかった

就学支援
金を知ら
なかった

4

6.0% 3.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

申請の仕
方がわか
らなかった

就学支援
金を知ら
なかった

0

0.0% 0.0%

1

20.0% 0.0%

3

15.0% 5.0%

0

0.0% 2.2%

） 

％と最も多く、次いで「申請要件を満たしていなかった」が

 

 

(単位：人、％)

就学支援
金を知ら
なかった

その他

2 12

2.8% 16.7%

0.0% 4.8%

(単位：人、％)

就学支援
金を知ら
なかった

その他

2 11

3.0% 16.4%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

就学支援
金を知ら
なかった

その他

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

1 7

5.0% 35.0%

1 5

2.2% 11.1%

 
％と最も多く、次いで「申請要件を満たしていなかった」が

 

 

 

(単位：人、％)

12

16.7%

4.8%

(単位：人、％)

11

16.4%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

7

35.0%

5

11.1%

 
％と最も多く、次いで「申請要件を満たしていなかった」が



 

 奨学金の受給状況【複数回答】⑤

全体では
「貸与型

年収が低い

【学年別×奨学金の受給状況

【世帯分類別×奨学金の受給状況

【世帯年収別×奨学金の受給状況

 

[高校２年生相当]

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【複数回答】

全体では、「奨学金を受けていない」が
「貸与型の奨学金」が

年収が低い世帯

【学年別×奨学金の受給状況

【世帯分類別×奨学金の受給状況

【世帯年収別×奨学金の受給状況

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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】

「奨学金を受けていない」が
奨学金」が 2.8％となっています。

世帯ほど、「給付型の奨学金」を利用している割合が高くなっています。

【学年別×奨学金の受給状況（高校２年生相当）

【世帯分類別×奨学金の受給状況

【世帯年収別×奨学金の受給状況

 

調査数

給付型
（返済の
必要がな
い）の奨学
金

180

100.0%

調査数

給付型（返
済の必要
がない）の
奨学金

155

100.0%

19

100.0%

3

100.0%

調査数

給付型（返
済の必要
がない）の
奨学金

12

100.0%

21

100.0%

65

100.0%

82

100.0%

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

奨学金の受給状況【複数回答】 

「奨学金を受けていない」が
％となっています。

ほど、「給付型の奨学金」を利用している割合が高くなっています。

（高校２年生相当）

【世帯分類別×奨学金の受給状況（高校２年生相当）

【世帯年収別×奨学金の受給状況（高校２年生相当）

給付型
（返済の
必要がな
い）の奨学

貸与型
（将来返
済する必
要がある）
の奨学金

10

5.6% 2.8%

6.9% 3.6%

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

5

3.2% 1.9%

4

21.1% 10.5%

0

0.0% 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

3

25.0% 8.3%

5

23.8% 4.8%

2

3.1% 1.5%

0

0.0% 2.4%

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

15 

「奨学金を受けていない」が 92.2％と最も多く、次いで
％となっています。 

ほど、「給付型の奨学金」を利用している割合が高くなっています。

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

(単位：人、％)

（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

5 0

2.8% 0.0%

3.6% 0.0%

(単位：人、％)

（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

3 0

1.9% 0.0%

2 0

10.5% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

（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

1 0

8.3% 0.0%

1 0

4.8% 0.0%

1 0

1.5% 0.0%

2 0

2.4% 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 保護者高２

％と最も多く、次いで

ほど、「給付型の奨学金」を利用している割合が高くなっています。

 

 

 

 

 

(単位：人、％)

奨学金を
受けてい
ない

166

92.2%

86.7%

(単位：人、％)

奨学金を
受けてい
ない

147

94.8%

14

73.7%

3

100.0%

(単位：人、％)

奨学金を
受けてい
ない

8

66.7%

16

76.2%

62

95.4%

80

97.6%

保護者高２ ）

％と最も多く、次いで「給付型

ほど、「給付型の奨学金」を利用している割合が高くなっています。

） 

「給付型の奨学金」が

ほど、「給付型の奨学金」を利用している割合が高くなっています。 

 
奨学金」が 5.6％、

 

 
％、 



 

 江別市奨学資金貸与制度の利用状況⑥

「利用していない」が

【学年別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

 

 

[高校２年生相当]

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

「利用していない」が

【学年別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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

「利用していない」が 92.2

【学年別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

 

調査数
利用して
いる

180

100.0%

調査数
利用して
いる

155

100.0%

19

100.0%

3

100.0%

調査数
利用して
いる

12

100.0%

21

100.0%

65

100.0%

82

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 

92.2％、「利用している」が

【学年別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況

利用して
いる

利用して
いない

7 166

3.9% 92.2%

4.0% 90.0%

利用して
いる

利用して
いない

6 142

3.9% 91.6%

1

5.3% 94.7%

0

0.0% 100.0%

利用して
いる

利用して
いない

1

8.3% 91.7%

2

9.5% 85.7%

1

1.5% 92.3%

3

3.7% 93.9%

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

16 

 

「利用している」が

【学年別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況（高校２年生相当）

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況（高校２年生相当）

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度の利用状況（高校２年生相当）

(単位：人、％)

利用して わからな
い

166 7

92.2% 3.9%

90.0% 4.5%

(単位：人、％)

利用して わからな
い

142 7

91.6% 4.5%

18 0

94.7% 0.0%

3 0

100.0% 0.0%

(単位：人、％)

利用して わからな
い

11 0

91.7% 0.0%

18 1

85.7% 4.8%

60 4

92.3% 6.2%

77 2

93.9% 2.4%

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 保護者高２

「利用している」が 3.9％となっています。

（高校２年生相当）】

 

（高校２年生相当）

 

（高校２年生相当）

 

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 ）

％となっています。

】 

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

） 

％となっています。 
  



 

 江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由⑦

全体では
が 14.5

特に、「⺟子世帯」や年収が低い世帯
っています。

【学年別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

 

[高校２年生相当]

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

全体では、「必要なかった」が
14.5％、「応募したかったが
特に、「⺟子世帯」や年収が低い世帯

っています。 

【学年別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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
応募したかったが

特に、「⺟子世帯」や年収が低い世帯

【学年別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

 

調査数
必要な
かった

166

100.0%

調査数
必要な
かった

142

100.0%

18

100.0%

3

100.0%

調査数
必要な
かった

11

100.0%

18

100.0%

60

100.0%

77

100.0%

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

「必要なかった」が 61.4％と最も多く、次いで「奨学資金貸与制度を
応募したかったが応募要件を満たしていなかった」が

特に、「⺟子世帯」や年収が低い世帯では、「奨学資金貸与制度を知らなかった」の割合が高くな

【学年別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯年収別×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

応募した
かったが
応募要件
を満たして
いなかっ
た

102

61.4% 13.3%

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

90

63.4% 14.8%

8

44.4% 0.0%

2

66.7% 33.3%

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

2

18.2% 0.0%

5

27.8% 0.0%

37

61.7% 20.0%

58

75.3% 13.0%

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

17 

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「奨学資金貸与制度を
応募要件を満たしていなかった」が

では、「奨学資金貸与制度を知らなかった」の割合が高くな

【学年別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由

応募した
かったが
応募要件
を満たして
いなかっ

応募した
が選定さ
れなかっ
た

22 1

13.3% 0.6%

8.2% 0.0%

応募した
かったが
応募要件
を満たして
いなかっ

応募した
が選定さ
れなかっ
た

21 0

14.8% 0.0%

0 1

0.0% 5.6%

1 0

33.3% 0.0%

応募した
かったが
応募要件
を満たして
いなかっ

応募した
が選定さ
れなかっ
た

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 5.6%

12 0

20.0% 0.0%

10 0

13.0% 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。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

 

％と最も多く、次いで「奨学資金貸与制度を
応募要件を満たしていなかった」が

では、「奨学資金貸与制度を知らなかった」の割合が高くな

【学年別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由（高校２年生相当）

【世帯分類別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由（高校２年生相当）

【世帯年収別×江別市奨学資金貸与制度を利用していない理由（高校２年生相当）

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

3

1.8%

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

2

1.4%

1

5.6%

0

0.0%

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

9.1%

2

11.1%

0

0.0%

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「奨学資金貸与制度を
応募要件を満たしていなかった」が 13.3％となっています。

では、「奨学資金貸与制度を知らなかった」の割合が高くな

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）

（高校２年生相当）

応募の仕
方が分か
らなかった

貸与月額
が不十分
だった

2

1.2%

2.9%

応募の仕
方が分か
らなかった

貸与月額
が不十分
だった

2

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

応募の仕
方が分か
らなかった

貸与月額
が不十分
だった

0

0.0%

0

0.0% 11.1%

2

3.3%

0

0.0%

） 

％と最も多く、次いで「奨学資金貸与制度を知らなかった」
％となっています。

では、「奨学資金貸与制度を知らなかった」の割合が高くな

 

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

(単位：人、％)

貸与月額
が不十分
だった

奨学資金
貸与制度
を知らな
かった

2 24

1.2% 14.5%

0.8% 16.9%

(単位：人、％)

貸与月額
が不十分
だった

奨学資金
貸与制度
を知らな
かった

2 19

1.4% 13.4%

0 5

0.0% 27.8%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

貸与月額
が不十分
だった

奨学資金
貸与制度
を知らな
かった

0 5

0.0% 45.5%

2 7

11.1% 38.9%

0 6

0.0% 10.0%

0 6

0.0% 7.8%

 
知らなかった」

％となっています。 
では、「奨学資金貸与制度を知らなかった」の割合が高くな

 

 

 

(単位：人、％)

奨学資金
貸与制度

その他

24 10

14.5% 6.0%

16.9% 6.9

(単位：人、％)

奨学資金
貸与制度

その他

19 6

13.4% 4.2%

5 3

27.8% 16.7%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

奨学資金
貸与制度

その他

5 3

45.5% 27.3%

7 1

38.9% 5.6%

6 3

10.0% 5.0%

6 3

7.8% 3.9%

 
知らなかった」

では、「奨学資金貸与制度を知らなかった」の割合が高くな

 

 

 



 

（4） アルバイトについて

 アルバイトをしているか①

「していない」が

【学年別×アルバイトをしているか

【世帯分類別×アルバイトをしているか

【世帯年収別×アルバイトをしているか

 

[高校２年生相当]

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か

「していない」が

【学年別×アルバイトをしているか

【世帯分類別×アルバイトをしているか

【世帯年収別×アルバイトをしているか

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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 

「していない」が 80.0％、「している」が

【学年別×アルバイトをしているか

【世帯分類別×アルバイトをしているか

【世帯年収別×アルバイトをしているか

 

調査数 している

125

100.0%

調査数 している

76

100.0%

12

100.0%

3

100.0%

調査数 している

7

100.0%

11

100.0%

32

100.0%

42

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

 

「している」が

【学年別×アルバイトをしているか（高校２年生相当）

【世帯分類別×アルバイトをしているか（高校２年生相当）

【世帯年収別×アルバイトをしているか（高校２年生相当）

(単位：人、％)

している
していな
い

25 100

20.0% 80.0%

19.3% 79.5%

(単位：人、％)

している
していな
い

17

22.4% 77.6%

1

8.3% 91.7%

0

0.0% 100.0%

(単位：人、％)

している
していな
い

2

28.6% 71.4%

3

27.3% 72.7%

6

18.8% 81.3%

7

16.7% 83.3%

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

18 

「している」が 20.0％となっており

（高校２年生相当）】

 

（高校２年生相当）

 

（高校２年生相当）

 

(単位：人、％)

していな

100

80.0%

79.5%

(単位：人、％)

していな

59

77.6%

11

91.7%

3

100.0%

(単位：人、％)

していな

5

71.4%

8

72.7%

26

81.3%

35

83.3%

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 保護者高２

％となっており

】 

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

保護者高２ ）

％となっております。 

） 
  



 

 アルバイトの勤務状況②

全体では、
20.0％となっています。

平均勤務時間は、「３〜４時間未満」が
「５〜６時間未満」が

【学年別×

【学年別×

 

 

[高校２年生相当]

高校２年生相当

[高校２年生相当]

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

全体では、週の勤務日数は、「２日」が
％となっています。

平均勤務時間は、「３〜４時間未満」が
「５〜６時間未満」が

【学年別×１週間のうちの勤務日数

【学年別×１日あたりの平均勤務時間

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

[高校２年生相当]

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
％となっています。 

平均勤務時間は、「３〜４時間未満」が
「５〜６時間未満」が 8.0％となっています。

１週間のうちの勤務日数

１日あたりの平均勤務時間

 

調査数 １日
25

100.0%

調査数
２時間未
満

25

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

週の勤務日数は、「２日」が

平均勤務時間は、「３〜４時間未満」が
％となっています。

１週間のうちの勤務日数（高校２年生相当）

１日あたりの平均勤務時間（高校２年生相当）

１日 ２日
3

12.0% 36.0%

8.8% 28.8%

２時間未 ２～３時間
未満

1

4.0% 4.0%

0.0% 10.0%

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

保護者小２･小５･中２

19 

週の勤務日数は、「２日」が 36.0％と最も多く、次いで「３日」が

平均勤務時間は、「３〜４時間未満」が 44.0％と最も多く、次いで「４〜５時間未満」が
％となっています。 

（高校２年生相当）】

（高校２年生相当）

３日
9 8

36.0% 32.0%

28.8% 26.3%

２～３時間 ３～４時間
未満

1 11

4.0% 44.0%

10.0% 36.3%

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

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

％と最も多く、次いで「３日」が

％と最も多く、次いで「４〜５時間未満」が

】 

（高校２年生相当）】 

４日 ５日
8 5

32.0% 20.0%

26.3% 22.5%

４～５時間
未満

５～６時間
未満

9

36.0%

28.8%

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

保護者高２ ）

％と最も多く、次いで「３日」が

％と最も多く、次いで「４〜５時間未満」が

５日 ６日
0

0.0%

13.8%

(単位：人、％)

５～６時間
未満

６時間以
上

2

8.0% 4.0%

17.5% 6.3%

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

） 

％と最も多く、次いで「３日」が 32.0％、「４日」が

％と最も多く、次いで「４〜５時間未満」が

 

(単位：人、％)

毎日
0

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

６時間以

1

4.0%

6.3%

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

 
％、「４日」が

％と最も多く、次いで「４〜５時間未満」が 36.0％、

 

(単位：人、％)

0

0.0%

0.0%

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

 
％、「４日」が

％、



 

 アルバイトをしている理由③

（「まああてはまる
だちとの付き合いや遊びのため」
っています。

【アルバイトをしている理由（高校２年生相当）】

【世帯分類別×

【世帯年収別×生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】

 

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

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 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

まああてはまる
だちとの付き合いや遊びのため」
っています。 

【アルバイトをしている理由（高校２年生相当）】

世帯分類別×生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】

【世帯年収別×生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】

調査数

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

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

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

まああてはまる」＋「とても
だちとの付き合いや遊びのため」

【アルバイトをしている理由（高校２年生相当）】

生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】

【世帯年収別×生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】

調査数
まったくあ
てはまら
ない

25

100.0%

25

100.0%

25

100.0%

25

100.0%

25

100.0%

25

100.0%

25

100.0%

調査数
まったくあ
てはまら
ない

17

100.0%

1

100.0% 100.0%

0

0.0%

調査数
まったくあ
てはまら
ない

2

100.0%

3

100.0%

6

100.0% 100.0%

7

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 

とてもあてはまる」
だちとの付き合いや遊びのため」が 80.0％と最も多く、次いで

【アルバイトをしている理由（高校２年生相当）】

生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】

【世帯年収別×生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】

 

まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらない

1

4.0% 16.0%

5

20.0% 16.0%

20

80.0% 8.0%

19

76.0% 12.0%

17

68.0% 16.0%

18

72.0% 20.0%

14

56.0% 16.0%

まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらない

14

82.4% 5.9%

1

100.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらない

1

50.0% 0.0%

2

66.7% 0.0%

6

100.0% 0.0%

6

85.7% 14.3%

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

20 

あてはまる」を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
％と最も多く、次いで

【アルバイトをしている理由（高校２年生相当）】 

生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】

【世帯年収別×生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】

(単位：人、％)

あまりあて
はまらない

まああて
はまる

とてもあて
はまる

4 7

16.0% 28.0%

4 4

16.0% 16.0%

2 3

8.0% 12.0%

3 2

12.0% 8.0%

4 3

16.0% 12.0%

5 2

20.0% 8.0%

4 5

16.0% 20.0%

(単位：人、％)

あまりあて
はまらない

まああて
はまる

とてもあて
はまる

1 2

5.9% 11.8%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

あまりあて
はまらない

まああて
はまる

とてもあて
はまる

0 1

0.0% 50.0%

0 1

0.0% 33.3%

0 0

0.0% 0.0%

1 0

14.3% 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 保護者高２

を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
％と最も多く、次いで「趣味や娯楽のため」が

 

生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】 

 

【世帯年収別×生活費（家賃・食費・水道光熱費）のため】 

 

(単位：人、％)

とてもあて
はまる

13

52.0%

12

48.0%

0

0.0%

1

4.0%

1

4.0%

0

0.0%

2

8.0%

(単位：人、％)

とてもあて
はまる

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

とてもあて
はまる

0

0.0%

0

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 ）

を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
「趣味や娯楽のため」が

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。

） 

を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
「趣味や娯楽のため」が

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。 

 
を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、「友

「趣味や娯楽のため」が 64.0％とな

 
「友

な
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【世帯分類別×家族を支えるため】 

 

【世帯年収別×家族を支えるため】 

 
  

(単位：人、％)

調査数
まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらない

まああて
はまる

とてもあて
はまる

17 9 3 3 2

100.0% 52.9% 17.6% 17.6% 11.8%

1 1 0 0 0

100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数
まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらない

まああて
はまる

とてもあて
はまる

2 1 0 1 0

100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0%

3 2 0 0 1

100.0% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3%

6 4 2 0 0

100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0%

7 3 1 2 1

100.0% 42.9% 14.3% 28.6% 14.3%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 アルバイト代④

全体では
４万円未満」が

【学年別×アルバイト代

 

 

 子どものアルバイト代の使い道【複数回答】⑤

「お小遣い」が
（外食含む）」

【学年別×子どものアルバイト代の使い道

【世帯分類別×子どものアルバイト代の使い道

【世帯年収別×子どものアルバイト代の使い道（高校２年生相当）】

 

[高校２年生相当]

高校２年生相当

[高校２年生相当]

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

◇ 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 

全体では、「２〜３万円未満」
４万円未満」が 16.0

【学年別×アルバイト代

子どものアルバイト代の使い道【複数回答】

「お小遣い」が
（外食含む）」8.9％

【学年別×子どものアルバイト代の使い道

【世帯分類別×子どものアルバイト代の使い道

【世帯年収別×子どものアルバイト代の使い道（高校２年生相当）】

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数
授業料・
学校納付
金

180

100.0%

調査数
授業料・学
校納付金

155

100.0%

19

100.0%

3

100.0%

調査数
授業料・学
校納付金

155
100.0%

19
100.0%

3
100.0%

82
100.0%

250～400万円未満

400～700万円未満

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 

 

「２〜３万円未満」
16.0％となっています。

【学年別×アルバイト代（高校２年生相当）

子どものアルバイト代の使い道【複数回答】

「お小遣い」が 17.8％と最も多く、次いで「子ども自身の服や靴」
％となっています。

【学年別×子どものアルバイト代の使い道

【世帯分類別×子どものアルバイト代の使い道

【世帯年収別×子どものアルバイト代の使い道（高校２年生相当）】

 

調査数
１万円未
満

25

100.0%

授業料・
学校納付

通学費
（定期代な
ど）

塾などの
学校外で
かかる教
育費

2 2

1.1% 1.1%

1.0% 1.0%

授業料・学
校納付金

通学費
（定期代な
ど）

塾などの
学校外で
かかる教
育費

2 2

1.3% 1.3%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

授業料・学
校納付金

通学費
（定期代な
ど）

2 2
1.3% 1.3%

0 0
0.0% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

1 -
1.2% -

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

「２〜３万円未満」が 32.0％
となっています。 

（高校２年生相当）

子どものアルバイト代の使い道【複数回答】

最も多く、次いで「子ども自身の服や靴」
となっています。 

【学年別×子どものアルバイト代の使い道（高校２年生相当）

【世帯分類別×子どものアルバイト代の使い道

【世帯年収別×子どものアルバイト代の使い道（高校２年生相当）】

１万円未 １～２万円
未満

1

4.0% 12.0%

7.5% 13.8%

塾などの
学校外で
かかる教
育費

部活動

1

0.6% 0.6%

0.2% 0.7%

塾などの
学校外で
かかる教
育費

部活動

1

0.6% 0.6%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

塾などの
学校外で
かかる教
育費

部活動

1
0.6% 0.6%

0
0.0% 0.0%

0
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
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％と最も多く、次いで「
 

（高校２年生相当）】 

子どものアルバイト代の使い道【複数回答】 

最も多く、次いで「子ども自身の服や靴」

（高校２年生相当）

【世帯分類別×子どものアルバイト代の使い道（高校２年生相当）

【世帯年収別×子どものアルバイト代の使い道（高校２年生相当）】

１～２万円 ２～３万円
未満

3 8

12.0% 32.0%

13.8% 21.3%

習い事

お子さん
自身の食
事代（外
食含む）

1 2

0.6% 1.1%

0.7% 0.7%

習い事

お子さん
自身の食
事代（外
食含む）

1 2

0.6% 1.3% 10.3%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

習い事

お子さん
自身の食
事代（外
食含む）

1 2
0.6% 1.3%

0 0
0.0% 0.0%

0 0
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 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。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

と最も多く、次いで「４

最も多く、次いで「子ども自身の服や靴」

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】

【世帯年収別×子どものアルバイト代の使い道（高校２年生相当）】

３～４万円
未満

４～５万円
未満

4

16.0%

21.3%

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

16 17

8.9% 9.4%

6.4% 8.6%

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

16 15

10.3% 9.7%

0 2

0.0% 10.5%

0 0

0.0% 0.0%

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

16 15
10.3% 9.7%

0 2
0.0% 10.5%

0 0
0.0% 0.0%

6 6
7.3% 7.3%

 

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 ）

４〜５万円未満」が

最も多く、次いで「子ども自身の服や靴」9.4％、「子ども自身の食事代

】 

【世帯年収別×子どものアルバイト代の使い道（高校２年生相当）】 

４～５万円
未満

５～６万円
未満

5

20.0%

10.0%

お小遣い

携帯電
話・スマー
トフォンの
代金

32 8

17.8% 4.4%

14.5 6

お小遣い

携帯電
話・スマー
トフォンの
代金

28 8

18.1% 5.2%

4 0

21.1% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

お小遣い

携帯電
話・スマー
トフォンの
代金

28
18.1% 5.2%

4
21.1% 0.0%

0
0.0% 0.0%

6
7.3% 1.2%

） 

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。 

） 

万円未満」が 20.0

、「子ども自身の食事代

(単位：人、％)

５～６万円 ６～７万円
未満

1 1

4.0% 4.0%

8.8% 7.5%

下宿やひ
とり暮らし
の生活費

家族の生
活費

0

0.0% 1.7%

0 0.7

下宿やひ
とり暮らし
の生活費

家族の生
活費

0

0.0% 1.9%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

話・スマー
トフォンの

下宿やひ
とり暮らし
の生活費

家族の生
活費

8 0
5.2% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

0 0
0.0% 0.0%

1 -
1.2% -

 
20.0％、「３〜

 

 
、「子ども自身の食事代

(単位：人、％)

６～７万円 ７万円以
上

1 2

4.0% 8.0%

7.5% 10.0%

(単位：人、％)

家族の生
その他

アルバイト
をしていな
い

3 2

1.7% 1.1%

0.7 3.1

(単位：人、％)

家族の生
その他

アルバイト
をしていな
い

3 1

1.9% 0.6%

0 1

0.0% 5.3%

0 0

0.0% 0.0% 100.0%

(単位：人、％)

家族の生
その他

アルバイト
をしていな
い

3 1
1.9% 0.6%

0 1
0.0% 5.3%

0 0
0.0% 0.0%

- -
- -

 
、「３〜

 

 
、「子ども自身の食事代

 

 

 

(単位：人、％)

アルバイト
をしていな

134

74.4%

71.9

(単位：人、％)

アルバイト
をしていな

114

73.5%

14

73.7%

3

100.0%

(単位：人、％)

アルバイト
をしていな
い

114
73.5%

14
73.7%

3
100.0%

70
85.4%



 

（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①

全体では
らない」が

「⺟子世帯」では、「⼤学またはそれ以上

【学年別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

【世帯分類別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

 

【世帯年収別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

全  体

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

◇ 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

全体では、「⼤学またはそれ以上」が
らない」が 9.9％となっています。

「⺟子世帯」では、「⼤学またはそれ以上

【学年別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

【世帯分類別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

【世帯年収別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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」が
％となっています。

「⺟子世帯」では、「⼤学またはそれ以上

【学年別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

【世帯分類別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

【世帯年収別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

調査数 中学

686

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

調査数 中学

630

100.0%

46

100.0%

4

100.0%

調査数 中学

30

100.0%

103

100.0%

360

100.0%

193

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

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」が 63.4
％となっています。 

「⺟子世帯」では、「⼤学またはそれ以上

【学年別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

【世帯分類別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

【世帯年収別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

中学 高校

0

0.0% 7.0%

0

0.0% 5.9%

0

0.0% 7.4%

0

0.0% 8.0%

0.0% 9.7%

0.0% 9.0%

0.1% 9.3%

0.0% 11.0%

中学 高校

0

0.0% 7.0%

0

0.0% 6.5%

0

0.0% 0.0%

中学 高校

0

0.0% 10.0%

0

0.0% 16.5%

0

0.0% 6.4%

0

0.0% 2.6%

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
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子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか  

63.4％と最も多く、次いで「短期⼤学等」が

「⺟子世帯」では、「⼤学またはそれ以上」の割合

【学年別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

【世帯分類別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

【世帯年収別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校

48 124

7.0% 18.1%

16 43

5.9% 16.0%

16 46

7.4% 21.2%

16 35

8.0% 17.5%

9.7% 22.9%

9.0% 24.2%

9.3% 22.9%

11.0% 21.4%

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校

44 107

7.0% 17.0%

3 13

6.5% 28.3%

0 1

0.0% 25.0%

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校

3 7

10.0% 23.3%

17 26

16.5% 25.2%

23 75

6.4% 20.8%

5 16

2.6% 8.3%

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 保護者高２

 

％と最も多く、次いで「短期⼤学等」が

」の割合が低くなっています。

【学年別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】 

【世帯分類別×子どもにどの段階までの教育を受けさせたいか】 

【世帯年収別×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

わからな
い

435

63.4%

171

63.6%

127

58.5%

137

68.5%

58.1%

57.8%

57.6%

58.8%

大学また
はそれ以
上

わからな
い

407

64.6%

23

50.0%

3

75.0%

大学また
はそれ以
上

わからな
い

17

56.7%

40

38.8%

218

60.6%

160

82.9%

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 ）

％と最も多く、次いで「短期⼤学等」が

が低くなっています。 

(単位：人、％)

わからな
その他

68

9.9% 1.6%

35

13.0% 1.5%

25

11.5% 1.4%

8

4.0% 2.0%

7.5% 1.4%

7.5% 1.4%

8.7% 1.0%

6.4% 1.7%

(単位：人、％)

わからな
その他

61

9.7%

7

15.2%

0

0.0%

(単位：人、％)

わからな
その他

3

10.0%

18

17.5%

39

10.8%

8

4.1%

） 

％と最も多く、次いで「短期⼤学等」が 18.1

 

 

 

 

(単位：人、％)

その他

11

1.6%

4

1.5%

3

1.4%

4

2.0%

1.4%

1.4%

1.0%

1.7%

(単位：人、％)

その他

11

1.7%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他

0

0.0%

2

1.9%

5

1.4%

4

2.1%

 
18.1％、「わか

 
％、「わか

 



 

 どの段階まで進学したいか②

全体では、「⼤学またはそれ以上」が
「短期⼤学・高等専門学校・専門学校まで」が

【学年別×どの段階まで進学したいか（小５・中２）】

【世帯分類別×どの段階まで進学したいか

【世帯年収別×どの段階まで進学したいか

 

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

小学５年生

中学２年生

全  体

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

どの段階まで進学したいか

全体では、「⼤学またはそれ以上」が
「短期⼤学・高等専門学校・専門学校まで」が

【学年別×どの段階まで進学したいか（小５・中２）】

【世帯分類別×どの段階まで進学したいか

【世帯年収別×どの段階まで進学したいか

 

調査数

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

小学５年生

中学２年生

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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

全体では、「⼤学またはそれ以上」が
「短期⼤学・高等専門学校・専門学校まで」が

【学年別×どの段階まで進学したいか（小５・中２）】

【世帯分類別×どの段階まで進学したいか

【世帯年収別×どの段階まで進学したいか

  

調査数 中学まで

389

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

調査数 中学まで

258

100.0%

20

100.0%

3

100.0%

調査数 中学まで

11

100.0%

38

100.0%

151

100.0%

85

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 

全体では、「⼤学またはそれ以上」が 44.5
「短期⼤学・高等専門学校・専門学校まで」が

【学年別×どの段階まで進学したいか（小５・中２）】

【世帯分類別×どの段階まで進学したいか（小５・中２）

【世帯年収別×どの段階まで進学したいか（小５・中２）

中学まで 高校まで

1

0.3% 12.9%

1

0.5% 11.8%

0

0.0% 13.9%

0.1% 10.9%

0.0% 11.3%

0.3% 10.4%

中学まで 高校まで

0

0.0% 10.1%

0

0.0% 20.0%

0

0.0% 0.0%

中学まで 高校まで

0

0.0% 18.2%

0

0.0% 23.7%

0

0.0% 8.6%

0

0.0% 7.1%

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
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44.5％と最も多く、次いで
「短期⼤学・高等専門学校・専門学校まで」が 17.0％

【学年別×どの段階まで進学したいか（小５・中２）】 

（小５・中２）

（小５・中２）

高校まで

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校まで

50 66

12.9% 17.0%

23 35

11.8% 17.9%

27 31

13.9% 16.0%

10.9% 19.3%

11.3% 17.8%

10.4% 20.8%

高校まで

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校まで

大学また
はそれ以
上

26 40

10.1% 15.5%

4 6

20.0% 30.0%

0 0

0.0% 0.0%

高校まで

短期大
学・高等
専門学
校・専門
学校まで

大学また
はそれ以
上

2 3

18.2% 27.3%

9 10

23.7% 26.3%

13 25

8.6% 16.6%

6 9

7.1% 10.6%

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 保護者高２

％と最も多く、次いで
％となっています。

 

（小５・中２）】 

（小５・中２）】 

(単位：人、％)

大学また
はそれ以
上

まだわか
らない

173

44.5%

79

40.5%

94

48.5%

38.9%

33.1%

44.6%

(単位：人、％)

大学また
はそれ以
上

まだわか
らない

123

47.7%

7

35.0%

2

66.7%

(単位：人、％)

大学また
はそれ以
上

まだわか
らない

5

45.5%

6

15.8%

72

47.7%

51

60.0%

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 ）

％と最も多く、次いで「まだわからない」が
となっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

まだわか
らない

99

25.4%

57

29.2%

42

21.6%

28.4%

34.6%

22.2%

(単位：人、％)

まだわか
らない

69

26.7%

3

15.0%

1

33.3%

(単位：人、％)

まだわか
らない

1

9.1%

13

34.2%

41

27.2%

19

22.4%

） 

「まだわからない」が
 

「まだわからない」が 25.4％、
 

％、
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高校２年生相当の「就職希望」は 12.8％と、「進学希望」は 74.4％となっています。 
「ひとり親世帯」では、「就職希望」の割合も高くなっています。 

【学年別×どの段階まで進学したいか（高校２年生相当）】 

 

【世帯分類別×どの段階まで進学したいか（高校２年生相当）】 

 

【世帯年収別×どの段階まで進学したいか（高校２年生相当）】 

 

 

【子どもの進路希望×親の進路希望】 
小学５年生及び中学２年生では、子どもと親の進路希望は、54.4％が一致しています。 
高校２年生相当では、「就職で一致」が 7.6％、「進学先まで一致」が 52.2％となっています。 

 

 
【進路希望（高校２年生相当）×授業の理解度】 

「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。 

 

  

(単位：人、％)

調査数 就職希望 進学希望
まだわか
らない

125 16 93 16

100.0% 12.8% 74.4% 12.8%

[高校２年生相当] 9.9% 76.1% 12.8%

高校２年生相当

(単位：人、％)

調査数 就職希望 進学希望
まだわか
らない

76 9 59 8

100.0% 11.8% 77.6% 10.5%

12 2 7 3

100.0% 16.7% 58.3% 25.0%

3 1 2 0

100.0% 33.3% 66.7% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数 就職希望 進学希望
まだわか
らない

7 1 4 2

100.0% 14.3% 57.1% 28.6%

11 3 5 3

100.0% 27.3% 45.5% 27.3%

32 6 24 2

100.0% 18.8% 75.0% 6.3%

42 2 36 4

100.0% 4.8% 85.7% 9.5%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

(単位：人、％)

調査数 一致 不一致
285 155 130

100.0% 54.4% 45.6%

159 79 80

100.0% 49.7% 50.3%

126 76 50

100.0% 60.3% 39.7%

小学５年生

中学２年生

全  体

(単位：人、％)

調査数
就職で一
致

進学先ま
で一致

不一致 無回答

92 7 48 36 1

100.0% 7.6% 52.2% 39.1% 1.1%
高校２年生相当

(単位：人、％)

調査数 就職希望 進学希望
まだわか
らない

31 5 24 2

100.0% 16.1% 77.4% 6.5%

66 7 51 8

100.0% 10.6% 77.3% 12.1%

23 3 15 5

100.0% 13.0% 65.2% 21.7%

5 1 3 1

100.0% 20.0% 60.0% 20.0%

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



 

 就職を希望する理由③

（「まああてはまる」
たい仕事があるから」
なお金のことが心配だから」が

「進学に必要なお金のことが心配だから」と
割合となっています。

【就職を希望する理由（高校２年生相当）】

【世帯分類別×

【世帯年収別×進学に必要なお金のことが心配だから】

 

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

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

◇ 就職を希望する理由を教えてください。

（ 小５

就職を希望する理由

（「まああてはまる」
たい仕事があるから」
なお金のことが心配だから」が

「進学に必要なお金のことが心配だから」と
割合となっています。

【就職を希望する理由（高校２年生相当）】

世帯分類別×進学に必要なお金のことが心配だから】

【世帯年収別×進学に必要なお金のことが心配だから】

調査数

やりたい仕事がある

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

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

就職を希望する理由を教えてください。

小５ 中２ 

就職を希望する理由  

（「まああてはまる」+「とてもあてはまる」を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
たい仕事があるから」が 43.8
なお金のことが心配だから」が

「進学に必要なお金のことが心配だから」と
割合となっています。 

【就職を希望する理由（高校２年生相当）】

進学に必要なお金のことが心配だから】

【世帯年収別×進学に必要なお金のことが心配だから】

 

調査数
まったくあ
てはまらな
い

16

100.0%

16

100.0%

16

100.0%

16

100.0%

16

100.0%

調査数
まったくあ
てはまら
ない

9

100.0%

2

100.0%

1

100.0% 100.0%

調査数
まったくあ
てはまら
ない

1

100.0%

3

100.0%

6

100.0%

2

100.0%

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

「とてもあてはまる」を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
43.8％と最も多く、次いで

なお金のことが心配だから」が 37.5％となっています。
「進学に必要なお金のことが心配だから」と

【就職を希望する理由（高校２年生相当）】

進学に必要なお金のことが心配だから】

【世帯年収別×進学に必要なお金のことが心配だから】

まったくあ
てはまらな

あまりあて
はまらない

4

25.0% 12.5%

3

18.8% 25.0%

4

25.0% 18.8%

8

50.0% 6.3%

8

50.0% 25.0%

まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらない

2

22.2% 33.3%

1

50.0% 0.0%

1

100.0% 0.0%

まったくあ
てはまら
ない

あまりあて
はまらない

0

0.0% 0.0%

2

66.7% 0.0%

2

33.3% 33.3%

0

0.0% 50.0%

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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「とてもあてはまる」を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
最も多く、次いで「勉強が嫌いだから

となっています。
「進学に必要なお金のことが心配だから」という回答は、「⺟子世帯」や年収が低い世帯

【就職を希望する理由（高校２年生相当）】 

進学に必要なお金のことが心配だから】

【世帯年収別×進学に必要なお金のことが心配だから】

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

2 3

12.5% 18.8%

4 3

25.0% 18.8%

3 3

18.8% 18.8%

1 3

6.3% 18.8%

4 1

25.0% 6.3%

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

3 2

33.3% 22.2%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

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

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

2 1

33.3% 16.7%

1 1

50.0% 50.0%

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 保護者高２

「とてもあてはまる」を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
「勉強が嫌いだから

となっています。 
いう回答は、「⺟子世帯」や年収が低い世帯

進学に必要なお金のことが心配だから】 

【世帯年収別×進学に必要なお金のことが心配だから】 

(単位：人、％)

まああて
はまる

とてもあて
はまる

3

18.8%

3

18.8%

2

12.5%

2

12.5%

0

0.0%

(単位：人、％)

まああて
はまる

とてもあて
はまる

0

0.0%

1

50.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

まああて
はまる

とてもあて
はまる

0

0.0%

1

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

保護者高２ ）

「とてもあてはまる」を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
「勉強が嫌いだから」が

いう回答は、「⺟子世帯」や年収が低い世帯

 

 

 

(単位：人、％)

とてもあて
はまる

4

25.0%

3

18.8%

4

25.0%

2

12.5%

3

18.8%

(単位：人、％)

とてもあて
はまる

2

22.2%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

とてもあて
はまる

1

100.0%

0

0.0%

1

16.7%

0

0.0%

） 

「とてもあてはまる」を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、
」が 37.6％、「進学に必要

いう回答は、「⺟子世帯」や年収が低い世帯

 
「とてもあてはまる」を合わせた）「あてはまる」と回答した人は、「やり

、「進学に必要

いう回答は、「⺟子世帯」や年収が低い世帯で高い

 
「やり

、「進学に必要

で高い
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【世帯分類別×親や家族の面倒を見なければならないから】 

 

【世帯年収別×親や家族の面倒を見なければならないから】 

 

  

(単位：人、％)

調査数
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

9 5 2 1 0 1

100.0% 55.6% 22.2% 11.1% 0.0% 11.1%

2 1 0 0 0 1

100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

1 1 0 0 0 0

100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数
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

1 0 0 1 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

3 2 0 0 0 1

100.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

6 4 2 0 0 0

100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

2 1 0 0 0 1

100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 進学を希望する学校種別と場所④

「学校種別」
ています。
「ひとり親世帯」年収が低い世帯
「場所」では「自宅から通える学校」が
となっています。
「⺟子世帯」や年収

〇 学校種別

【学年別×

【世帯分類別×学校種別

【世帯年収

 

[高校２年生相当]

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

「学校種別」では「四年制⼤学」が
ています。 
「ひとり親世帯」年収が低い世帯
「場所」では「自宅から通える学校」が
となっています。
「⺟子世帯」や年収

学校種別 

【学年別×学校種別

【世帯分類別×学校種別

年収別×学校種別

 

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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

では「四年制⼤学」が

「ひとり親世帯」年収が低い世帯
「場所」では「自宅から通える学校」が
となっています。 
「⺟子世帯」や年収が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高くなっています。

学校種別（高校２年生相当）

【世帯分類別×学校種別（高校２年生相当）

別×学校種別（高校２年生相当）

  

調査数 短期大学

93

100.0%

調査数 短期大学

59

100.0%

7

100.0%

2

100.0%

調査数 短期大学

4

100.0%

5

100.0%

24

100.0%

36

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 

では「四年制⼤学」が 72.0

「ひとり親世帯」年収が低い世帯では、「四年制⼤学」の割合が低くなっています。
「場所」では「自宅から通える学校」が

が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高くなっています。

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）

（高校２年生相当）

短期大学 専門学校

3

3.2% 11.8%

3.5% 16.8%

短期大学 専門学校

1

1.7% 10.2%

0

0.0% 28.6%

0

0.0% 0.0%

短期大学 専門学校

0

0.0% 25.0%

0

0.0% 40.0%

0

0.0% 8.3%

1

2.8% 8.3%

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
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72.0％と最も多く、次いで「専門学校」が

では、「四年制⼤学」の割合が低くなっています。
「場所」では「自宅から通える学校」が 47.3％と最も多く、次いで「道内（自宅外）」が

が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高くなっています。

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

(単位：人、％)

専門学校
四年制大
学

11 67

11.8% 72.0%

16.8% 66.7%

(単位：人、％)

専門学校
四年制大
学

決めてい
ない

6 43

10.2% 72.9%

2 4

28.6% 57.1%

0 1

0.0% 50.0%

(単位：人、％)

専門学校
四年制大
学

決めてい
ない

1 1

25.0% 25.0%

2 2

40.0% 40.0%

2 18

8.3% 75.0%

3 28

8.3% 77.8%

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 保護者高２

％と最も多く、次いで「専門学校」が

では、「四年制⼤学」の割合が低くなっています。
％と最も多く、次いで「道内（自宅外）」が

が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高くなっています。

 

 

 

(単位：人、％)

決めてい
ない

12

12.9%

12.7%

(単位：人、％)

決めてい
ない

9

15.3%

1

14.3%

1

50.0%

(単位：人、％)

決めてい
ない

2

50.0%

1

20.0%

4

16.7%

4

11.1%

保護者高２ ）

％と最も多く、次いで「専門学校」が

では、「四年制⼤学」の割合が低くなっています。
％と最も多く、次いで「道内（自宅外）」が

が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高くなっています。

） 

％と最も多く、次いで「専門学校」が 11.8％となっ

では、「四年制⼤学」の割合が低くなっています。 
％と最も多く、次いで「道内（自宅外）」が

が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高くなっています。

 
％となっ 

 
％と最も多く、次いで「道内（自宅外）」が 16.1％

が低い世帯ほど、「自宅から通える学校」の割合が高くなっています。 

 

％ 
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〇 場所 

【学年別×場所（高校２年生相当）】 

 

【世帯分類別×場所（高校２年生相当）】 

 

【世帯年収別×場所（高校２年生相当）】 

 

 

 

  

(単位：人、％)

調査数
自宅から
通える学
校

道内（自
宅外）

道外
決めてい
ない

93 44 15 12 22

100.0% 47.3% 16.1% 12.9% 23.7%

[高校２年生相当] 49.5% 19.4% 10.8% 19.4%

高校２年生相当

(単位：人、％)

調査数
自宅から
通える学
校

道内（自
宅外）

道外
決めてい
ない

59 26 13 7 13

100.0% 44.1% 22.0% 11.9% 22.0%

7 5 1 0 1

100.0% 71.4% 14.3% 0.0% 14.3%

2 0 1 0 1

100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数
自宅から
通える学
校

道内（自
宅外）

道外
決めてい
ない

4 3 0 0 1

100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0%

5 4 0 0 1

100.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0%

24 9 8 1 6

100.0% 37.5% 33.3% 4.2% 25.0%

36 16 7 6 7

100.0% 44.4% 19.4% 16.7% 19.4%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 保護者はどの段階まで進学してほしいと考えていると思うか⑤

全体では
学校」が

【学年別×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】

【世帯分類別×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】

 

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

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

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

全体では、「四年制⼤学・⼤学院
学校」が 14.0％となっています。

【学年別×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】

【世帯分類別×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】

調査数

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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

四年制⼤学・⼤学院
％となっています。

【学年別×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】

【世帯分類別×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】

 

調査数 高校

514

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

125

100.0%

調査数 高校

334

100.0%

32

100.0%

6

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か。

 高２ 保護者小２･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

四年制⼤学・⼤学院」が 43.4
％となっています。 

【学年別×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】

【世帯分類別×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】

高校 短期大学

9

1.8% 8.6%

0

0.0% 8.7%

0

0.0% 12.9%

9

7.2% 1.6%

0.2% 9.1%

0.4% 9.7%

0.1% 10.6%

- 5.6%

高校 短期大学

4

1.2% 6.0%

2

6.3% 9.4%

0

0.0% 0.0%

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か。

保護者小２･小５･中２

30 

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

43.4％と最も多く、

【学年別×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】

【世帯分類別×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】

短期大学 専門学校

44 72

8.6% 14.0%

17 38

8.7% 19.5%

25 21

12.9% 10.8%

2 13

1.6% 10.4%

9.1% 14.2%

9.7% 13.8%

10.6% 15.5%

5.6% 12.6%

短期大学 専門学校
四年制大
学・大学
院

20 44

6.0% 13.2%

3 7

9.4% 21.9%

0 0

0.0% 0.0%

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か。

保護者小２･小５･中２ 保護者高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

％と最も多く、次いで

【学年別×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】

【世帯分類別×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】

(単位：人、％)

四年制大
学・大学
院

わからな
い

223

43.4%

77

39.5%

86

44.3%

60

48.0%

44.7%

43.2%

42.7%

50.5%

(単位：人、％)

四年制大
学・大学
院

わからな
い

153

45.8%

10

31.3%

5

83.3%

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。

保護者高２ ）

 

次いで「わからない」が

【学年別×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】 

 

【世帯分類別×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】 

 

(単位：人、％)

わからな

166

32.3%

63

32.3%

62

32.0%

41

32.8%

29.3%

30.5%

29.0%

27.8%

(単位：人、％)

わからな

113

33.8%

10

31.3%

1

16.7%

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。

） 

「わからない」が 32.3

 

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。

 
32.3％、「専門

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。 

 
「専門



 

 子どもの高校卒業後の進路⑥

全体では
「専門学校進学」が同率で

年収

【学年別×子どもの高校卒業後の進路

【世帯分類別×子どもの高校卒業後の進路

【世帯年収別×子どもの高校卒業後の進路

 

[高校２年生相当]

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

全体では、「四年制⼤学進学」が
「専門学校進学」が同率で

年収が低い世帯ほど、「四年制⼤学進学」の割合が低くなっています。

【学年別×子どもの高校卒業後の進路

【世帯分類別×子どもの高校卒業後の進路

【世帯年収別×子どもの高校卒業後の進路

 

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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 

子どもの高校卒業後の進路

「四年制⼤学進学」が
「専門学校進学」が同率で 7.8

が低い世帯ほど、「四年制⼤学進学」の割合が低くなっています。

【学年別×子どもの高校卒業後の進路

【世帯分類別×子どもの高校卒業後の進路

【世帯年収別×子どもの高校卒業後の進路

  

調査数 就職

180

100.0%

調査数 就職

155

100.0%

19

100.0%

3

100.0%

調査数 就職

12

100.0%

21

100.0%

65

100.0%

82

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

子どもの高校卒業後の進路 

「四年制⼤学進学」が 57.8％と最も多く、
7.8％となっています。

が低い世帯ほど、「四年制⼤学進学」の割合が低くなっています。

【学年別×子どもの高校卒業後の進路（高校２年生相当）

【世帯分類別×子どもの高校卒業後の進路（高校２年生相当）

【世帯年収別×子どもの高校卒業後の進路（高校２年生相当）

就職
短期大学
進学

14

7.8% 0.6%

5.7% 2.1%

就職
短期大学
進学

12

7.7% 0.6%

2

10.5% 0.0%

0

0.0% 0.0%

就職
短期大学
進学

3

25.0% 0.0%

2

9.5% 0.0%

8

12.3% 1.5%

1

1.2% 0.0%

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

31 

％と最も多く、
％となっています。 

が低い世帯ほど、「四年制⼤学進学」の割合が低くなっています。

（高校２年生相当）

（高校２年生相当）

（高校２年生相当）

短期大学 専門学校
進学

1 14

0.6% 7.8%

2.1% 10.2%

短期大学 専門学校
進学

1 12

0.6% 7.7%

0 2

0.0% 10.5%

0 0

0.0% 0.0%

短期大学 専門学校
進学

0 1

0.0% 8.3%

0 2

0.0% 9.5%

1 5

1.5% 7.7%

0 6

0.0% 7.3%

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 保護者高２

％と最も多く、次いで「まだわからない」が
 

が低い世帯ほど、「四年制⼤学進学」の割合が低くなっています。

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】 

四年制大
学進学

まだわか
らない

104

57.8%

56.7%

四年制大
学進学

まだわか
らない

90

58.1%

8

42.1%

3

100.0%

四年制大
学進学

まだわか
らない

4

33.3%

7

33.3%

35

53.8%

58

70.7%

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 ）

「まだわからない」が

が低い世帯ほど、「四年制⼤学進学」の割合が低くなっています。 

(単位：人、％)

まだわか
らない

その他

41

22.8% 3.3%

21.7% 1.7%

(単位：人、％)

まだわか
らない

その他

36

23.2%

5

26.3% 10.5%

0

0.0%

(単位：人、％)

まだわか
らない

その他

4

33.3%

6

28.6% 19.0%

15

23.1%

16

19.5%

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。

） 

「まだわからない」が 22.8

 

 

 

(単位：人、％)

その他

6

3.3%

1.7%

(単位：人、％)

その他

4

2.6%

2

10.5%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他

0

0.0%

4

19.0%

1

1.5%

1

1.2%

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。 

 
22.8％、「就職」

 
「就職」



 

 教育を受けさせるための資金準備状況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
67.2％と最も多く、

「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい
ます。

【学年別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

【世帯分類別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

【世帯年収別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

全  体

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

◇ 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
％と最も多く、

「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい
ます。 

【学年別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

【世帯分類別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

【世帯年収別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

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
％と最も多く、次いで「まったく目処はついていない」が

「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい

【学年別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

【世帯分類別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

【世帯年収別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

調査数

必要なお
金はすで
に準備で
きている

686

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

調査数

必要なお
金はすで
に準備で
きている

630

100.0%

46

100.0%

4

100.0%

調査数

必要なお
金はすで
に準備で
きている

30

100.0%

103

100.0%

360

100.0%

193

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
次いで「まったく目処はついていない」が

「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい

【学年別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

【世帯分類別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

【世帯年収別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

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

36 461

5.2% 67.2%

9 198

3.3% 73.6%

12 148

5.5% 68.2%

15 115

7.5% 57.5%

3.0% 57.9%

2.3% 63.7%

2.4% 60.6%

4.5% 49.1%

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

29 434

4.6% 68.9%

4

8.7% 52.2%

1

25.0% 50.0%

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

4

13.3% 43.3%

2

1.9% 51.5%

7 250

1.9% 69.4%

23 145

11.9% 75.1%

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

32 

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
次いで「まったく目処はついていない」が

「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい

【学年別×教育を受けさせるための資金準備状況（小 2・小５・中２）】

【世帯分類別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

【世帯年収別×教育を受けさせるための資金準備状況（小

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

461 68

67.2% 9.9%

198 15

73.6% 5.6%

148 17

68.2% 7.8%

115 36

57.5% 18.0%

57.9% 13.2%

63.7% 7.9%

60.6% 10.9%

49.1% 21.0%

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

434 56

68.9% 8.9%

24 9

52.2% 19.6%

2 1

50.0% 25.0%

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

13 4

43.3% 13.3%

53 15

51.5% 14.6%

250 39

69.4% 10.8%

145 10

75.1% 5.2%

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 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
次いで「まったく目処はついていない」が 15.6

「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい

・小５・中２）】

【世帯分類別×教育を受けさせるための資金準備状況（小 2・小５・中２）】

【世帯年収別×教育を受けさせるための資金準備状況（小 2・小５・中２）】

(単位：人、％)

まったく目
処はつい
ていない

その他

107

15.6%

42

15.6%

36

16.6%

29

14.5%

22.3%

23.2%

22.8%

20.8%

(単位：人、％)

まったく目
処はつい
ていない

その他

99

15.7%

8

17.4%

0

0.0%

(単位：人、％)

まったく目
処はつい
ていない

その他

8

26.7%

30

29.1%

57

15.8%

12

6.2%

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
15.6％となっています。

「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい

・小５・中２）】 

 

・小５・中２）】 

 

・小５・中２）】 

 

(単位：人、％)

その他

14

2.0%

5

1.9%

4

1.8%

5

2.5%

2.8%

2.2%

2.5%

3.6%

(単位：人、％)

その他

12

1.9%

1

2.2%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他

1

3.3%

3

2.9%

7

1.9%

3

1.6%

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
％となっています。

「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい

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

％となっています。 
「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい

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

「ひとり親世帯」では、「時期になったら奨学金を利用する予定である」の割合が高くなってい
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高校２年生相当では、「貯金を充てる」が 61.7％と最も多く、次いで「学資保険を充てる」が 46.7％、
「奨学金を利用する」が 42.2％となっています。 

「⺟子世帯」年収が低い世帯では、「生活福祉資金・⺟子父子寡婦福祉資金を利用する」「奨学金
を利用する」の割合が高くなっています。 

また「⺟子世帯」や年収が低い世帯では、「貯金を充てる」の割合が低くなっています。 

【学年別×教育を受けさせるための資金準備状況（高校２年生相当）】 

 

【世帯分類別×教育を受けさせるための資金準備状況（高校２年生相当）】 

 
【世帯年収別×教育を受けさせるための資金準備状況（高校２年生相当）】 

 
 

  

(単位：人、％)

調査数
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

180 111 84 76 31 3 4 21 11 9

100.0% 61.7% 46.7% 42.2% 17.2% 1.7% 2.2% 11.7% 6.1% 5.0%

[高校２年生相当] 51.2% 41.7% 45.2% 18.1% 3.1% 3.8% 14.3% 9.5% 3.1%

高校２年生相当

(単位：人、％)

調査数
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

155 99 74 63 25 0 3 18 9 8

100.0% 63.9% 47.7% 40.6% 16.1% 0.0% 1.9% 11.6% 5.8% 5.2%

19 9 6 11 4 3 1 3 1 0

100.0% 47.4% 31.6% 57.9% 21.1% 15.8% 5.3% 15.8% 5.3% 0.0%

3 2 2 1 1 0 0 0 1 0

100.0% 66.7% 66.7% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数
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

12 4 2 6 1 2 1 1 3 1

100.0% 33.3% 16.7% 50.0% 8.3% 16.7% 8.3% 8.3% 25.0% 8.3%

21 4 7 14 6 0 1 5 4 4

100.0% 19.0% 33.3% 66.7% 28.6% 0.0% 4.8% 23.8% 19.0% 19.0%

65 39 25 28 12 1 0 10 4 3

100.0% 60.0% 38.5% 43.1% 18.5% 1.5% 0.0% 15.4% 6.2% 4.6%

82 64 50 28 12 0 2 5 0 1

100.0% 78.0% 61.0% 34.1% 14.6% 0.0% 2.4% 6.1% 0.0% 1.2%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

（6） いじめについて

 誰かからされたことがある【複数回答】①

全体では
視をされた」が
ます。

「⺟子世帯」や年収が低い世帯
悪口や嫌なことを言われた」

【学年別×

【世帯分類別×経験がある】

【世帯年収別×経験がある】

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

いじめについて

誰かからされたことがある【複数回答】

全体では、「直接、悪口や嫌なことを言われた」が
視をされた」が 28.3
ます。 

「⺟子世帯」や年収が低い世帯
悪口や嫌なことを言われた」

学年別×経験がある】

【世帯分類別×経験がある】

【世帯年収別×経験がある】

調査数

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

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【複数回答】

「直接、悪口や嫌なことを言われた」が
28.3％、「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」が

「⺟子世帯」や年収が低い世帯
悪口や嫌なことを言われた」の

経験がある】 

【世帯分類別×経験がある】 

【世帯年収別×経験がある】 

調査数
仲間はず
れや無視
をされた

515 146

100.0% 28.3%

195 53

100.0% 27.2%

194 48

100.0% 24.7%

126 45

100.0% 35.7%

24.7%

25.5%

23.1%

26.3%

調査数
仲間はず
れや無視
をされた

335 99

100.0% 29.6%

32 8

100.0% 25.0%

6 1

100.0% 16.7%

調査数
仲間はず
れや無視
をされた

18 5

100.0% 27.8%

49 8

100.0% 16.3%

184 58

100.0% 31.5%

127 38

100.0% 29.9%

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】

「直接、悪口や嫌なことを言われた」が
「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」が

「⺟子世帯」や年収が低い世帯では、「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」「直接、
の割合が高くなっています。

仲間はず
れや無視

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

146 74

28.3% 14.4%

53 32

27.2% 16.4%

48 29

24.7% 14.9%

45 13

35.7% 10.3%

24.7% 14.9%

25.5% 21.6%

23.1% 12.3%

26.3% 8.0%

れや無視
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

99 51

29.6% 15.2%

8 3

25.0% 9.4%

1 0

16.7% 0.0%

れや無視
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

5 5

27.8% 27.8%

8 4

16.3% 8.2%

58 30

31.5% 16.3%

38 17

29.9% 13.4%

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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誰かからされたことがある【複数回答】 

「直接、悪口や嫌なことを言われた」が
「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」が

では、「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」「直接、
割合が高くなっています。

(単位：人、％)

直接、悪
口や嫌な
ことを言わ
れた

自分のい
ないところ
で悪口や
嫌なことを
言われた

153 144

29.7% 28.0%

55 47

28.2% 24.1%

49 48

25.3% 24.7%

49 49

38.9% 38.9%

29.1% 26.3%

34.6% 20.5%

25.0% 30.3%

27.1% 29.0%

(単位：人、％)

直接、悪
口や嫌な
ことを言わ
れた

自分のい
ないところ
で悪口や
嫌なことを
言われた

93 87

27.8% 26.0%

12 14

37.5% 43.8%

1 1

16.7% 16.7%

(単位：人、％)

直接、悪
口や嫌な
ことを言わ
れた

自分のい
ないところ
で悪口や
嫌なことを
言われた

8 7

44.4% 38.9%

11 12

22.4% 24.5%

56 53

30.4% 28.8%

34 32

26.8% 25.2%

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 保護者高２

「直接、悪口や嫌なことを言われた」が 29.7％と最も多く、次いで「仲間はずれや無
「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」が

では、「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」「直接、
割合が高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

自分のい
ないところ
で悪口や
嫌なことを

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

144 29

28.0% 5.6%

47 6

24.1% 3.1%

48 11

24.7% 5.7%

49 12

38.9% 9.5%

26.3% 4.5%

20.5% 0.3%

30.3% 6.7%

29.0% 7.7%

(単位：人、％)

ないところ

嫌なことを

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

87 15

26.0% 4.5%

14 3

43.8% 9.4%

1 1

16.7% 16.7%

(単位：人、％)

ないところ

嫌なことを

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

7 2

38.9% 11.1%

12 1

24.5% 2.0%

53 13

28.8% 7.1%

32 3

25.2% 2.4%

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 ）

％と最も多く、次いで「仲間はずれや無
「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」が

では、「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」「直接、

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。 

） 

％と最も多く、次いで「仲間はずれや無
「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」が 28.0％となってい

では、「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」「直接、

 
％と最も多く、次いで「仲間はずれや無

％となってい

では、「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」「直接、

 

 
％と最も多く、次いで「仲間はずれや無

％となってい

では、「自分のいないところで悪口や嫌なことを言われた」「直接、



 

 誰かにしたことがあること【複数回答】②

全体では
接、悪口や嫌なことを言った」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯
す。また、年収が低い世帯

【学年別×経験がある】

【世帯分類別×経験がある】

【世帯年収別×経験がある】

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

誰かにしたことがあること【複数回答】

全体では、「相手のいないところで悪口や嫌なことを言った」が
接、悪口や嫌なことを言った」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯
す。また、年収が低い世帯

【学年別×経験がある】

【世帯分類別×経験がある】

【世帯年収別×経験がある】

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

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こと【複数回答】

「相手のいないところで悪口や嫌なことを言った」が
接、悪口や嫌なことを言った」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯
す。また、年収が低い世帯では、「殴ったり蹴ったりした」の割合も高くなっています。

【学年別×経験がある】 

【世帯分類別×経験がある】 

【世帯年収別×経験がある】 

 

調査数
仲間はず
れや無視
をした

515 56

100.0% 10.9%

195 19

100.0% 9.7%

194 16

100.0% 8.2%

126 21

100.0% 16.7%

11.5%

9.6%

12.9%

12.3%

調査数
仲間はず
れや無視
をした

335 31

100.0% 9.3%

32 4

100.0% 12.5%

6 1

100.0% 16.7%

調査数
仲間はず
れや無視
をした

18 5

100.0% 27.8%

49 3

100.0% 6.1%

184 18

100.0% 9.8%

127 13

100.0% 10.2%

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。

 高２ 保護者小２･小５･中２

誰かにしたことがあること【複数回答】

「相手のいないところで悪口や嫌なことを言った」が
接、悪口や嫌なことを言った」が 11.7％、「殴ったり、蹴ったりした」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯では、「
では、「殴ったり蹴ったりした」の割合も高くなっています。

仲間はず
れや無視

殴ったり、
蹴ったりし
た

直接、悪
口や嫌な
ことを言っ
た

56 58

10.9% 11.3%

19 31

9.7% 15.9%

16 15

8.2% 7.7%

21 12

16.7% 9.5%

11.5% 10.0%

9.6% 13.4%

12.9% 9.9%

12.3% 4.6%

れや無視
殴ったり、
蹴ったりし
た

直接、悪
口や嫌な
ことを言っ
た

31 35

9.3% 10.4%

4 2

12.5% 6.3%

1 1

16.7% 16.7%

れや無視
殴ったり、
蹴ったりし
た

直接、悪
口や嫌な
ことを言っ
た

5 4

27.8% 22.2%

3 3

6.1% 6.1%

18 21

9.8% 11.4%

13 12

10.2% 9.4%

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
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誰かにしたことがあること【複数回答】 

「相手のいないところで悪口や嫌なことを言った」が
％、「殴ったり、蹴ったりした」が
では、「仲間はずれや無視をした」の割合が高くなっていま

では、「殴ったり蹴ったりした」の割合も高くなっています。

(単位：人、％)

直接、悪
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

60 112

11.7% 21.7%

24 43

12.3% 22.1%

14 35

7.2% 18.0%

22 34

17.5% 27.0%

15.3% 28.7%

18.9% 24.4%

14.2% 34.4%

11.1% 26.1%

(単位：人、％)

直接、悪
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

36 69

10.7% 20.6%

5 7

15.6% 21.9%

1 1

16.7% 16.7%

(単位：人、％)

直接、悪
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

2 3

11.1% 16.7%

5 12

10.2% 24.5%

21 40

11.4% 21.7%

14 25

11.0% 19.7%

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 保護者高２

「相手のいないところで悪口や嫌なことを言った」が
％、「殴ったり、蹴ったりした」が

仲間はずれや無視をした」の割合が高くなっていま
では、「殴ったり蹴ったりした」の割合も高くなっています。

 

 

 

(単位：人、％)

ないところ

嫌なことを

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

112 14

21.7% 2.7%

43 1

22.1% 0.5%

35 6

18.0% 3.1%

34 7

27.0% 5.6%

28.7% 1.3%

24.4% 0.1%

34.4% 2.6%

26.1% 1.0%

(単位：人、％)

ないところ

嫌なことを

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

69 6

20.6% 1.8%

7 1

21.9% 3.1%

1 1

16.7% 16.7%

(単位：人、％)

ないところ

嫌なことを

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

3 0

16.7% 0.0%

12 1

24.5% 2.0%

40 4

21.7% 2.2%

25 3

19.7% 2.4%

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 ）

「相手のいないところで悪口や嫌なことを言った」が 21.7％と最も多く、次いで「直
％、「殴ったり、蹴ったりした」が 11.3

仲間はずれや無視をした」の割合が高くなっていま
では、「殴ったり蹴ったりした」の割合も高くなっています。

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。 

） 

％と最も多く、次いで「直
11.3％となっています。

仲間はずれや無視をした」の割合が高くなっていま
では、「殴ったり蹴ったりした」の割合も高くなっています。

 
％と最も多く、次いで「直

％となっています。
仲間はずれや無視をした」の割合が高くなっていま

では、「殴ったり蹴ったりした」の割合も高くなっています。 

 
％と最も多く、次いで「直

％となっています。 
仲間はずれや無視をした」の割合が高くなっていま



 

 あてはまると思うこと（自己肯定感）【複数回答】③

全体では
われる」が

全体的に、学年が上がると伴に、自己肯定感が低くなる傾向にあります。
※「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

【学年別×

【世帯分類別×そう思う（とてもそう思う

【世帯年収別×そう思う（とてもそう思う

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

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

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

あてはまると思うこと（自己肯定感）【複数回答】

全体では、「自分は家族に⼤事にされている」が
われる」が 70.9％、「自分は友達に好かれている」が

全体的に、学年が上がると伴に、自己肯定感が低くなる傾向にあります。
※「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

学年別×そう思う（とてもそう思う

【世帯分類別×そう思う（とてもそう思う

【世帯年収別×そう思う（とてもそう思う

 

調査数

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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）【複数回答】

「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

全体的に、学年が上がると伴に、自己肯定感が低くなる傾向にあります。
※「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

そう思う（とてもそう思う

【世帯分類別×そう思う（とてもそう思う

【世帯年収別×そう思う（とてもそう思う

  

調査数
がんばれ
ば、むく
われる

515

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

126

100.0%

調査数
がんばれ
ば、むく
われる

335

100.0%

32

100.0%

6

100.0%

調査数
がんばれ
ば、むく
われる

18

100.0%

49

100.0%

184

100.0%

127

100.0%

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）【複数回答】

「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

全体的に、学年が上がると伴に、自己肯定感が低くなる傾向にあります。
※「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

そう思う（とてもそう思う+まあそう思う）】

【世帯分類別×そう思う（とてもそう思う+

【世帯年収別×そう思う（とてもそう思う+

がんばれ
ば、むく
われる

孤独と感
じることが
ある

365 244

70.9% 47.4%

157 117

80.5% 60.0%

129

66.5% 40.7%

79

62.7% 38.1%

69.0% 49.8%

78.4% 56.8%

64.2% 45.6%

61.6% 45.2%

がんばれ
ば、むく
われる

孤独と感
じることが
ある

241 162

71.9% 48.4%

19

59.4% 46.9%

4

66.7% 33.3%

がんばれ
ば、むく
われる

孤独と感
じることが
ある

10

55.6% 38.9%

37

75.5% 42.9%

136

73.9% 49.5%

83

65.4% 48.8%

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 88.0
％、「自分は友達に好かれている」が

全体的に、学年が上がると伴に、自己肯定感が低くなる傾向にあります。
※「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

まあそう思う）】

+まあそう思う）】

+まあそう思う）】

孤独と感
じることが

自分は価
値のある
人間だ

244 190

47.4% 36.9%

117 80

60.0% 41.0%

79 71

40.7% 36.6%

48 39

38.1% 31.0%

49.8% 28.7%

56.8% 38.0%

45.6% 23.7%

45.2% 22.0%

孤独と感
じることが

自分は価
値のある
人間だ

162 127

48.4% 37.9%

15 12

46.9% 37.5%

2 3

33.3% 50.0%

孤独と感
じることが

自分は価
値のある
人間だ

7 8

38.9% 44.4%

21 19

42.9% 38.8%

91 71

49.5% 38.6%

62 44

48.8% 34.6%

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 保護者高２

あてはまると思うこと（自己肯定感）【複数回答】 

88.0％と最も多く、次いで「がんばれば、むく
％、「自分は友達に好かれている」が 63.9％となっています。

全体的に、学年が上がると伴に、自己肯定感が低くなる傾向にあります。
※「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

まあそう思う）】 

まあそう思う）】 

まあそう思う）】 

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

453

88.0%

176

90.3%

172

88.7%

105

83.3%

80.7%

84.4%

77.9%

79.2%

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

300

89.6%

29

90.6%

4

66.7%

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

16

88.9%

44

89.8%

168

91.3%

110

86.6%

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。

保護者高２ ）

％と最も多く、次いで「がんばれば、むく
％となっています。

全体的に、学年が上がると伴に、自己肯定感が低くなる傾向にあります。
※「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+

自分は友
達に好か
れている

不安に感
じることが
ある

329

63.9% 21.0%

136

69.7% 31.3%

115

59.3% 13.4%

78

61.9% 16.7%

52.8% 24.8%

54.3% 31.7%

48.9% 20.9%

56.8% 20.0%

自分は友
達に好か
れている

不安に感
じることが
ある

213

63.6% 22.7%

24

75.0% 18.8%

3

50.0% 16.7%

自分は友
達に好か
れている

不安に感
じることが
ある

14

77.8% 33.3%

31

63.3% 20.4%

120

65.2% 20.1%

78

61.4% 23.6%

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。

） 

％と最も多く、次いで「がんばれば、むく
％となっています。 

全体的に、学年が上がると伴に、自己肯定感が低くなる傾向にあります。 
+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

108 237

21.0% 46.0%

61 118

31.3% 60.5%

26 79

13.4% 40.7%

21 40

16.7% 31.7%

24.8% 35.9%

31.7% 46.5%

20.9% 30.2%

20.0% 28.0%

(単位：人、％)

不安に感
じることが

自分のこ
とが好きだ

76 154

22.7% 46.0%

6 14

18.8% 43.8%

1 3

16.7% 50.0%

(単位：人、％)

不安に感
じることが

自分のこ
とが好きだ

6 8

33.3% 44.4%

10 23

20.4% 46.9%

37 94

20.1% 51.1%

30 48

23.6% 37.8%

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。 

 
％と最も多く、次いで「がんばれば、むく

あまりそう思わない】 

 

 

 

(単位：人、％)

とが好きだ

237

46.0%

118

60.5%

79

40.7%

40

31.7%

35.9%

46.5%

30.2%

28.0%

(単位：人、％)

とが好きだ

154

46.0%

14

43.8%

3

50.0%

(単位：人、％)

とが好きだ

8

44.4%

23

46.9%

94

51.1%

48

37.8%

 
％と最も多く、次いで「がんばれば、むく
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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、％)

調査数
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

314 80 73 86 48 27

100.0% 25.5% 23.2% 27.4% 15.3% 8.6%

34 3 5 10 10 6

100.0% 8.8% 14.7% 29.4% 29.4% 17.6%

18 4 6 4 4 0

100.0% 22.2% 33.3% 22.2% 22.2% 0.0%

5 0 0 2 1 2

100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 40.0%

6 1 1 0 1 3

100.0% 16.7% 16.7% 0.0% 16.7% 50.0%
その他

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
行きたがらない日がある

時々休むことがある

よく休むことがある

(単位：人、％)

調査数
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

290 84 57 77 46 26

100.0% 29.0% 19.7% 26.6% 15.9% 9.0%

204 58 45 49 33 19

100.0% 28.4% 22.1% 24.0% 16.2% 9.3%

199 60 43 56 28 12

100.0% 30.2% 21.6% 28.1% 14.1% 6.0%

192 41 42 59 33 17

100.0% 21.4% 21.9% 30.7% 17.2% 8.9%

13 7 3 2 1 0

100.0% 53.8% 23.1% 15.4% 7.7% 0.0%

76 12 14 25 19 6

100.0% 15.8% 18.4% 32.9% 25.0% 7.9%

47 7 7 16 13 4

100.0% 14.9% 14.9% 34.0% 27.7% 8.5%

37 13 3 11 6 4

100.0% 35.1% 8.1% 29.7% 16.2% 10.8%

91 20 15 20 18 18

100.0% 22.0% 16.5% 22.0% 19.8% 19.8%

家族（親・祖父母・親せき
など。きょうだいを除く）

きょうだい

学校の友達

部活動・習い事など
の友達

学校以外の友達

恋人

アルバイト先の友達

家族以外の大人

一人でいる

(単位：人、％)

調査数
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

230 47 51 63 40 29

100.0% 20.4% 22.2% 27.4% 17.4% 12.6%

285 80 59 82 41 23

100.0% 28.1% 20.7% 28.8% 14.4% 8.1%

された経験あり

された経験なし

(単位：人、％)

調査数
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

150 38 29 41 26 16

100.0% 25.3% 19.3% 27.3% 17.3% 10.7%

365 89 81 104 55 36

100.0% 24.4% 22.2% 28.5% 15.1% 9.9%

した経験あり

した経験なし



 

3. 生活状況
・ 「子どもに関する施策の情報を得るための手段」については、

ＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が高くなっています。
・ 年収が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。
・ 「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。
・ 「平日の放課後」については、

低く、「ショッピングセンターなど」の割合が高くなっています。

（1） 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【複数回答】①

「知らなかった」割合は、
ンター」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯

【学年別×

 

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

◇ 以下の

（ 小５

生活状況 
「子どもに関する施策の情報を得るための手段」については、
ＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が高くなっています。
年収が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。
「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。
「平日の放課後」については、
低く、「ショッピングセンターなど」の割合が高くなっています。

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【複数回答】

「知らなかった」割合は、
ンター」が 3.8％、「病児・病後児保育」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯

学年別×知らなかった】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

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 

「子どもに関する施策の情報を得るための手段」については、
ＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が高くなっています。
年収が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。
「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。
「平日の放課後」については、
低く、「ショッピングセンターなど」の割合が高くなっています。

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【複数回答】

「知らなかった」割合は、「ファミリーサポートセンター」が
％、「病児・病後児保育」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯

知らなかった】 

 

調査数
児童セン
ター

869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

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を得るための手段」については、
ＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が高くなっています。
年収が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。
「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。 
「平日の放課後」については、「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が
低く、「ショッピングセンターなど」の割合が高くなっています。

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【複数回答】

「ファミリーサポートセンター」が
％、「病児・病後児保育」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯では、「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

33

3.8% 0.8%

13

4.8% 1.1%

11

5.1% 0.0%

4

2.0% 1.0%

5

2.7% 1.1%

5.7% 2.4%

5.9% 1.9%

5.6% 1.3%

4.9% 3.3%

6.9% 3.6%

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
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「子どもに関する施策の情報を得るための手段」については、
ＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が高くなっています。
年収が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。
「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

 
「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が

低く、「ショッピングセンターなど」の割合が高くなっています。

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【複数回答】 

「ファミリーサポートセンター」が
％、「病児・病後児保育」が 1.8％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。

放課後児
童クラブ

ファミリー
サポート
センター

7 38

0.8% 4.4%

3 6

1.1% 2.2%

0 10

0.0% 4.6%

2 8

1.0% 4.0%

2 14

1.1% 7.7%

2.4% 11.3%

1.9% 6.6%

1.3% 9.9%

3.3% 13.6%

3.6% 18.1%

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 保護者高２

「子どもに関する施策の情報を得るための手段」については、
ＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が高くなっています。 
年収が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。
「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

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が
低く、「ショッピングセンターなど」の割合が高くなっています。

「ファミリーサポートセンター」が
％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。

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）

16

1.8%

4

1.5%

3

1.4%

2

1.0%

7

3.8%

6.5%

2.3%

6.0%

8.2%

11.4%

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 ）

「子どもに関する施策の情報を得るための手段」については、前回と比較すると「ＳＮＳ（ＬＩ
 

年収が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。 
「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

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が
低く、「ショッピングセンターなど」の割合が高くなっています。 

「ファミリーサポートセンター」が 4.4％と最も多く、次いで「児童セ
％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。

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）

8

0.9%

3

1.1%

1

0.5%

1

0.5%

3

1.6%

2.9%

1.4%

3.2%

3.6%

3.6%

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。

） 

前回と比較すると「ＳＮＳ（ＬＩ

「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

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が

％と最も多く、次いで「児童セ

では、「知らなかった」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)

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）

12 12

1.4% 1.4%

4 3

1.5% 1.1%

1 3

0.5% 1.4%

2 2

1.0% 1.0%

5 4

2.7% 2.2%

3.3% 3.2%

2.5% 1.6%

3.1% 3.1%

3.8% 3.9%

4.3% 5.0%

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。 

前回と比較すると「ＳＮＳ（ＬＩ

「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

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が

 
％と最も多く、次いで「児童セ

では、「知らなかった」の割合が高くなっています。 

 

(単位：人、％)

発達に関

（子ども発
達支援セ

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 14

1.4% 1.6%

3 4

1.1% 1.5%

3 3

1.4% 1.4%

2 2

1.0% 1.0%

4 5

2.2% 2.7%

3.2% 3.9%

1.6% 2.3%

3.1% 4.3%

3.9% 4.2%

5.0% 5.7%

 

前回と比較すると「ＳＮＳ（ＬＩ

「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

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が

 
％と最も多く、次いで「児童セ
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【世帯分類別×知らなかった】 

 

 

【世帯年収別×知らなかった】 

 

 

  

(単位：人、％)

調査数
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）

787 28 6 30 12 7 9 9 12

100.0% 3.6% 0.8% 3.8% 1.5% 0.9% 1.1% 1.1% 1.5%

66 3 1 5 2 0 1 1 2

100.0% 4.5% 1.5% 7.6% 3.0% 0.0% 1.5% 1.5% 3.0%

7 1 0 1 0 0 0 0 0

100.0% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数
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）

42 3 0 5 3 0 2 2 2

100.0% 7.1% 0.0% 11.9% 7.1% 0.0% 4.8% 4.8% 4.8%

124 10 2 8 3 1 1 1 3

100.0% 8.1% 1.6% 6.5% 2.4% 0.8% 0.8% 0.8% 2.4%

427 18 5 16 7 6 6 5 7

100.0% 4.2% 1.2% 3.7% 1.6% 1.4% 1.4% 1.2% 1.6%

276 2 0 9 3 1 3 4 2

100.0% 0.7% 0.0% 3.3% 1.1% 0.4% 1.1% 1.4% 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



 

 子どもに関する施策の情報を得るための手段【複数回答】②

「よく参考にしている」割合は、
ターネット検索」が

前回と比較すると、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ
ト検索」においては増加傾向がみられます。

【学年別×

【世帯分類別×よく参考にしている】

【世帯年収別×よく参考にしている】

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

全  体

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

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」割合は、
ターネット検索」が

前回と比較すると、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ
ト検索」においては増加傾向がみられます。

学年別×よく参考にしている】

【世帯分類別×よく参考にしている】

【世帯年収別×よく参考にしている】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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【複数回答】

「よく参考にしている」割合は、
ターネット検索」が 31.1％、「家族や友人からの情報」が

前回と比較すると、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ
ト検索」においては増加傾向がみられます。

よく参考にしている】

【世帯分類別×よく参考にしている】

【世帯年収別×よく参考にしている】

調査数
行政機関
の広報
誌・案内

869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数
行政機関
の広報誌・
案内

787

100.0%

66

100.0%

7

100.0%

調査数
行政機関
の広報誌・
案内

42

100.0%

124

100.0%

427

100.0%

276

100.0%

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

 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【複数回答】

「よく参考にしている」割合は、「学校などからのお便り」が
％、「家族や友人からの情報」が

前回と比較すると、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ
ト検索」においては増加傾向がみられます。

よく参考にしている】 

【世帯分類別×よく参考にしている】 

【世帯年収別×よく参考にしている】 

行政機関
の広報
誌・案内

行政機関
のホーム
ページ

155

17.8% 6.2%

57

21.2% 7.8%

31

14.3% 5.1%

41

20.5% 4.5%

26

14.2% 7.1%

16.2% 4.4%

18.4% 5.1%

18.2% 4.9%

13.9% 4.2%

12.9% 3.1%

行政機関
の広報誌・
案内

行政機関
のホーム
ページ

147

18.7% 6.2%

6

9.1% 6.1%

1

14.3% 14.3%

行政機関
の広報誌・
案内

行政機関
のホーム
ページ

6

14.3% 11.9%

19

15.3% 7.3%

77

18.0% 4.2%

53

19.2% 8.0%

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

保護者小２･小５･中２

40 

子どもに関する施策の情報を得るための手段【複数回答】

「学校などからのお便り」が
％、「家族や友人からの情報」が

前回と比較すると、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ
ト検索」においては増加傾向がみられます。 

行政機関
のホーム

ＳＮＳ（ＬＩ
ＮＥやＸ
（旧Ｔｗｉｔｔ
ｅｒ）など）

54 129

6.2% 14.8%

21 63

7.8% 23.4%

11 23

5.1% 10.6%

9 25

4.5% 12.5%

13 18

7.1% 9.8%

4.4% 6.3%

5.1% 7.9%

4.9% 6.3%

4.2% 6.2%

3.1% 3.3%

行政機関
のホーム

ＳＮＳ（ＬＩ
ＮＥやＸ
（旧Ｔｗｉｔｔ
ｅｒ）など）

49 121

6.2% 15.4%

4 6

6.1% 9.1%

1 1

14.3% 14.3%

行政機関
のホーム

ＳＮＳ（ＬＩ
ＮＥやＸ
（旧Ｔｗｉｔｔ
ｅｒ）など）

5 10

11.9% 23.8%

9 22

7.3% 17.7%

18 58

4.2% 13.6%

22 39

8.0% 14.1%

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

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

子どもに関する施策の情報を得るための手段【複数回答】 

「学校などからのお便り」が
％、「家族や友人からの情報」が 30.5

前回と比較すると、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ

インター
ネット検索

学校など
からのお
便り

270

31.1%

107

39.8%

67

30.9%

50

25.0%

46

25.1%

25.9%

31.4%

25.3%

25.3%

18.1%

インター
ネット検索

学校など
からのお
便り

249

31.6%

17

25.8%

2

28.6%

インター
ネット検索

学校など
からのお
便り

18

42.9%

36

29.0%

132

30.9%

84

30.4%

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す

保護者高２ ）

「学校などからのお便り」が 48.6％と最も多く、次いで「イン
30.5％となっています。

前回と比較すると、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ

(単位：人、％)

学校など
からのお
便り

家族や友
人からの
情報

422

48.6% 30.5%

150

55.8% 37.2%

115

53.0% 34.6%

89

44.5% 24.5%

68

37.2% 22.4%

47.9% 33.4%

52.0% 36.7%

53.7% 37.2%

41.7% 29.8%

41.4% 27.1%

(単位：人、％)

学校など
からのお
便り

家族や友
人からの
情報

390

49.6% 30.6%

23

34.8% 25.8%

4

57.1% 14.3%

(単位：人、％)

学校など
からのお
便り

家族や友
人からの
情報

18

42.9% 26.2%

57

46.0% 31.5%

211

49.4% 30.0%

136

49.3% 31.5%

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

） 

％と最も多く、次いで「イン
％となっています。 

前回と比較すると、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」が 8.5％高くなってい
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ

 

 

 

(単位：人、％)

家族や友
人からの

265

30.5%

100

37.2%

75

34.6%

49

24.5%

41

22.4%

33.4%

36.7%

37.2%

29.8%

27.1%

(単位：人、％)

家族や友
人からの

241

30.6%

17

25.8%

1

14.3%

(単位：人、％)

家族や友
人からの

11

26.2%

39

31.5%

128

30.0%

87

31.5%

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

 
％と最も多く、次いで「イン

％高くなってい
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ

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

 
％と最も多く、次いで「イン

％高くなってい
ます。学年別にみても、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）など）」や「インターネッ



 

（2） 子どもの生活状況について

 平日の朝食①

全体では
っています。

年収

【学年別×平日の朝食】

【世帯分類別×平日の朝食】

【世帯年収別×平日の朝食】

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

両親世帯

母子世帯

父子世帯

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

0～250万円未満

◇ あなたは、平日は毎日朝ごはんを食べますか。

（ 小５

子どもの生活状況について

平日の朝食 

全体では、「毎日食べる」が
っています。 

年収が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。

【学年別×平日の朝食】

【世帯分類別×平日の朝食】

【世帯年収別×平日の朝食】

 

調査数

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

0～250万円未満

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

が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。

【学年別×平日の朝食】 

【世帯分類別×平日の朝食】 

【世帯年収別×平日の朝食】 

  

調査数
毎日食べ
る

514

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

125

100.0%

調査数
毎日食べ
る

334

100.0%

32

100.0%

6

100.0%

調査数
毎日食べ
る

18

100.0%

49

100.0%

183

100.0%

127

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 

「毎日食べる」が 85.2％で最も多く、次いで「たまに食べない日がある」が

が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。

毎日食べ
たまに食
べない日
がある

438

85.2% 8.4%

175

89.7% 7.7%

162

83.5% 8.8%

101

80.8% 8.8%

84.7% 8.2%

88.8% 6.0%

84.6% 8.7%

78.0% 11.1%

毎日食べ
たまに食
べない日
がある

296

88.6% 6.9%

26

81.3% 12.5%

5

83.3% 16.7%

毎日食べ
たまに食
べない日
がある

13

72.2% 16.7%

40

81.6% 10.2%

164

89.6% 7.1%

114

89.8% 5.5%

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

41 

最も多く、次いで「たまに食べない日がある」が

が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。

(単位：人、％)

たまに食
べない日

食べない
日がよくあ
る

43 22

8.4% 4.3%

15 5

7.7% 2.6%

17 9

8.8% 4.6%

11 8

8.8% 6.4%

8.2% 3.4%

6.0% 2.7%

8.7% 3.2%

11.1% 4.8%

(単位：人、％)

たまに食
べない日

食べない
日がよくあ
る

いつも食
べない

23 11

6.9% 3.3%

4 0

12.5% 0.0%

1 0

16.7% 0.0%

(単位：人、％)

たまに食
べない日

食べない
日がよくあ
る

いつも食
べない

3 1

16.7% 5.6%

5 3

10.2% 6.1%

13 3

7.1% 1.6%

7 5

5.5% 3.9%

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 保護者高２

最も多く、次いで「たまに食べない日がある」が

が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。

 

 

 

(単位：人、％)

いつも食
べない

11

2.1%

0

0.0%

6

3.1%

5

4.0%

2.2%

0.7%

1.9%

5.1%

(単位：人、％)

いつも食
べない

4

1.2%

2

6.3%

0

0.0%

(単位：人、％)

いつも食
べない

1

5.6%

1

2.0%

3

1.6%

1

0.8%

 

保護者高２ ）

最も多く、次いで「たまに食べない日がある」が

が低い世帯ほど、「毎日食べる」の割合が低くなっています。 

） 

最も多く、次いで「たまに食べない日がある」が
 

最も多く、次いで「たまに食べない日がある」が 8.4％とな
 

％とな
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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、％)

調査数
毎日食べ
る

たまに食
べない日
がある

食べない
日がよくあ
る

いつも食
べない

185 174 5 3 3

100.0% 94.1% 2.7% 1.6% 1.6%

251 206 32 8 5

100.0% 82.1% 12.7% 3.2% 2.0%

63 48 6 8 1

100.0% 76.2% 9.5% 12.7% 1.6%

15 10 0 3 2

100.0% 66.7% 0.0% 20.0% 13.3%

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、％)

調査数
毎日食べ
る

たまに食
べない日
がある

食べない
日がよくあ
る

いつも食
べない

229 202 20 4 3

100.0% 88.2% 8.7% 1.7% 1.3%

88 82 3 2 1

100.0% 93.2% 3.4% 2.3% 1.1%

51 48 2 1 0

100.0% 94.1% 3.9% 2.0% 0.0%

210 181 17 9 3

100.0% 86.2% 8.1% 4.3% 1.4%

33 27 3 3 0

100.0% 81.8% 9.1% 9.1% 0.0%

13 10 1 1 1

100.0% 76.9% 7.7% 7.7% 7.7%

1 0 0 1 0

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

19 10 5 4 0

100.0% 52.6% 26.3% 21.1% 0.0%

33 30 2 0 1

100.0% 90.9% 6.1% 0.0% 3.0%

7 7 0 0 0

100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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（スポーツクラブ
のコーチや塾・習い事の先生
など）

(単位：人、％)

調査数
毎日食べ
る

たまに食
べない日
がある

食べない
日がよくあ
る

いつも食
べない

127 115 9 2 1

100.0% 90.6% 7.1% 1.6% 0.8%

110 106 3 1 0

100.0% 96.4% 2.7% 0.9% 0.0%

145 113 18 8 6

100.0% 77.9% 12.4% 5.5% 4.1%

81 66 10 2 3

100.0% 81.5% 12.3% 2.5% 3.7%

51 38 3 9 1

100.0% 74.5% 5.9% 17.6% 2.0%

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



 

 平日の夕食を誰と食べるか【複数回答】②

全体では
⺟など）」が

「ひとり親世帯」では、「１人で食べる」の割合が高くなっています。

【学年別×平日の夕食を誰と食べるか】

【世帯分類別×平日の夕食を誰と食べるか】

 

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

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

平日の夕食を誰と食べるか【複数回答】

全体では、「親」が
⺟など）」が 9.3％となっています。

「ひとり親世帯」では、「１人で食べる」の割合が高くなっています。

【学年別×平日の夕食を誰と食べるか】

【世帯分類別×平日の夕食を誰と食べるか】

調査数

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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 

平日の夕食を誰と食べるか【複数回答】

親」が 87.7％と最も多く、次いで「きょうだい」が
％となっています。

「ひとり親世帯」では、「１人で食べる」の割合が高くなっています。

【学年別×平日の夕食を誰と食べるか】

【世帯分類別×平日の夕食を誰と食べるか】

 

調査数 親

514

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

125

100.0%

調査数 親

334

100.0%

32

100.0%

6

100.0%

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

平日の夕食を誰と食べるか【複数回答】

％と最も多く、次いで「きょうだい」が
％となっています。 

「ひとり親世帯」では、「１人で食べる」の割合が高くなっています。

【学年別×平日の夕食を誰と食べるか】 

【世帯分類別×平日の夕食を誰と食べるか】

きょうだい

451 317

87.7% 61.7%

182 140

93.3% 71.8%

172 117

88.7% 60.3%

97

77.6% 48.0%

89.1% 60.2%

93.5% 70.1%

88.4% 58.1%

83.1% 47.3%

きょうだい

305 216

91.3% 64.7%

22

68.8% 43.8%

3

50.0% 50.0%

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

43 

平日の夕食を誰と食べるか【複数回答】 

％と最も多く、次いで「きょうだい」が

「ひとり親世帯」では、「１人で食べる」の割合が高くなっています。

【世帯分類別×平日の夕食を誰と食べるか】 

きょうだい
その他の
家族（祖
父母など）

317 48

61.7% 9.3%

140 19

71.8% 9.7%

117 16

60.3% 8.2%

60 13

48.0% 10.4%

60.2% 12.2%

70.1% 17.2%

58.1% 10.6%

47.3% 6.5%

きょうだい
その他の
家族（祖
父母など）

家族以外
の人

216 25

64.7% 7.5%

14 6

43.8% 18.8%

3 0

50.0% 0.0%

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 保護者高２

％と最も多く、次いで「きょうだい」が

「ひとり親世帯」では、「１人で食べる」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)

家族以外
の人

１人で食
べる

16

3.1%

2

1.0%

2

1.0%

12

9.6%

2.5%

0.9%

1.3%

7.0%

(単位：人、％)

家族以外
の人

１人で食
べる

9

2.7%

2

6.3%

0

0.0%

 

保護者高２ ）

％と最も多く、次いで「きょうだい」が 61.7％、「その他の家族（祖父

「ひとり親世帯」では、「１人で食べる」の割合が高くなっています。 

 

 

(単位：人、％)

１人で食
べる

69

13.4%

7

3.6%

27

13.9%

35

28.0%

14.5%

5.3%

15.7%

27.8%

(単位：人、％)

１人で食
べる

34

10.2%

10

31.3%

3

50.0%

） 

％、「その他の家族（祖父

 

 
％、「その他の家族（祖父

 
％、「その他の家族（祖父



 

 平日の放課後は誰と過ごすか【複数回答】③

全体では
「部活動・習い事などの友達」が

（※の項目は、高校

【学年別×

【学年別×

【世帯分類別×

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

平日の放課後は誰と過ごすか【複数回答】

全体では、「家族」が
「部活動・習い事などの友達」が

（※の項目は、高校

学年別×よくある】

学年別×1 人でいる】

【世帯分類別×1 人でいる】

調査数

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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【複数回答】

「家族」が 56.3%と
「部活動・習い事などの友達」が

（※の項目は、高校 2 年生相当のみが回答しています。）

よくある】 

人でいる】 

人でいる】 

 

調査数

家族（親・
祖父母・
親せきな
ど。きょう
だいを除
く）

515

100.0% 56.3%

195

100.0% 63.1%

194

100.0% 46.9%

126

100.0% 60.3%

45.4%

49.6%

36.0%

54.1%

調査数 よくある

514

100.0% 17.7%

195

100.0% 10.3%

194

100.0% 23.7%

125

100.0% 20.0%

13.2%

10.5%

11.9%

19.8%

調査数 よくある

334

100.0% 18.0%

32

100.0% 12.5%

6

100.0% 0.0%

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】

と最も多く、次いで「きょうだい」が
「部活動・習い事などの友達」が 37.3％となっています。

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

きょうだい

290 204

56.3% 39.6%

123 85

63.1% 43.6%

91 72

46.9% 37.1%

76 47

60.3% 37.3%

45.4% 30.6%

49.6% 37.6%

36.0% 22.9%

54.1% 31.9%

よくある
ときどきあ
る

91 130

17.7% 25.3%

20 40

10.3% 20.5%

46 60

23.7% 30.9%

25 30

20.0% 24.0%

13.2% 24.1%

10.5% 21.1%

11.9% 25.7%

19.8% 26.3%

よくある
ときどきあ
る

あまりない

60 83

18.0% 24.9%

4 6

12.5% 18.8%

0 3

0.0% 50.0%

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

44 

平日の放課後は誰と過ごすか【複数回答】 

最も多く、次いで「きょうだい」が
％となっています。

年生相当のみが回答しています。） 

学校の友
達

部活動・
習い事な
どの友達

199

38.6%

73

37.4%

78

40.2%

48

38.1%

41.6%

46.7%

38.6%

38.4%

(単位：人、％)

あまりない
まったくな
い

148

28.8%

65

33.3%

44

22.7%

39

31.2%

27.7%

29.3%

27.7%

25.1%

(単位：人、％)

あまりない
まったくな
い

98

29.3%

10

31.3%

2

33.3%

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 保護者高２

最も多く、次いで「きょうだい」が
％となっています。 

 

 

 

部活動・
習い事な
どの友達

学校以外
の友達

192 13

37.3% 2.5%

35

17.9% 2.1%

102

52.6% 1.5%

55

43.7% 4.8%

43.8% 1.6%

19.9% 1.2%

64.6% 1.2%

48.6% 2.9%

(単位：人、％)

まったくな

145

28.2%

70

35.9%

44

22.7%

31

24.8%

29.9%

34.8%

29.5%

22.5%

(単位：人、％)

まったくな

93

27.8%

12

37.5%

1

16.7%

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 ）

最も多く、次いで「きょうだい」が 39.6％、「学校の友達」が

※

学校以外
恋人

アルバイト
先の友達

13 76

2.5% 14.8%

4 -

2.1% -

3 -

1.5% -

6 76

4.8% 60.3%

1.6% 4.6%

1.2% -

1.2% -

2.9% 4.6%

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。 

） 

％、「学校の友達」が

※

アルバイト
先の友達

家族以外
の大人

47

9.1%

-

-

-

-

47

37.3%

1.9%

-

-

1.9%

 
％、「学校の友達」が 38.6％、

(単位：人、％)

家族以外
の大人

一人でい
る

37 91

7.2% 17.7%

14 20

7.2% 10.3%

17 46

8.8% 23.7%

6 25

4.8% 19.8%

5.3% 13.2%

5.6% 10.5%

5.8% 11.9%

4.1% 19.8%

 
％、

 

(単位：人、％)

91

17.7%

20

10.3%

46

23.7%

25

19.8%

13.2%

10.5%

11.9%

19.8%



 

 平日の放課後はどこで過ごすか【複数回答】④

全体では
事」が

「小学５年生」では、「公園」が
「ひとり親世帯」や年収

など」の割合が高くなっています。
（※の項目は、高校

【学年別×

【世帯分類別×そこで過ごす】

【世帯年収別×そこで過ごす】

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

平日の放課後はどこで過ごすか【複数回答】

全体では、「自分の家」が
事」が 42.3％となっています。

「小学５年生」では、「公園」が
「ひとり親世帯」や年収

など」の割合が高くなっています。
（※の項目は、高校

学年別×そこで過ごす】

【世帯分類別×そこで過ごす】

【世帯年収別×そこで過ごす】

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

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【複数回答】

「自分の家」が 96.3
％となっています。

「小学５年生」では、「公園」が
「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が低く、「ショッピングセンター

など」の割合が高くなっています。
（※の項目は、高校 2 年生相当のみが回答しています。）

そこで過ごす】 

【世帯分類別×そこで過ごす】

【世帯年収別×そこで過ごす】

調査数 自分の家
学校の友
達の家

515 496

100.0% 96.3%

195 191

100.0% 97.9%

194 189

100.0% 97.4%

126 116

100.0% 92.1%

86.6%

91.3%

82.1%

86.2%

調査数 自分の家
学校の友
達の家

334 324

100.0% 97.0%

32 30

100.0% 93.8%

6 6

100.0% 100.0%

調査数 自分の家
学校の友
達の家

18 18

100.0% 100.0%

49 47

100.0% 95.9%

183 178

100.0% 97.3%

127 122

100.0% 96.1%

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】

96.3％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 69.7％と２番目に多くなっています。
が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が低く、「ショッピングセンター

など」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。）

【世帯分類別×そこで過ごす】 

【世帯年収別×そこで過ごす】 

学校の友
達の家

学校以外
の友達の
家

111 16

21.6% 3.1%

72

36.9% 1.5%

33

17.0% 1.5%

6 10

4.8% 7.9%

27.9% 3.7%

47.4% 4.3%

19.6% 2.0%

9.9% 5.6%

学校の友
達の家

学校以外
の友達の
家

68

20.4% 2.7%

6

18.8% 6.3%

2

33.3% 0.0%

学校の友
達の家

学校以外
の友達の
家

6

33.3% 11.1%

10

20.4% 4.1%

39

21.3% 1.6%

23

18.1% 3.1%

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

45 

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

％と２番目に多くなっています。
が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が低く、「ショッピングセンター

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）

16 218

3.1% 42.3%

3 121

1.5% 62.1%

3 74

1.5% 38.1%

10 23

7.9% 18.3%

3.7% 40.6%

4.3% 59.1%

2.0% 35.6%

5.6% 18.6%

学校以外
の友達の

塾や習い
事

学校（部
活など）

9 154

2.7% 46.1%

2 11

6.3% 34.4%

0 2

0.0% 33.3%

学校以外
の友達の

塾や習い
事

学校（部
活など）

2 6

11.1% 33.3%

2 14

4.1% 28.6%

3 86

1.6% 47.0%

4 64

3.1% 50.4%

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 保護者高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。
が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が低く、「ショッピングセンター

 

学校（部
活など）

スポーツク
ラブの活
動の場
（野球場・
サッカー
場など）

241 83

46.8% 16.1%

23 58

11.8% 29.7%

136 15

70.1% 7.7%

82 10

65.1% 7.9%

49.6% 16.5%

10.9% 26.8%

76.5% 11.8%

68.1% 7.5%

学校（部
活など）

スポーツク
ラブの活
動の場
（野球場・
サッカー
場など）

152 64

45.5% 19.2%

14 4

43.8% 12.5%

4 1

66.7% 16.7%

学校（部
活など）

スポーツク
ラブの活
動の場
（野球場・
サッカー
場など）

7 1

38.9% 5.6%

14 12

28.6% 24.5%

83 41

45.4% 22.4%

70 17

55.1% 13.4%

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

％と２番目に多くなっています。 
が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が低く、「ショッピングセンター

※

アルバイト
先

公園

18

3.5% 36.3%

-

- 69.7%

-

- 18.6%

18

14.3% 11.9%

14.5% 34.7%

- 68.6%

- 17.9%

14.5%

※

アルバイト
先

公園

12

3.6% 39.2%

1

3.1% 25.0%

0

0.0% 33.3%

※

アルバイト
先

公園

2

11.1% 33.3%

2

4.1% 40.8%

3

1.6% 43.7%

6

4.7% 28.3%

） 

％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が 46.8％、「塾や習い

が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が低く、「ショッピングセンター

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

ショッピン
グセン
ターなど

187 47

36.3% 9.1%

136 23

69.7% 11.8%

36 12

18.6% 6.2%

15 12

11.9% 9.5%

34.7% 9.6%

68.6% 12.2%

17.9% 6.0%

7.2% 11.4%

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

ショッピン
グセン
ターなど

131 25

39.2% 7.5%

8 3

25.0% 9.4%

2 1

33.3% 16.7%

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

ショッピン
グセン
ターなど

6 2

33.3% 11.1%

20 4

40.8% 8.2%

80 11

43.7% 6.0%

36 13

28.3% 10.2%

 
％、「塾や習い

が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が低く、「ショッピングセンター

(単位：人、％)

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
ど娯楽施
設

108 63

21.0% 12.2%

31

15.9% 4.6%

38 18

19.6% 9.3%

39 36

31.0% 28.6%

15.6% 8.4%

9.7% 2.5%

13.2% 4.5%

29.2% 24.6%

(単位：人、％)

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
ど娯楽施
設

60 36

18.0% 10.8%

7

21.9% 9.4%

2

33.3% 16.7%

(単位：人、％)

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
ど娯楽施
設

6

33.3% 22.2%

12

24.5% 6.1%

27 17

14.8% 9.3%

25 16

19.7% 12.6%

 
％、「塾や習い

が低い世帯ほど、「塾や習い事」の割合が低く、「ショッピングセンター

 

 

 

(単位：人、％)

ゲームセ
ンターや
カラオケな
ど娯楽施

63

12.2%

9

4.6%

18

9.3%

36

28.6%

8.4%

2.5%

4.5%

24.6%

(単位：人、％)

ゲームセ
ンターや
カラオケな
ど娯楽施

36

10.8%

3

9.4%

1

16.7%

(単位：人、％)

ゲームセ
ンターや
カラオケな
ど娯楽施

4

22.2%

3

6.1%

17

9.3%

16

12.6%



 

 子どもの居場所の有無⑤

子ども、保護者
場合、ひとり親世帯や年収が低い世帯ほど、「ある」の割合が高くなっています。

■子ども
【学年別×子どもの居場所の有無

【世帯分類別×子どもの居場所の有無】

【世帯年収別×子どもの居場所の有無】

 
 
【居場所がある（子ども）×

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

両親世帯

母子世帯

父子世帯

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

0～250万円未満

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

◇ あなたは、自分の家や学校以外に、「ここに居たい」と感じる場所がありますか。
◇ お子さんについて、自分の家や学校以外に、よく利用している場所はありますか。

（ 小５

子どもの居場所の有無

子ども、保護者
場合、ひとり親世帯や年収が低い世帯ほど、「ある」の割合が高くなっています。

■子ども                  
学年別×子どもの居場所の有無

【世帯分類別×子どもの居場所の有無】

【世帯年収別×子どもの居場所の有無】

【居場所がある（子ども）×

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

0～250万円未満

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

あなたは、自分の家や学校以外に、「ここに居たい」と感じる場所がありますか。
お子さんについて、自分の家や学校以外に、よく利用している場所はありますか。

小５ 中２ 

子どもの居場所の有無 

子ども、保護者とも、全体では、「ある」より「ない」の割合が高くなっていますが、子どもの
場合、ひとり親世帯や年収が低い世帯ほど、「ある」の割合が高くなっています。

                  
学年別×子どもの居場所の有無

【世帯分類別×子どもの居場所の有無】

【世帯年収別×子どもの居場所の有無】

【居場所がある（子ども）×保護者の認識

 

調査数 ある
514

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

125

100.0%

調査数 ある
334

100.0%

32

100.0%

6

100.0%

調査数 ある
18

100.0%

49

100.0%

183

100.0%

127

100.0%

調査数 一致

160

100.0%

68

100.0%

58

100.0%

34

100.0%

あなたは、自分の家や学校以外に、「ここに居たい」と感じる場所がありますか。
お子さんについて、自分の家や学校以外に、よく利用している場所はありますか。

 高２ 保護者小２･小５･中２

とも、全体では、「ある」より「ない」の割合が高くなっていますが、子どもの
場合、ひとり親世帯や年収が低い世帯ほど、「ある」の割合が高くなっています。

                  
学年別×子どもの居場所の有無】    

【世帯分類別×子どもの居場所の有無】    

【世帯年収別×子どもの居場所の有無】    

保護者の認識】

(単位：人、％)

ある ない
237

46.1% 53.9%

86

44.1% 55.9%

97

50.0% 50.0%

54

43.2% 56.8%

(単位：人、％)

ある ない
136 198

40.7% 59.3%

17

53.1% 46.9%

4

66.7% 33.3%

(単位：人、％)

ない
9

50.0% 50.0%

21

42.9% 57.1%

80 103

43.7% 56.3%

50

39.4% 60.6%

(単位：人、％)

一致 不一致

82

51.3% 48.8%

40

58.8% 41.2%

29

50.0% 50.0%

13

38.2% 61.8%

あなたは、自分の家や学校以外に、「ここに居たい」と感じる場所がありますか。
お子さんについて、自分の家や学校以外に、よく利用している場所はありますか。

保護者小２･小５･中２

46 

とも、全体では、「ある」より「ない」の割合が高くなっていますが、子どもの
場合、ひとり親世帯や年収が低い世帯ほど、「ある」の割合が高くなっています。

                  ■保護者
  【学年別×子どもの居場所の有無

 

     【世帯分類別×子どもの居場所の有無】
 

     【世帯年収別×子どもの居場所の有無】
 

】   【居場所
 

(単位：人、％)

277

53.9%

109

55.9%

97

50.0%

71

56.8%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

(単位：人、％)

198

59.3%

15

46.9%

2

33.3%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

9

50.0%

28

57.1%

103

56.3%

77

60.6%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

(単位：人、％)

78

48.8%

28

41.2%

29

50.0%

21

61.8%

全  体

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

あなたは、自分の家や学校以外に、「ここに居たい」と感じる場所がありますか。
お子さんについて、自分の家や学校以外に、よく利用している場所はありますか。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

とも、全体では、「ある」より「ない」の割合が高くなっていますが、子どもの
場合、ひとり親世帯や年収が低い世帯ほど、「ある」の割合が高くなっています。

■保護者 
学年別×子どもの居場所の有無

【世帯分類別×子どもの居場所の有無】

【世帯年収別×子どもの居場所の有無】

【居場所はない（子ども）×保護者の認識】

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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  体

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

あなたは、自分の家や学校以外に、「ここに居たい」と感じる場所がありますか。
お子さんについて、自分の家や学校以外に、よく利用している場所はありますか。

保護者高２ 

とも、全体では、「ある」より「ない」の割合が高くなっていますが、子どもの
場合、ひとり親世帯や年収が低い世帯ほど、「ある」の割合が高くなっています。

学年別×子どもの居場所の有無

【世帯分類別×子どもの居場所の有無】

【世帯年収別×子どもの居場所の有無】

ない（子ども）×保護者の認識】

調査数
866

100.0%
269

100.0%
217

100.0%
200

100.0%
180

100.0%

調査数
785

100.0%
65

100.0%

100.0%

調査数
42

100.0%
124

100.0%
425

100.0%
275

100.0%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

調査数

216

100.0%

91

100.0%

68

100.0%

57

100.0%

あなたは、自分の家や学校以外に、「ここに居たい」と感じる場所がありますか。
お子さんについて、自分の家や学校以外に、よく利用している場所はありますか。

 ） 

とも、全体では、「ある」より「ない」の割合が高くなっていますが、子どもの
場合、ひとり親世帯や年収が低い世帯ほど、「ある」の割合が高くなっています。 

学年別×子どもの居場所の有無】 

【世帯分類別×子どもの居場所の有無】 

【世帯年収別×子どもの居場所の有無】 

ない（子ども）×保護者の認識】

(単位：人、％)
ある

866 430
100.0% 49.7%

269 175
100.0% 65.1%

217 108
100.0% 49.8%

200 84
100.0% 42.0%

180 63
100.0% 35.0%

(単位：人、％)
ある ない

785 394
100.0% 50.2%

65 32
100.0% 49.2%

7 -
100.0% -

(単位：人、％)
ある ない

42 18
100.0% 42.9%

124 58
100.0% 46.8%

425 222
100.0% 52.2%

275 132
100.0% 48.0%

(単位：人、％)

一致 不一致

216 137

100.0% 63.4%

91 51

100.0% 56.0%

68 45

100.0% 66.2%

57 41

100.0% 71.9%

あなたは、自分の家や学校以外に、「ここに居たい」と感じる場所がありますか。 
お子さんについて、自分の家や学校以外に、よく利用している場所はありますか。

 
とも、全体では、「ある」より「ない」の割合が高くなっていますが、子どもの

 

 
 

 
 

ない（子ども）×保護者の認識】 
 

(単位：人、％)
ない

436
50.3%

94
34.9%

109
50.2%

116
58.0%

117
65.0%

(単位：人、％)
ない

391
49.8%

33
50.8%

7
100.0%

(単位：人、％)
ない

24
57.1%

66
53.2%

203
47.8%

143
52.0%

(単位：人、％)

不一致

79

36.6%

40

44.0%

23

33.8%

16

28.1%

 
お子さんについて、自分の家や学校以外に、よく利用している場所はありますか。 

 
とも、全体では、「ある」より「ない」の割合が高くなっていますが、子どもの



 

 子どもの居場所⑥

子どもは、「学校の友達の家」が
園」が

中学２年生と高校２年生相当では、「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
ど娯楽施設」が多くなっています。

保護者は、「塾や習い事」が
どの学年でも「塾や習い事」の割合が多くなっています。
また、「オンライン空間（

ますが、子どもでは約
 

■子ども
【学年別×子どもの居場所

【世帯分類別×子どもの居場所】

【世帯年収別×子どもの居場所】

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

父子世帯

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

◇ そこは、どのような場所ですか。

（ 小５

子どもの居場所

子どもは、「学校の友達の家」が
園」が 26.6％となっています。

中学２年生と高校２年生相当では、「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
ど娯楽施設」が多くなっています。

保護者は、「塾や習い事」が
どの学年でも「塾や習い事」の割合が多くなっています。
また、「オンライン空間（

ますが、子どもでは約

■子ども 
学年別×子どもの居場所

【世帯分類別×子どもの居場所】

【世帯年収別×子どもの居場所】

 

調査数
学校の友
達の家

237 71

100.0% 30.0%

86 37

100.0% 43.0%

97 25

100.0% 25.8%

54 9

100.0% 16.7%

調査数
学校の友
達の家

136 39

100.0% 28.7%

17 6

100.0% 35.3%

4 2

100.0% 50.0%

調査数
学校の友
達の家

9 5

100.0% 55.6%

21 5

100.0% 23.8%

80 24

100.0% 30.0%

50 13

100.0% 26.0%

そこは、どのような場所ですか。

小５ 中２ 

子どもの居場所【複数回答】

子どもは、「学校の友達の家」が
％となっています。

中学２年生と高校２年生相当では、「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
ど娯楽施設」が多くなっています。

保護者は、「塾や習い事」が
どの学年でも「塾や習い事」の割合が多くなっています。
また、「オンライン空間（SNS

ますが、子どもでは約 20％が「ここに居たい場所」となっています。

学年別×子どもの居場所】 

【世帯分類別×子どもの居場所】

【世帯年収別×子どもの居場所】

  

学校以外
の友達の
家

塾や習い
事

71 16 38

30.0% 6.8% 16.0%

37 4 16

43.0% 4.7% 18.6%

25 6 16

25.8% 6.2% 16.5%

9 6 6

16.7% 11.1% 11.1%

学校以外
の友達の
家

塾や習い
事

39 8 24

28.7% 5.9% 17.6%

6 1 2

35.3% 5.9% 11.8%

2 1 0

50.0% 25.0% 0.0%

学校以外
の友達の
家

塾や習い
事

5 0 2

55.6% 0.0% 22.2%

5 2 2

23.8% 9.5% 9.5%

24 6 13

30.0% 7.5% 16.3%

13 2 10

26.0% 4.0% 20.0%

そこは、どのような場所ですか。

 高２ 保護者小２･小５･中２

【複数回答】 

子どもは、「学校の友達の家」が 30.0％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が
％となっています。 

中学２年生と高校２年生相当では、「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
ど娯楽施設」が多くなっています。 

保護者は、「塾や習い事」が 51.9％と最も多く、次いで「公園」が
どの学年でも「塾や習い事」の割合が多くなっています。

SNS、オンラインゲーム）」については、保護者
％が「ここに居たい場所」となっています。

【世帯分類別×子どもの居場所】 

【世帯年収別×子どもの居場所】 

学校（部活
など）

スポーツク
ラブの活
動の場（野
球場・サッ
カー場な
ど）

38 64 26

16.0% 27.0% 11.0%

16 5 15

18.6% 5.8% 17.4%

16 38 10

16.5% 39.2% 10.3%

6 21

11.1% 38.9% 1.9%

学校（部
活など）

スポーツク
ラブの活
動の場
（野球場・
サッカー
場など）

24 36 17

17.6% 26.5% 12.5%

2 3

11.8% 17.6% 11.8%

0 2

0.0% 50.0% 0.0%

学校（部
活など）

スポーツク
ラブの活
動の場
（野球場・
サッカー
場など）

2 1

22.2% 11.1% 0.0%

2 5

9.5% 23.8% 4.8%

13 19 14

16.3% 23.8% 17.5%

10 17

20.0% 34.0% 8.0%

そこは、どのような場所ですか。 

保護者小２･小５･中２
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％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が

中学２年生と高校２年生相当では、「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

％と最も多く、次いで「公園」が
どの学年でも「塾や習い事」の割合が多くなっています。

、オンラインゲーム）」については、保護者
％が「ここに居たい場所」となっています。

スポーツク

動の場（野
球場・サッ

アルバイト
先

公園

26 0 63

11.0% 0.0% 26.6%

15 0 40

17.4% 0.0% 46.5%

10 0 17

10.3% 0.0% 17.5%

1 0

1.9% 0.0% 11.1%

スポーツク

（野球場・
アルバイト
先

公園

17 0 39

12.5% 0.0% 28.7%

2 0

11.8% 0.0% 29.4%

0 0

0.0% 0.0% 25.0%

スポーツク

（野球場・
アルバイト
先

公園

0 0

0.0% 0.0% 33.3%

1 0

4.8% 0.0% 19.0%

14 0 24

17.5% 0.0% 30.0%

4 0 14

8.0% 0.0% 28.0%

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が

中学２年生と高校２年生相当では、「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

％と最も多く、次いで「公園」が
どの学年でも「塾や習い事」の割合が多くなっています。 

、オンラインゲーム）」については、保護者
％が「ここに居たい場所」となっています。

図書館や
公民館な
ど、公共の
施設

ショッピン
グセンター
など

63 36 45

26.6% 15.2% 19.0%

40 11

46.5% 12.8% 10.5%

17 17 25

17.5% 17.5% 25.8%

6 8 11

11.1% 14.8% 20.4%

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

ショッピン
グセン
ターなど

39 19 17

28.7% 14.0% 12.5%

5 1

29.4% 5.9% 17.6%

1 0

25.0% 0.0% 0.0%

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

ショッピン
グセン
ターなど

3 1

33.3% 11.1% 22.2%

4 2

19.0% 9.5% 4.8%

24 13 11

30.0% 16.3% 13.8%

14 5

28.0% 10.0% 12.0%

保護者高２ 

％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が

中学２年生と高校２年生相当では、「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

％と最も多く、次いで「公園」が 32.8％となっています。

、オンラインゲーム）」については、保護者
％が「ここに居たい場所」となっています。 

ショッピン
グセンター

ゲームセ
ンターやカ
ラオケなど
娯楽施設

地域の人
が開いて
いる遊び
の場所（プ
レイパーク
など）

45 58

19.0% 24.5% 2.1%

9 11

10.5% 12.8% 3.5%

25 26

25.8% 26.8% 2.1%

11 21

20.4% 38.9% 0.0%

ショッピン

ターなど

ゲームセ
ンターや
カラオケな
ど娯楽施
設

地域の人
が開いて
いる遊び
の場所（プ
レイパーク
など）

17 31

12.5% 22.8% 3.7%

3 5

17.6% 29.4% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

ショッピン

ターなど

ゲームセ
ンターや
カラオケな
ど娯楽施
設

地域の人
が開いて
いる遊び
の場所（プ
レイパーク
など）

2 4

22.2% 44.4% 0.0%

1 4

4.8% 19.0% 4.8%

11 17

13.8% 21.3% 2.5%

6 11

12.0% 22.0% 4.0%

 ） 

％と最も多く、次いで「学校（部活など）」が 27.0

中学２年生と高校２年生相当では、「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

％となっています。

、オンラインゲーム）」については、保護者では約 7％となってい

地域の人
が開いて
いる遊び
の場所（プ
レイパーク

無料で勉
強を見てく
れる場所
や、食事
や軽食を
無料か安
く食べるこ
とができる
場所

悩みごとの
相談に
のったり、
サポートし
てくれる場
所（電話や
オンライン
を含む）

5 15

2.1% 6.3% 1.7%

3 7

3.5% 8.1% 3.5%

2 3

2.1% 3.1% 0.0%

0 5

0.0% 9.3% 1.9%

地域の人
が開いて
いる遊び
の場所（プ
レイパーク

無料で勉
強を見てく
れる場所
や、食事
や軽食を
無料か安
く食べるこ
とができる
場所

悩みごと
の相談に
のったり、
サポートし
てくれる場
所（電話
やオンライ
ンを含む）

5 12

3.7% 8.8% 1.5%

0 0

0.0% 0.0% 5.9%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

地域の人
が開いて
いる遊び
の場所（プ
レイパーク

無料で勉
強を見てく
れる場所
や、食事
や軽食を
無料か安
く食べるこ
とができる
場所

悩みごと
の相談に
のったり、
サポートし
てくれる場
所（電話
やオンライ
ンを含む）

0 2

0.0% 22.2% 11.1%

1 2

4.8% 9.5% 0.0%

2 3

2.5% 3.8% 1.3%

2 6

4.0% 12.0% 2.0%

 
27.0％、「公

中学２年生と高校２年生相当では、「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

％となっています。 

％となってい

(単位：人、％)

悩みごとの

のったり、
サポートし
てくれる場
所（電話や
オンライン
を含む）

オンライン
空間（ＳＮ
Ｓ、オンラ
インゲーム
など）

その他

4 46

1.7% 19.4% 17.3%

3 15

3.5% 17.4% 26.7%

0 20

0.0% 20.6% 13.4%

1 11

1.9% 20.4% 9.3%

(単位：人、％)

悩みごと
の相談に
のったり、
サポートし
てくれる場
所（電話
やオンライ
ンを含む）

オンライン
空間（ＳＮ
Ｓ、オンラ
インゲー
ムなど）

その他

2 26

1.5% 19.1% 21.3%

1 2

5.9% 11.8% 11.8%

0 0

0.0% 0.0% 25.0%

(単位：人、％)

悩みごと
の相談に
のったり、
サポートし
てくれる場
所（電話
やオンライ
ンを含む）

オンライン
空間（ＳＮ
Ｓ、オンラ
インゲー
ムなど）

その他

1 2

11.1% 22.2% 0.0%

0 1

0.0% 4.8% 33.3%

1 18

1.3% 22.5% 22.5%

1 7

2.0% 14.0% 14.0%

 
％、「公

中学２年生と高校２年生相当では、「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

％となってい

 

 

 

(単位：人、％)

その他

41

17.3%

23

26.7%

13

13.4%

5

9.3%

(単位：人、％)

その他

29

21.3%

2

11.8%

1

25.0%

(単位：人、％)

その他

0

0.0%

7

33.3%

18

22.5%

7

14.0%
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■保護者 
【学年別×子どもの居場所】 

 

【世帯分類別×子どもの居場所】 

 

【世帯年収別×子どもの居場所】 

 

  

(単位：人、％)

調査数
学校の友
達の家

学校以外
の友達（小
中学校の
友達など）
の家

塾や習い
事

学校（部活
など）

スポーツク
ラブの活
動の場（野
球場・サッ
カー場な
ど）

アルバイト
先

公園

図書館や
公民館な
ど、公共の
施設

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
娯楽施設

地域の人
が開いて
いる遊び
の場所（プ
レイパーク
など）

無料で勉
強を見てく
れる場所
や、食事
や軽食を
無料か安
く食べるこ
とができる
場所

悩みごとの
相談に
のったり、
サポートし
てくれる場
所（電話や
オンライン
を含む）

オンライン
空間（ＳＮ
Ｓ、オンラ
インゲーム
など）

その他

430 99 11 223 79 90 20 141 44 42 21 12 7 6 31 132
100.0% 23.0% 2.6% 51.9% 18.4% 20.9% 4.7% 32.8% 10.2% 9.8% 4.9% 2.8% 1.6% 1.4% 7.2% 30.7%

175 39 2 85 4 34 - 76 16 11 2 9 3 4 6 87
100.0% 22.3% 1.1% 48.6% 2.3% 19.4% - 43.4% 9.1% 6.3% 1.1% 5.1% 1.7% 2.3% 3.4% 49.7%

108 39 2 54 9 38 - 47 6 5 - 2 3 1 3 27
100.0% 36.1% 1.9% 50.0% 8.3% 35.2% - 43.5% 5.6% 4.6% - 1.9% 2.8% 0.9% 2.8% 25.0%

84 12 1 59 39 10 - 12 12 7 6 - 1 - 9 8
100.0% 14.3% 1.2% 70.2% 46.4% 11.9% - 14.3% 14.3% 8.3% 7.1% - 1.2% - 10.7% 9.5%

63 9 6 25 27 8 20 6 10 19 13 1 - 1 13 10
100.0% 14.3% 9.5% 39.7% 42.9% 12.7% 31.7% 9.5% 15.9% 30.2% 20.6% 1.6% - 1.6% 20.6% 15.9%

全  体

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

(単位：人、％)

調査数
学校の友
達の家

学校以外
の友達
（小中学
校の友達
など）の家

塾や習い
事

学校（部
活など）

スポーツク
ラブの活
動の場
（野球場・
サッカー
場など）

アルバイト
先

公園

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

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
ど娯楽施
設

地域の人
が開いて
いる遊び
の場所（プ
レイパーク
など）

無料で勉
強を見てく
れる場所
や、食事
や軽食を
無料か安
く食べるこ
とができる
場所

悩みごと
の相談に
のったり、
サポートし
てくれる場
所（電話
やオンライ
ンを含む）

オンライン
空間（ＳＮ
Ｓ、オンラ
インゲー
ムなど）

その他

394 90 10 208 77 83 19 133 40 38 18 10 6 6 28 115
100.0% 22.8% 2.5% 52.8% 19.5% 21.1% 4.8% 33.8% 10.2% 9.6% 4.6% 2.5% 1.5% 1.5% 7.1% 29.2%

32 6 1 12 2 7 1 5 3 3 3 2 1 - 3 16
100.0% 18.8% 3.1% 37.5% 6.3% 21.9% 3.1% 15.6% 9.4% 9.4% 9.4% 6.3% 3.1% - 9.4% 50.0%

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

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数
学校の友
達の家

学校以外
の友達
（小中学
校の友達
など）の家

塾や習い
事

学校（部
活など）

スポーツク
ラブの活
動の場
（野球場・
サッカー
場など）

アルバイト
先

公園

図書館や
公民館な
ど、公共
の施設

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
ど娯楽施
設

地域の人
が開いて
いる遊び
の場所（プ
レイパーク
など）

無料で勉
強を見てく
れる場所
や、食事
や軽食を
無料か安
く食べるこ
とができる
場所

悩みごと
の相談に
のったり、
サポートし
てくれる場
所（電話
やオンライ
ンを含む）

オンライン
空間（ＳＮ
Ｓ、オンラ
インゲー
ムなど）

その他

18 5 1 6 2 - - 6 2 1 2 1 1 2 1 8
100.0% 27.8% 5.6% 33.3% 11.1% - - 33.3% 11.1% 5.6% 11.1% 5.6% 5.6% 11.1% 5.6% 44.4%

58 15 1 19 7 11 4 16 3 8 3 3 - 1 4 25
100.0% 25.9% 1.7% 32.8% 12.1% 19.0% 6.9% 27.6% 5.2% 13.8% 5.2% 5.2% - 1.7% 6.9% 43.1%

222 58 4 115 36 56 8 84 24 17 9 6 4 2 13 61
100.0% 26.1% 1.8% 51.8% 16.2% 25.2% 3.6% 37.8% 10.8% 7.7% 4.1% 2.7% 1.8% 0.9% 5.9% 27.5%

132 21 5 83 34 23 8 35 15 16 7 2 2 1 13 38
100.0% 15.9% 3.8% 62.9% 25.8% 17.4% 6.1% 26.5% 11.4% 12.1% 5.3% 1.5% 1.5% 0.8% 9.8% 28.8%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

（3） その他

 使用できるもの（子ども部屋・パソコン・机・自転車等）【複数回答】①

経済的に持てないでは、「携帯電話やスマートフォン」が
屋」が

「⺟子世帯」では、「子ども部屋」を持てない割合が高くなっています。
年収

【学年別×

【世帯分類別×経済的に持てない】

【世帯年収別×経済的に持てない】

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

全  体

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

◇ 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・パソコン・机・自転車等）【複数回答】

経済的に持てないでは、「携帯電話やスマートフォン」が
屋」が 2.8％となっており

「⺟子世帯」では、「子ども部屋」を持てない割合が高くなっています。
年収が低い世帯

学年別×経済的に持てない】

【世帯分類別×経済的に持てない】

【世帯年収別×経済的に持てない】

調査数

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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・パソコン・机・自転車等）【複数回答】

経済的に持てないでは、「携帯電話やスマートフォン」が
なっております。

「⺟子世帯」では、「子ども部屋」を持てない割合が高くなっています。
世帯ほど、経済的に持てない割合が高くなっています。

経済的に持てない】

【世帯分類別×経済的に持てない】

【世帯年収別×経済的に持てない】

調査数

子ども部
屋（きょう
だいと一
緒に使っ
ている場
合を含む）

869

100.0% 2.8%

269

100.0% 3.7%

217

100.0% 2.8%

200

100.0% 4.0%

3.8%

5.1%

3.4%

2.7%

調査数

子ども部
屋（きょうだ
いと一緒
に使って
いる場合
を含む）

630

100.0% 3.2%

46

100.0% 6.5%

4

100.0% 0.0%

調査数

子ども部
屋（きょうだ
いと一緒
に使って
いる場合
を含む）

30

100.0% 10.0%

103

100.0% 8.7%

360

100.0% 3.3%

193

100.0% 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。

 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・机・自転車等）【複数回答】

経済的に持てないでは、「携帯電話やスマートフォン」が
ます。 

「⺟子世帯」では、「子ども部屋」を持てない割合が高くなっています。
ほど、経済的に持てない割合が高くなっています。

経済的に持てない】 

【世帯分類別×経済的に持てない】 

【世帯年収別×経済的に持てない】 

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

24 13

2.8% 1.5%

10 7

3.7% 2.6%

6 2

2.8% 0.9%

8 4

4.0% 2.0%

3.8% 2.2%

5.1% 3.0%

3.4% 2.5%

2.7% 1.0%

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

20 11

3.2% 1.7%

3 1

6.5% 2.2%

0 0

0.0% 0.0%

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

3 0

10.0% 0.0%

9 5

8.7% 4.9%

12 7

3.3% 1.9%

0 1

0.0% 0.5%

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
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使用できるもの（子ども部屋・パソコン・机・自転車等）【複数回答】

経済的に持てないでは、「携帯電話やスマートフォン」が

「⺟子世帯」では、「子ども部屋」を持てない割合が高くなっています。
ほど、経済的に持てない割合が高くなっています。

自転車
携帯電話
やスマート
フォン

6

0.7%

1

0.4%

2

0.9%

3

1.5%

0.3%

0.3%

0.1%

0.4%

自転車
携帯電話
やスマート
フォン

5

0.8%

1

2.2%

0

0.0%

自転車
携帯電話
やスマート
フォン

1

3.3%

4

3.9%

1

0.3%

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 保護者高２

使用できるもの（子ども部屋・パソコン・机・自転車等）【複数回答】

経済的に持てないでは、「携帯電話やスマートフォン」が 3.0

「⺟子世帯」では、「子ども部屋」を持てない割合が高くなっています。
ほど、経済的に持てない割合が高くなっています。

(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）

26

3.0% 0.6%

12

4.5% 0.7%

7

3.2% 0.5%

7

3.5% 1.0%

3.6% 0.6%

4.2% 1.1%

3.7% 0.6%

2.9% 0.1%

(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）

24

3.8% 0.8%

1

2.2% 0.0%

1

25.0% 0.0%

(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）

3

10.0% 0.0%

6

5.8% 1.9%

15

4.2% 0.3%

2

1.0% 1.0%

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 ）

使用できるもの（子ども部屋・パソコン・机・自転車等）【複数回答】 

3.0％と最も多く、次いで「子ども部

「⺟子世帯」では、「子ども部屋」を持てない割合が高くなっています。
ほど、経済的に持てない割合が高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ

合を含む）

5

0.6%

2

0.7%

1

0.5%

2

1.0%

0.6%

1.1%

0.6%

0.1%

(単位：人、％)

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含む）

5

0.8%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

ゲーム機
（家族と一
緒に使っ
ている場
合を含む）

0

0.0%

2

1.9%

1

0.3%

2

1.0%

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。 

） 

 

最も多く、次いで「子ども部

「⺟子世帯」では、「子ども部屋」を持てない割合が高くなっています。 

 
最も多く、次いで「子ども部

 
最も多く、次いで「子ども部



 

 子どもにしていること【複数回答】②

経済的にできないでは、「学習塾に通わせる」が
「家族旅行やキャンプに行く」が

「ひとり親世帯」や年収

【学年別×

【世帯分類別×経済的にできない】

【世帯年収別×経済的にできない】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

全  体

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

◇ 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【複数回答】

経済的にできないでは、「学習塾に通わせる」が
「家族旅行やキャンプに行く」が

「ひとり親世帯」や年収

学年別×経済的にできない】

【世帯分類別×経済的にできない】

【世帯年収別×経済的にできない】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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
「家族旅行やキャンプに行く」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、経済的にできない割合が高くなっています。

経済的にできない】

【世帯分類別×経済的にできない】

【世帯年収別×経済的にできない】

調査数
毎月おこ
づかいを
渡す

869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

調査数
毎月おこ
づかいを
渡す

630

100.0%

46

100.0%

4

100.0%

調査数
毎月おこ
づかいを
渡す

30

100.0%

103

100.0%

360

100.0%

193

100.0%

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。

 高２ 保護者小２･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
「家族旅行やキャンプに行く」が 7.6％となっています。

が低い世帯ほど、経済的にできない割合が高くなっています。

経済的にできない】 

【世帯分類別×経済的にできない】 

【世帯年収別×経済的にできない】 

 

毎月おこ
づかいを
渡す

毎年新し
い洋服・
靴を買う

23

2.6% 1.2%

10

3.7% 1.5%

4

1.8% 1.4%

9

4.5% 1.5%

5.3% 2.8%

4.0% 2.2%

5.7% 3.4%

6.2% 2.9%

毎月おこ
づかいを
渡す

毎年新し
い洋服・
靴を買う

19

3.0% 1.4%

3

6.5% 2.2%

1

25.0% 0.0%

毎月おこ
づかいを
渡す

毎年新し
い洋服・
靴を買う

3

10.0% 3.3%

12

11.7% 2.9%

8

2.2% 1.1%

0

0.0% 1.0%

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
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経済的にできないでは、「学習塾に通わせる」が 12.
となっています。

が低い世帯ほど、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

10 68

1.2% 7.8%

4 28

1.5% 10.4%

3 16

1.4% 7.4%

3 24

1.5% 12.0%

2.8% 10.5%

2.2% 10.9%

3.4% 8.1%

2.9% 12.4%

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

9 56

1.4% 8.9%

1 12

2.2% 26.1%

0 0

0.0% 0.0%

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

1 7

3.3% 23.3%

3 24

2.9% 23.3%

4 32

1.1% 8.9%

2 5

1.0% 2.6%

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 保護者高２

12.4％と最も多く、次いで「習い事」が
となっています。 

が低い世帯ほど、経済的にできない割合が高くなっています。

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

108

12.4%

45

16.7%

35

16.1%

28

14.0%

18.4%

18.4%

18.8%

18.1%

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

93

14.8%

14

30.4%

1

25.0%

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

9

30.0%

30

29.1%

62

17.2%

7

3.6%

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「習い事」が

が低い世帯ほど、経済的にできない割合が高くなっています。

誕生日の
お祝いを
する

家族旅行
やキャン
プに行く

1

0.1% 7.6%

0

0.0% 9.3%

0

0.0% 8.3%

1

0.5% 11.5%

0.6% 11.6%

0.3% 10.2%

0.4% 9.9%

1.0% 14.6%

誕生日の
お祝いを
する

家族旅行
やキャン
プに行く

1

0.2% 9.0%

0

0.0% 17.4%

0

0.0% 25.0%

誕生日の
お祝いを
する

家族旅行
やキャン
プに行く

0

0.0% 23.3%

1

1.0% 14.6%

0

0.0% 10.0%

0

0.0% 4.1%

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。 

） 

％と最も多く、次いで「習い事」が

が低い世帯ほど、経済的にできない割合が高くなっています。

(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

66 9

7.6% 1.0%

25 3

9.3% 1.1%

18 3

8.3% 1.4%

23 3

11.5% 1.5%

11.6% 1.4%

10.2% 0.5%

9.9% 1.2%

14.6% 2.5%

(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

57 8

9.0% 1.3%

8 1

17.4% 2.2%

1 0

25.0% 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

7 2

23.3% 6.7%

15 4

14.6% 3.9%

36 2

10.0% 0.6%

8 1

4.1% 0.5%

 
％と最も多く、次いで「習い事」が 7.8％、

が低い世帯ほど、経済的にできない割合が高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

9

1.0%

3

1.1%

3

1.4%

3

1.5%

1.4%

0.5%

1.2%

2.5%

(単位：人、％)

8

1.3%

1

2.2%

0

0.0%

(単位：人、％)

2

6.7%

4

3.9%

2

0.6%

1

0.5%

 
、



 

4. 保護者の就労状況
・ 「⺟親」の就労状況は、約８割が何らかの

なっています。
・ 「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。
・ 「世帯年収

400 万円以下となっています。

（1） ⺟親の就労状況について

 ⺟親の働き方①

全体では
「働いていない」が

「⺟子世帯」の約４割が「パート・派遣職員など」となっています。

【学年別×⺟親の就労状況】

【世帯分類別×⺟親の就労状況】

【世帯年収別×⺟親の就労状況】

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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
なっています。 
「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。
「世帯年収」は、

万円以下となっています。

⺟親の就労状況について

⺟親の働き方 

全体では、「パート・アルバイト」が
「働いていない」が

「⺟子世帯」の約４割が「パート・派遣職員など」となっています。

【学年別×⺟親の就労状況】

【世帯分類別×⺟親の就労状況】

【世帯年収別×⺟親の就労状況】

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

調査数

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

 
「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。

、「両親世帯」の
万円以下となっています。

⺟親の就労状況について 

 

「パート・アルバイト」が
「働いていない」が 17.4％となっています。

「⺟子世帯」の約４割が「パート・派遣職員など」となっています。

【学年別×⺟親の就労状況】 

【世帯分類別×⺟親の就労状況】

【世帯年収別×⺟親の就労状況】

調査数
正規の職
員・従業
員

862 193

100.0% 22.4%

268 65

100.0% 24.3%

215 41

100.0% 19.1%

199 47

100.0% 23.6%

180 40

100.0% 22.2%

19.0%

18.0%

17.4%

20.6%

20.7%

調査数
正規の職
員・従業員

787 164

100.0% 20.8%

66 29

100.0% 43.9%

調査数
正規の職
員・従業員

42

100.0% 16.7%

124 19

100.0% 15.3%

422 72

100.0% 17.1%

274 95

100.0% 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。

 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

「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。
「両親世帯」の 6 割以上が

万円以下となっています。 

 

「パート・アルバイト」が 49.2
となっています。

「⺟子世帯」の約４割が「パート・派遣職員など」となっています。

【世帯分類別×⺟親の就労状況】 

【世帯年収別×⺟親の就労状況】 

パート・ア
ルバイト

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

193 424

22.4% 49.2%

65 122

24.3% 45.5%

41 106

19.1% 49.3%

47 103

23.6% 51.8%

40 93

22.2% 51.7%

19.0% 48.4%

18.0% 44.0%

17.4% 50.8%

20.6% 50.5%

20.7% 48.5%

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

164 400

20.8% 50.8%

29 19

43.9% 28.8%

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

7 21

16.7% 50.0%

19 63

15.3% 50.8%

72 235

17.1% 55.7%

95 105

34.7% 38.3%

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。

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５割と

「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。
割以上が 500 万円以上である⼀⽅、「⺟子世帯」の

49.2％と最も多く、次いで「正規の職員・従業員」が
となっています。 

「⺟子世帯」の約４割が「パート・派遣職員など」となっています。

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

39 7

4.5% 0.8%

8 1

3.0% 0.4%

5 4

2.3% 1.9%

8 2

4.0% 1.0%

18 0

10.0% 0.0%

5.6% 0.4%

5.2% 0.4%

4.8% 0.3%

6.2% 0.4%

6.8% 0.5%

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

33

4.2% 0.9%

6

9.1% 0.0%

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

1

2.4% 0.0%

5

4.0% 0.0%

16

3.8% 1.2%

17

6.2% 0.7%

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 保護者高２

就労をしており、正社員が約２割、パート等が約５割と

「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。
万円以上である⼀⽅、「⺟子世帯」の

最も多く、次いで「正規の職員・従業員」が

「⺟子世帯」の約４割が「パート・派遣職員など」となっています。

体等の役 自営 内職

7 35

0.8% 4.1%

1 15

0.4% 5.6%

4 9

1.9% 4.2%

2 6

1.0% 3.0%

0 5

0.0% 2.8%

0.4% 3.7%

0.4% 4.5%

0.3% 4.1%

0.4% 3.1%

0.5% 2.9%

体等の役 自営 内職

7 33

0.9% 4.2%

0 1

0.0% 1.5%

体等の役 自営 内職

0 4

0.0% 9.5%

0 7

0.0% 5.6%

5 12

1.2% 2.8%

2 12

0.7% 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 ）

就労をしており、正社員が約２割、パート等が約５割と

「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。
万円以上である⼀⽅、「⺟子世帯」の

最も多く、次いで「正規の職員・従業員」が

「⺟子世帯」の約４割が「パート・派遣職員など」となっています。 

内職 その他

3 10

0.3% 1.2%

0

0.0% 1.5%

3

1.4% 1.9%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 1.1%

0.7% 1.2%

1.1% 1.0%

0.8% 1.4%

0.3% 1.3%

0.7% 1.0%

内職 その他

3

0.4% 0.8%

0

0.0% 3.0%

内職 その他

0

0.0% 2.4%

1

0.8% 3.2%

1

0.2% 0.7%

1

0.4% 0.7%

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。

） 

就労をしており、正社員が約２割、パート等が約５割と

「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。
万円以上である⼀⽅、「⺟子世帯」の

最も多く、次いで「正規の職員・従業員」が

(単位：人、％)

働いてい
ない

わからな
い

10 150

1.2% 17.4%

4 53

1.5% 19.8%

4 42

1.9% 19.5%

0 33

0.0% 16.6%

2 22

1.1% 12.2%

1.2% 19.4%

1.0% 24.8%

1.4% 19.2%

1.3% 15.1%

1.0% 17.6%

(単位：人、％)

働いてい
ない

わからな
い

6 140

0.8% 17.8%

2 9

3.0% 13.6%

(単位：人、％)

働いてい
ない

わからな
い

1 8

2.4% 19.0%

4 25

3.2% 20.2%

3 77

0.7% 18.2%

2 40

0.7% 14.6%

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。 

就労をしており、正社員が約２割、パート等が約５割と

「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。
万円以上である⼀⽅、「⺟子世帯」の 7 割以上が

 
最も多く、次いで「正規の職員・従業員」が 22.4％、

 

 

 

(単位：人、％)

わからな

1

0.1%

0

0.0%

1

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

(単位：人、％)

わからな

1

0.1%

0

0.0%

(単位：人、％)

わからな

0

0.0%

0

0.0%

1

0.2%

0

0.0%

就労をしており、正社員が約２割、パート等が約５割と

「⺟子世帯」の約４割がパート等の就労で、早朝や夜勤等の勤務形態の割合が高くなっています。 
割以上が

 
、
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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】 

 

  

(単位：人、％)

調査数

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（上記に
該当する
ものがな
い）

193 30 9 12 22 7 34 70 6 5 4 13 12 87

100.0% 15.5% 4.7% 6.2% 11.4% 3.6% 17.6% 36.3% 3.1% 2.6% 2.1% 6.7% 6.2% 45.1%

424 25 20 20 53 15 68 162 21 6 3 23 26 177

100.0% 5.9% 4.7% 4.7% 12.5% 3.5% 16.0% 38.2% 5.0% 1.4% 0.7% 5.4% 6.1% 41.7%

39 4 5 2 1 1 1 13 1 0 0 6 2 19

100.0% 10.3% 12.8% 5.1% 2.6% 2.6% 2.6% 33.3% 2.6% 0.0% 0.0% 15.4% 5.1% 48.7%

7 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3

100.0% 14.3% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9%

35 4 1 1 2 0 1 9 1 0 0 1 0 21

100.0% 11.4% 2.9% 2.9% 5.7% 0.0% 2.9% 25.7% 2.9% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 60.0%

3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7%

10 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 1 3 4

100.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 30.0% 40.0%

150 3 9 23 29 7 27 44 8 5 2 15 10 65

100.0% 2.0% 6.0% 15.3% 19.3% 4.7% 18.0% 29.3% 5.3% 3.3% 1.3% 10.0% 6.7% 43.3%

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

派遣社員・契約社
員・嘱託社員

会社・団体等の役員

自営

内職

その他

働いていない

わからない

(単位：人、％)

調査数 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

193 0 33 86 74 0

100.0% 0.0% 17.1% 44.6% 38.3% 0.0%

424 7 109 215 92 1

100.0% 1.7% 25.7% 50.7% 21.7% 0.2%

39 2 5 17 15 0

100.0% 5.1% 12.8% 43.6% 38.5% 0.0%

7 0 1 4 2 0

100.0% 0.0% 14.3% 57.1% 28.6% 0.0%

35 1 7 16 11 0

100.0% 2.9% 20.0% 45.7% 31.4% 0.0%

3 1 0 2 0 0

100.0% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0%

8 0 2 4 2 0

100.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0%

149 3 45 71 30 0

100.0% 2.0% 30.2% 47.7% 20.1% 0.0%

1 0 0 1 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

派遣社員・契約社
員・嘱託社員

会社・団体等の役員

自営

内職

その他

働いていない

わからない
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【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、％)

調査数 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

153 0 6 17 114 14 2

100.0% 0.0% 3.9% 11.1% 74.5% 9.2% 1.3%

331 0 27 71 194 33 6

100.0% 0.0% 8.2% 21.5% 58.6% 10.0% 1.8%

21 0 0 1 18 2 0

100.0% 0.0% 0.0% 4.8% 85.7% 9.5% 0.0%

7 0 0 0 6 1 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.7% 14.3% 0.0%

30 0 0 9 19 1 1

100.0% 0.0% 0.0% 30.0% 63.3% 3.3% 3.3%

3 0 0 1 2 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0%

8 0 2 0 5 1 0

100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 62.5% 12.5% 0.0%

128 0 13 23 74 16 2

100.0% 0.0% 10.2% 18.0% 57.8% 12.5% 1.6%

1 0 0 1 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

派遣社員・契約社
員・嘱託社員

会社・団体等の役員

自営

内職

その他

働いていない

わからない

(単位：人、％)

調査数 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

40 2 0 4 22 9 3

100.0% 5.0% 0.0% 10.0% 55.0% 22.5% 7.5%

92 7 1 7 55 21 1

100.0% 7.6% 1.1% 7.6% 59.8% 22.8% 1.1%

17 1 0 1 11 4 0

100.0% 5.9% 0.0% 5.9% 64.7% 23.5% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 0 0 1 2 1 0

100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 0 0 1 1 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

22 4 0 0 10 6 2

100.0% 18.2% 0.0% 0.0% 45.5% 27.3% 9.1%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

内職

その他

働いていない

わからない

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、夜勤等の状況【複数回答】②

全体では
祝日勤務」が

「⺟子世帯」では、早朝や夜勤等の割合が高くなっています。

【学年別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯分類別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯年収別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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、夜勤等の状況【複数回答】

全体では、「あてはまる勤務はない」は
祝日勤務」が 25.7

「⺟子世帯」では、早朝や夜勤等の割合が高くなっています。

【学年別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯分類別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯年収別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

調査数

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【複数回答】

てはまる勤務はない」は
25.7％となっています。

「⺟子世帯」では、早朝や夜勤等の割合が高くなっています。

【学年別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯分類別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯年収別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

 

調査数
早朝勤務
（朝５～８
時）

711

100.0%

215

100.0%

172

100.0%

166

100.0%

158

100.0%

調査数
早朝勤務
（朝５～８
時）

646

100.0%

57

100.0%

調査数
早朝勤務
（朝５～８
時）

34

100.0%

99

100.0%

344

100.0%

234

100.0%

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

⺟親の早朝、夜勤等の状況【複数回答】

てはまる勤務はない」は
％となっています。 

「⺟子世帯」では、早朝や夜勤等の割合が高くなっています。

【学年別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】 

【世帯分類別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯年収別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】

早朝勤務
（朝５～８

夜間勤務
（夜８～１０
時）

64

9.0% 8.4%

13

6.0% 7.9%

16

9.3% 9.3%

19

11.4% 9.6%

16

10.1% 7.0%

12.2% 11.0%

9.6% 10.3%

11.9% 8.1%

14.4% 14.4%

13.2% 10.8%

早朝勤務
（朝５～８

夜間勤務
（夜８～１０
時）

53

8.2% 7.9%

11

19.3% 15.8%

早朝勤務
（朝５～８

夜間勤務
（夜８～１０
時）

5

14.7% 8.8%

11

11.1% 8.1%

24

7.0% 8.4%

24

10.3% 8.5%

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。

保護者小２･小５･中２
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⺟親の早朝、夜勤等の状況【複数回答】 

てはまる勤務はない」は 54.4%と最も多く、

「⺟子世帯」では、早朝や夜勤等の割合が高くなっています。

【世帯分類別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】 

【世帯年収別×⺟親の早朝、夜勤等の状況】 

夜間勤務
（夜８～１０

深夜勤務
（夜１０～
朝５時）

60 52

8.4% 7.3%

17 17

7.9% 7.9%

16 14

9.3% 8.1%

16 13

9.6% 7.8%

11 8

7.0% 5.1%

11.0% 8.0%

10.3% 7.1%

8.1% 7.0%

14.4% 9.7%

10.8% 8.4%

夜間勤務
（夜８～１０

深夜勤務
（夜１０～
朝５時）

51 45

7.9% 7.0%

9 6

15.8% 10.5%

夜間勤務
（夜８～１０

深夜勤務
（夜１０～
朝５時）

3 2

8.8% 5.9%

8 8

8.1% 8.1%

29 26

8.4% 7.6%

20 16

8.5% 6.8%

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。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

最も多く、次いで

「⺟子世帯」では、早朝や夜勤等の割合が高くなっています。

土曜勤務
日曜・祝
日勤務

52 283

7.3% 39.8%

17 86

7.9% 40.0%

14 65

8.1% 37.8%

13 72

7.8% 43.4%

8 60

5.1% 38.0%

8.0% 49.5%

7.1% 48.7%

7.0% 46.7%

9.7% 51.9%

8.4% 51.4%

土曜勤務
日曜・祝
日勤務

45 252

7.0% 39.0%

6 28

10.5% 49.1%

土曜勤務
日曜・祝
日勤務

2 15

5.9% 44.1%

8 44

8.1% 44.4%

26 137

7.6% 39.8%

16 87

6.8% 37.2%

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 ）

次いで「土曜勤務」が

「⺟子世帯」では、早朝や夜勤等の割合が高くなっています。 

日曜・祝
日勤務

あてはまる
勤務はな
い

183

25.7% 54.4%

55

25.6% 55.3%

43

25.0% 55.8%

54

32.5% 51.2%

31

19.6% 55.1%

33.3% 38.1%

31.0% 39.1%

31.0% 40.8%

36.1% 36.1%

36.0% 35.4%

日曜・祝
日勤務

あてはまる
勤務はな
い

163

25.2% 55.6%

17

29.8% 42.1%

日曜・祝
日勤務

あてはまる
勤務はな
い

12

35.3% 47.1%

33

33.3% 47.5%

82

23.8% 54.1%

56

23.9% 59.0%

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。 

） 

「土曜勤務」が 39.8

(単位：人、％)

あてはまる
勤務はな

わからな
い

387

54.4% 0.1%

119

55.3% 0.5%

96

55.8% 0.0%

85

51.2% 0.0%

87

55.1% 0.0%

38.1% 0.5%

39.1% 0.2%

40.8% 0.2%

36.1% 0.7%

35.4% 0.9%

(単位：人、％)

あてはまる
勤務はな

わからな
い

359

55.6% 0.2%

24

42.1% 0.0%

(単位：人、％)

あてはまる
勤務はな

わからな
い

16

47.1% 0.0%

47

47.5% 0.0%

186

54.1% 0.3%

138

59.0% 0.0%

 
39.8％、「日曜・

 

 

 

(単位：人、％)

1

0.1%

1

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0.5%

0.2%

0.2%

0.7%

0.9%

(単位：人、％)

1

0.2%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

1

0.3%

0

0.0%

 
％、「日曜・



 

（2） 父親の就労状況について

 父親の働き方①

全体では
員」が

【学年別×父親の就労状況】

【世帯分類別×父親の就労状況】

【世帯年収別×父親の就労状況】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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 

全体では、「正規の職員・従業員」が
員」が 4.2％となっています。

【学年別×父親の就労状況】

【世帯分類別×父親の就労状況】

【世帯年収別×父親の就労状況】

調査数

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

父子世帯

調査数

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 

 

「正規の職員・従業員」が
％となっています。

【学年別×父親の就労状況】 

【世帯分類別×父親の就労状況】

【世帯年収別×父親の就労状況】

 

調査数
正規の職
員・従業
員

803 678

100.0% 84.4%

255 225

100.0% 88.2%

205 164

100.0% 80.0%

180 150

100.0% 83.3%

163 139

100.0% 85.3%

80.2%

83.4%

79.4%

78.3%

78.9%

調査数
正規の職
員・従業員

787 668

100.0% 84.9%

7

100.0% 100.0%

調査数
正規の職
員・従業員

16

100.0% 18.8%

101 75

100.0% 74.3%

412 363

100.0% 88.1%

274 237

100.0% 86.5%

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

 

「正規の職員・従業員」が 84.4
％となっています。 

【世帯分類別×父親の就労状況】 

【世帯年収別×父親の就労状況】 

正規の職
パート・ア
ルバイト

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

678 8

84.4% 1.0%

225 1

88.2% 0.4%

164 5

80.0% 2.4%

150 1

83.3% 0.6%

139 1

85.3% 0.6%

80.2% 0.8%

83.4% 0.7%

79.4% 1.0%

78.3% 0.7%

78.9% 0.5%

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

668 8

84.9% 1.0%

7 0

100.0% 0.0%

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

3 2

18.8% 12.5%

75 1

74.3% 1.0%

363 5

88.1% 1.2%

237 0

86.5% 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。

保護者小２･小５･中２

55 

84.4％となっており、

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

7 34

0.9% 4.2%

3

1.2% 2.0%

2 14

1.0% 6.8%

0 12

0.0% 6.7%

2

1.2% 1.8%

1.4% 5.6%

0.7% 4.2%

2.0% 4.8%

1.3% 7.1%

1.8% 7.1%

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

7 34

0.9% 4.3%

0

0.0% 0.0%

派遣社
員・契約
社員・嘱
託社員

会社・団
体等の役
員

3

18.8% 6.3%

2

2.0% 2.0%

2 14

0.5% 3.4%

0 17

0.0% 6.2%

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 保護者高２

％となっており、「自営」が

体等の役 自営 内職

34 63

4.2% 7.8%

5 18

2.0% 7.1%

14 15

6.8% 7.3%

12 15

6.7% 8.3%

3 15

1.8% 9.2%

5.6% 9.7%

4.2% 8.9%

4.8% 10.5%

7.1% 10.0%

7.1% 9.2%

体等の役 自営 内職

34 62

4.3% 7.9%

0 0

0.0% 0.0%

体等の役 自営 内職

1 2

6.3% 12.5%

2 18

2.0% 17.8%

14 25

3.4% 6.1%

17 18

6.2% 6.6%

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。

保護者高２ ）

「自営」が 7.8％、「会社・団体等の役

内職 その他

0

0.0% 0.5%

0

0.0% 0.8%

0

0.0% 0.5%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.6%

0.0% 0.6%

0.0% 0.6%

0.0% 0.7%

0.0% 0.5%

0.3% 0.5%

内職 その他

0

0.0% 0.5%

0

0.0% 0.0%

内職 その他

0

0.0% 6.3%

0

0.0% 1.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.7%

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。

） 

％、「会社・団体等の役

(単位：人、％)

働いてい
ない

わからな
い

4 3

0.5% 0.4%

2 1

0.8% 0.4%

1 0

0.5% 0.0%

0 1

0.0% 0.6%

1 1

0.6% 0.6%

0.6% 0.4%

0.6% 0.3%

0.7% 0.3%

0.5% 0.7%

0.5% 0.5%

(単位：人、％)

働いてい
ない

わからな
い

4 3

0.5% 0.4%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

働いてい
ない

わからな
い

1 0

6.3% 0.0%

1 1

1.0% 1.0%

0 2

0.0% 0.5%

2 0

0.7% 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。 

 
％、「会社・団体等の役

 

 

 

(単位：人、％)

わからな

1

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.6%

0

0.0%

0.1%

0.0%

0.2%

0.0%

0.3%

(単位：人、％)

わからな

1

0.1%

0

0.0%

(単位：人、％)

わからな

1

6.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

 
％、「会社・団体等の役
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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×父親の最終学歴】 

 

  

(単位：人、％)

調査数

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（上記に
該当する
ものがな
い）

678 58 32 44 83 20 106 237 23 13 4 37 43 304

100.0% 8.6% 4.7% 6.5% 12.2% 2.9% 15.6% 35.0% 3.4% 1.9% 0.6% 5.5% 6.3% 44.8%

8 2 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1

100.0% 25.0% 37.5% 12.5% 25.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5%

7 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 2

100.0% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 28.6%

34 3 4 3 5 4 6 13 2 1 1 5 0 15

100.0% 8.8% 11.8% 8.8% 14.7% 11.8% 17.6% 38.2% 5.9% 2.9% 2.9% 14.7% 0.0% 44.1%

63 3 3 3 6 2 8 21 7 2 3 4 3 32

100.0% 4.8% 4.8% 4.8% 9.5% 3.2% 12.7% 33.3% 11.1% 3.2% 4.8% 6.3% 4.8% 50.8%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1

100.0% 0.0% 25.0% 50.0% 50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0%

3 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1

100.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3%

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

自営

内職

その他

働いていない

わからない

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

(単位：人、％)

調査数 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

678 17 178 156 327 0

100.0% 2.5% 26.3% 23.0% 48.2% 0.0%

8 1 1 3 3 0

100.0% 12.5% 12.5% 37.5% 37.5% 0.0%

7 0 2 4 0 1

100.0% 0.0% 28.6% 57.1% 0.0% 14.3%

34 1 13 9 11 0

100.0% 2.9% 38.2% 26.5% 32.4% 0.0%

63 7 15 16 25 0

100.0% 11.1% 23.8% 25.4% 39.7% 0.0%

0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 1 1 1 1 0

100.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0%

3 0 0 2 1 0

100.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0%

1 0 0 1 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

派遣社員・契約社
員・嘱託社員

会社・団体等の役員

自営

内職

その他

働いていない

わからない
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【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、％)

調査数 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

539 0 34 95 351 50 9

100.0% 0.0% 6.3% 17.6% 65.1% 9.3% 1.7%

7 0 0 1 4 1 1

100.0% 0.0% 0.0% 14.3% 57.1% 14.3% 14.3%

5 0 2 0 3 0 0

100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0%

31 0 3 4 21 3 0

100.0% 0.0% 9.7% 12.9% 67.7% 9.7% 0.0%

48 0 3 9 28 7 1

100.0% 0.0% 6.3% 18.8% 58.3% 14.6% 2.1%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 0 1 1 1 0 0

100.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%

2 0 0 0 2 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

1 0 1 0 0 0 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
わからない

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

派遣社員・契約社
員・嘱託社員

会社・団体等の役員

自営

内職

その他

働いていない

(単位：人、％)

調査数 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

137 10 1 10 84 28 4

100.0% 7.3% 0.7% 7.3% 61.3% 20.4% 2.9%

1 0 0 0 0 1 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

2 1 0 0 1 0 0

100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

3 0 0 0 1 2 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%

15 1 0 2 7 5 0

100.0% 6.7% 0.0% 13.3% 46.7% 33.3% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1 0 0 0 1 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

1 0 0 0 1 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

働いていない

わからない

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

派遣社員・契約社
員・嘱託社員

会社・団体等の役員

自営

内職

その他



 

 父親の早朝、夜勤等の状況【複数回答】②

「土曜勤務」が
い」が

【学年別×父親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯分類別×父親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯年収別×父親の早朝、夜勤等の状況】

 

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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、夜勤等の状況【複数回答】

「土曜勤務」が
」が 35.5％となっています。

【学年別×父親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯分類別×父親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯年収別×父親の早朝、夜勤等の状況】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

父子世帯

調査数

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【複数回答】

「土曜勤務」が 55.3％と最も多く、次いで「日曜・祝日出勤」が
％となっています。

【学年別×父親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯分類別×父親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯年収別×父親の早朝、夜勤等の状況】

 

調査数
早朝勤務
（朝５～８
時）

794

100.0%

254

100.0%

201

100.0%

178

100.0%

161

100.0%

調査数
早朝勤務
（朝５～８
時）

783

100.0%

7

100.0%

調査数
早朝勤務
（朝５～８
時）

12

100.0%

99

100.0%

409

100.0%

274

100.0%

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。

 高２ 保護者小２･小５･中２

父親の早朝、夜勤等の状況【複数回答】

％と最も多く、次いで「日曜・祝日出勤」が
％となっています。 

【学年別×父親の早朝、夜勤等の状況】 

【世帯分類別×父親の早朝、夜勤等の状況】

【世帯年収別×父親の早朝、夜勤等の状況】

早朝勤務
（朝５～８

夜間勤務
（夜８～１０
時）

183

23.0% 26.8%

62

24.4% 32.3%

51

25.4% 28.4%

40

22.5% 20.8%

30

18.6% 23.0%

27.4% 36.7%

29.8% 40.2%

29.2% 41.6%

28.0% 34.9%

19.0% 25.9%

早朝勤務
（朝５～８

夜間勤務
（夜８～１０
時）

182

23.2% 26.7%

0

0.0% 42.9%

早朝勤務
（朝５～８

夜間勤務
（夜８～１０
時）

0

0.0% 16.7%

29

29.3% 26.3%

101

24.7% 30.3%

53

19.3% 22.3%

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

58 

父親の早朝、夜勤等の状況【複数回答】 

％と最も多く、次いで「日曜・祝日出勤」が

【世帯分類別×父親の早朝、夜勤等の状況】 

【世帯年収別×父親の早朝、夜勤等の状況】 

夜間勤務
（夜８～１０

深夜勤務
（夜１０～
朝５時）

213 145

26.8% 18.3%

82 53

32.3% 20.9%

57 36

28.4% 17.9%

37 28

20.8% 15.7%

37 28

23.0% 17.4%

36.7% 23.0%

40.2% 25.5%

41.6% 23.0%

34.9% 22.7%

25.9% 19.0%

夜間勤務
（夜８～１０

深夜勤務
（夜１０～
朝５時）

209 143

26.7% 18.3%

3 1

42.9% 14.3%

夜間勤務
（夜８～１０

深夜勤務
（夜１０～
朝５時）

2 1

16.7% 8.3%

26 20

26.3% 20.2%

124 76

30.3% 18.6%

61 48

22.3% 17.5%

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。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

％と最も多く、次いで「日曜・祝日出勤」が

土曜勤務
日曜・祝
日勤務

145 439

18.3% 55.3%

53 138

20.9% 54.3%

36 115

17.9% 57.2%

28 96

15.7% 53.9%

28 90

17.4% 55.9%

23.0% 66.7%

25.5% 69.9%

23.0% 69.9%

22.7% 64.8%

19.0% 58.8%

土曜勤務
日曜・祝
日勤務

143 434

18.3% 55.4%

1 3

14.3% 42.9%

土曜勤務
日曜・祝
日勤務

1 8

8.3% 66.7%

20 64

20.2% 64.6%

76 243

18.6% 59.4%

48 124

17.5% 45.3%

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 41.8％、「

日曜・祝
日勤務

あてはまる
勤務はな
い

332

41.8% 35.5%

102

40.2% 33.5%

93

46.3% 32.8%

69

38.8% 40.4%

68

42.2% 36.6%

50.9% 21.2%

54.2% 17.5%

51.2% 19.1%

49.3% 22.5%

47.1% 29.1%

日曜・祝
日勤務

あてはまる
勤務はな
い

326

41.6% 35.8%

4

57.1% 14.3%

日曜・祝
日勤務

あてはまる
勤務はな
い

6

50.0% 25.0%

49

49.5% 27.3%

187

45.7% 30.6%

90

32.8% 46.4%

お子さんのお父さんは、平日の日中以外の勤務がありますか。 

） 

％、「あてはまる勤務はな

(単位：人、％)

あてはまる
勤務はな

わからな
い

282

35.5% 0.5%

85

33.5% 1.2%

66

32.8% 0.0%

72

40.4% 0.6%

59

36.6% 0.0%

21.2% 0.7%

17.5% 0.6%

19.1% 0.3%

22.5% 0.5%

29.1% 1.6%

(単位：人、％)

あてはまる
勤務はな

わからな
い

280

35.8% 0.4%

1

14.3% 0.0%

(単位：人、％)

あてはまる
勤務はな

わからな
い

3

25.0% 0.0%

27

27.3% 0.0%

125

30.6% 1.0%

127

46.4% 0.0%

 
あてはまる勤務はな

 

 

 

(単位：人、％)

4

0.5%

3

1.2%

0

0.0%

1

0.6%

0

0.0%

0.7%

0.6%

0.3%

0.5%

1.6%

(単位：人、％)

3

0.4%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

4

1.0%

0

0.0%

 
あてはまる勤務はな



 

（3） 家族の年収について

 家族の年収①

全体では
「400〜

「⺟子世帯」では、「

【学年別×家族の年収】

【世帯分類別×家族の年収】

 

 

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

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  

全体では、「500〜
〜500 万円未満」が

「⺟子世帯」では、「

【学年別×家族の年収】

【世帯分類別×家族の年収】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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 中２ 

家族の年収について 

 

〜700 万円未満」が
万円未満」が 15.4

「⺟子世帯」では、「400 万円未満」が約

【学年別×家族の年収】 

【世帯分類別×家族の年収】 

 

調査数
０～２００
万円未満

869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数
０～２００万
円未満

787

100.0%

66

100.0%

7

100.0%

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

万円未満」が 33.7
15.4％となって

万円未満」が約

０～２００
万円未満

２００～２５
０万円未
満

23

2.6% 2.2%

6

2.2% 0.7%

5

2.3% 2.8%

7

3.5% 2.0%

5

2.7% 3.8%

5.4% 3.4%

4.6% 3.0%

6.5% 2.8%

5.8% 3.9%

4.5% 4.3%

０～２００万
円未満

２００～２５
０万円未
満

7

0.9% 0.8%

14

21.2% 18.2%

0

0.0% 0.0%

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。

保護者小２･小５･中２

59 

33.7%と最も多く、次いで「
％となっており、「400

万円未満」が約 75％となっています。

２００～２５
０万円未

２５０～３０
０万円未
満

19 40

2.2% 4.6%

2 12

0.7% 4.5%

6 12

2.8% 5.5%

4 6

2.0% 3.0%

7 10

3.8% 5.5%

3.4% 5.2%

3.0% 6.4%

2.8% 5.1%

3.9% 4.8%

4.3% 4.0%

２００～２５
０万円未

２５０～３０
０万円未
満

6 30

0.8% 3.8%

12 9

18.2% 13.6%

0 0

0.0% 0.0%

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。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

と最も多く、次いで「
400 万円以上」が約

％となっています。

３００～４０
０万円未
満

４００～５０
０万円未
満

84

9.7%

37

13.8%

21

9.7%

15

7.5%

11

6.0%

10.6%

11.9%

12.5%

8.2%

9.0%

３００～４０
０万円未
満

４００～５０
０万円未
満

70

8.9%

14

21.2%

0

0.0%

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。

保護者高２ ）

と最も多く、次いで「700〜1,000
万円以上」が約 80％となっています。

％となっています。 

４００～５０
０万円未

５００～７０
０万円未
満

134

15.4% 33.7%

48

17.8% 36.1%

38

17.5% 39.6%

29

14.5% 31.0%

19

10.4% 26.2%

16.9% 30.9%

19.8% 30.2%

14.9% 33.2%

17.2% 31.0%

14.8% 28.1%

４００～５０
０万円未

５００～７０
０万円未
満

124

15.8% 35.3%

9

13.6%

1

14.3% 57.1%

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。

） 

1,000 万円未満」が
％となっています。

(単位：人、％)

５００～７０
０万円未

７００～１，
０００万円
未満

293 205

33.7% 23.6%

97 52

36.1% 19.3%

86 36

39.6% 16.6%

62 55

31.0% 27.5%

48 62

26.2% 33.9%

30.9% 17.3%

30.2% 14.8%

33.2% 16.0%

31.0% 17.7%

28.1% 23.0%

(単位：人、％)

５００～７０
０万円未

７００～１，
０００万円
未満

278 202

35.3% 25.7%

6 2

9.1% 3.0%

4 1

57.1% 14.3%

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。 

 
万円未満」が 23.6％、

％となっています。 

 

 

(単位：人、％)

７００～１，
１，０００万
円以上

205 71

23.6% 8.2%

52 15

19.3% 5.6%

36 13

16.6% 6.0%

55 22

27.5% 11.0%

62 21

33.9% 11.5%

17.3% 5.6%

14.8% 4.4%

16.0% 4.7%

17.7% 5.8%

23.0% 8.8%

(単位：人、％)

７００～１，
１，０００万
円以上

202 70

25.7% 8.9%

2 0

3.0% 0.0%

1 1

14.3% 14.3%

 
％、

 

 



 

（4） ⺟親の過去の状況について

 初めて⺟親になった年齢①

全体では
15.3％となっています。

また、初めて親になった年齢が高いほど、
 

【学年別×初めて⺟親になった年齢】

【世帯年収別×初めて⺟親になった年齢】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

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

◇ 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

全体では、「25〜
％となっています。

また、初めて親になった年齢が高いほど、

【学年別×初めて⺟親になった年齢】

【世帯年収別×初めて⺟親になった年齢】

 

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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 

〜29 歳」が
％となっています。 

また、初めて親になった年齢が高いほど、

【学年別×初めて⺟親になった年齢】

【世帯年収別×初めて⺟親になった年齢】

  

調査数 １０代

859

100.0%

268

100.0%

214

100.0%

198

100.0%

179

100.0%

調査数 １０代

41
100.0%

124
100.0%

420
100.0%

274
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 

 

歳」が 40.9%と最も多く、次いで「

また、初めて親になった年齢が高いほど、

【学年別×初めて⺟親になった年齢】 

【世帯年収別×初めて⺟親になった年齢】 

１０代
２０～２４
歳

11 131

1.3% 15.3%

1

0.4% 14.6%

5

2.3% 14.5%

3

1.5% 15.2%

2

1.1% 17.3%

1.8% 19.7%

1.8% 18.2%

2.1% 19.2%

1.8% 20.1%

1.2% 22.2%

１０代
２０～２４
歳

2
4.9% 26.8%

3
2.4% 23.4%

6
1.4% 16.0%

-
- 8.8%

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

60 

と最も多く、次いで「

また、初めて親になった年齢が高いほど、比較的世帯年収が高い傾向が見られます。

 

２０～２４ ２５～２９
歳

131 351

15.3% 40.9%

39 101

14.6% 37.7%

31 84

14.5% 39.3%

30 84

15.2% 42.4%

31 82

17.3% 45.8%

19.7% 41.4%

18.2% 39.8%

19.2% 39.8%

20.1% 41.8%

22.2% 46.3%

２０～２４ ２５～２９
歳

11 14
26.8% 34.1%

29 44
23.4% 35.5%

67 178
16.0% 42.4%

24 115
8.8% 42.0%

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。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

と最も多く、次いで「30〜34

世帯年収が高い傾向が見られます。

３０～３４
歳

３５～３９
歳

253

29.5%

81

30.2%

60

28.0%

63

31.8%

49

27.4%

27.3%

29.4%

28.2%

27.7%

21.2%

３０～３４
歳

３５～３９
歳

14 10
34.1% 24.4%

44 32
35.5% 25.8%

178 113
42.4% 26.9%

115 98
42.0% 35.8%

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 ）

34 歳」が 29.5

世帯年収が高い傾向が見られます。

(単位：人、％)

３５～３９
４０歳以上

95

11.1% 2.1%

38

14.2% 3.0%

28

13.1% 2.8%

16

8.1% 1.0%

13

7.3% 1.1%

6.9% 0.9%

7.8% 0.7%

7.7% 1.2%

5.3% 1.0%

6.6% 0.5%

(単位：人、％)

３５～３９
歳

４０歳以上

3
7.3%

16
12.9%

45
10.7%

31
11.3%

 

） 

29.5%、「20〜

世帯年収が高い傾向が見られます。

 

 

(単位：人、％)

４０歳以上

18

2.1%

8

3.0%

6

2.8%

2

1.0%

2

1.1%

0.9%

0.7%

1.2%

1.0%

0.5%

(単位：人、％)

４０歳以上

1
2.4%

-
-

11
2.6%

6
2.2%

 
〜24 歳」が

世帯年収が高い傾向が見られます。 

 
歳」が



 

 
 ⺟親が最後に卒業した学校②

全体では
「高校

また、
 

【学年別×⺟親が最後に卒業した学校】

【世帯年収別×⺟親が最後に卒業した学校】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

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

◇ 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

全体では、「短⼤・高専・専門学校卒業」が
高校卒業」が 23.5
また、学歴が高いほど、

【学年別×⺟親が最後に卒業した学校】

【世帯年収別×⺟親が最後に卒業した学校】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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 

⺟親が最後に卒業した学校

「短⼤・高専・専門学校卒業」が
23.5％となっています。

学歴が高いほど、比較的

【学年別×⺟親が最後に卒業した学校】

【世帯年収別×⺟親が最後に卒業した学校】

 

調査数 中学卒業

859

100.0%

268

100.0%

214

100.0%

198

100.0%

179

100.0%

調査数 中学卒業

41
100.0%

124
100.0%

420
100.0%

274
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

⺟親が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。 

比較的世帯年収が高い傾向が見られます。

【学年別×⺟親が最後に卒業した学校】 

【世帯年収別×⺟親が最後に卒業した学校】

中学卒業 高校卒業

14 202

1.6% 23.5%

3

1.1% 21.6%

5

2.3% 23.4%

1

0.5% 24.7%

5

2.8% 25.1%

3.5% 33.4%

3.8% 28.4%

3.9% 31.8%

3.3% 34.8%

2.9% 42.2%

中学卒業 高校卒業

-
- 41.5%
5

4.0% 36.3%
8

1.9% 23.3%
1

0.4% 15.3%

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。

保護者小２･小５･中２

61 

「短⼤・高専・専門学校卒業」が 48.4%と最も多く、次いで「
 

年収が高い傾向が見られます。

【世帯年収別×⺟親が最後に卒業した学校】 

高校卒業
短大・高
専・専門
学校卒業

202 416

23.5% 48.4%

58 125

21.6% 46.6%

50 102

23.4% 47.7%

49 99

24.7% 50.0%

45 90

25.1% 50.3%

33.4% 46.8%

28.4% 47.5%

31.8% 48.0%

34.8% 46.8%

42.2% 43.4%

高校卒業
短大・高
専・専門
学校卒業

17 18
41.5% 43.9%

45 54
36.3% 43.5%

98 214
23.3% 51.0%

42 130
15.3% 47.4%

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 保護者高２

と最も多く、次いで「

年収が高い傾向が見られます。

(単位：人、％)

大学卒業
以上

その他

226

26.3%

82

30.6%

56

26.2%

49

24.7%

39

21.8%

13.7%

17.7%

14.0%

12.0%

9.0%

(単位：人、％)

大学卒業
以上

その他

6
14.6%

20
16.1%

99
23.6%

101
36.9%

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 ）

と最も多く、次いで「⼤学

年収が高い傾向が見られます。 

 

 

(単位：人、％)

その他

1

0.1%

0

0.0%

1

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0.3%

0.1%

0.2%

0.6%

0.5%

(単位：人、％)

その他

-
-
-
-
1

0.2%
-
-

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。

） 

⼤学卒業以上」が

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。 

 
」が 26.3%、

 
、



 

 

 ⺟親が③

全体では
った」が

【学年別×⺟親が

【世帯年収別×⺟親が

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

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

◇ 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

全体では、「普通」が
った」が 16.1％となっています。

【学年別×⺟親が 15

【世帯年収別×⺟親が

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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

「普通」が 53.2%
％となっています。

15 歳ごろの家庭の経済状況】

【世帯年収別×⺟親が 15 歳ごろの家庭の経済状況】

 

調査数
大変ゆとり
があった

859

100.0%

268

100.0%

214

100.0%

198

100.0%

179

100.0%

調査数
大変ゆとり
があった

41
100.0%

124
100.0%

420
100.0%

274
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 

%と最も多く、次いで「やや苦しかった」が
％となっています。 

歳ごろの家庭の経済状況】

歳ごろの家庭の経済状況】

大変ゆとり
があった

ややゆとり
があった

46 138

5.4% 16.1%

14

5.2% 18.3%

12

5.6% 17.3%

8

4.0% 13.6%

12

6.7% 14.0%

4.5% 15.5%

4.6% 17.0%

5.0% 15.3%

4.7% 14.2%

3.2% 15.1%

大変ゆとり
があった

ややゆとり
があった

6
14.6% 12.2%

6
4.8% 19.4%

14
3.3% 15.0%

20
7.3% 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

62 

と最も多く、次いで「やや苦しかった」が

歳ごろの家庭の経済状況】 

歳ごろの家庭の経済状況】 

ややゆとり
があった

普通

138 457

16.1% 53.2%

49 141

18.3% 52.6%

37 116

17.3% 54.2%

27 109

13.6% 55.1%

25 91

14.0% 50.8%

15.5% 50.9%

17.0% 51.1%

15.3% 51.8%

14.2% 50.8%

15.1% 49.3%

ややゆとり
があった

普通

5 16
12.2% 39.0%

24 55
19.4% 44.4%

63 245
15.0% 58.3%

46 141
16.8% 51.5%

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 保護者高２

と最も多く、次いで「やや苦しかった」が

やや苦し
かった

大変苦し
かった

144

16.8%

42

15.7%

32

15.0%

36

18.2%

34

19.0%

16.3%

15.9%

14.9%

16.6%

18.8%

やや苦し
かった

大変苦し
かった

16 7
39.0% 17.1%

55 20
44.4% 16.1%

245 65
58.3% 15.5%

141 52
51.5% 19.0%

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。

保護者高２ ）

と最も多く、次いで「やや苦しかった」が 16.

(単位：人、％)

大変苦し
かった

わからな
い

65

7.6% 1.0%

18

6.7% 1.5%

15

7.0% 0.9%

15

7.6% 1.5%

17

9.5% 0.0%

7.9% 2.6%

6.4% 2.5%

7.4% 3.8%

8.9% 2.1%

10.0% 1.5%

(単位：人、％)

大変苦し
かった

わからな
い

5
12.2%

16
12.9%

30
7.1%

14
5.1%

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。

） 

16.8%、「ややゆとりがあ

 

 

(単位：人、％)

わからな

9

1.0%

4

1.5%

2

0.9%

3

1.5%

0

0.0%

2.6%

2.5%

3.8%

2.1%

1.5%

(単位：人、％)

わからな

2
4.9%

3
2.4%

3
0.7%

1
0.4%

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。

 
、「ややゆとりがあ

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



 

（5） 父親の過去の状況について

 初めて父親になった年齢①

全体では
15.6％となっています。

また、
す。 

 

【学年別×初めて父親になった年齢】

【世帯年収別×初めて父親になった年齢】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

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

◇ 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

全体では、「25〜
％となっています。

また、40 歳未満では、初めて親になった年齢が高いほど、
 

【学年別×初めて父親になった年齢】

【世帯年収別×初めて父親になった年齢】

 

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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 

〜29 歳」が
％となっています。 

歳未満では、初めて親になった年齢が高いほど、

【学年別×初めて父親になった年齢】

【世帯年収別×初めて父親になった年齢】

  

調査数 １０代

801

100.0%

255

100.0%

204

100.0%

180

100.0%

162

100.0%

調査数 １０代

15
100.0%

101
100.0%

411
100.0%

274
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 

 

歳」が 34.5%と最も多く、次いで「

歳未満では、初めて親になった年齢が高いほど、

【学年別×初めて父親になった年齢】 

【世帯年収別×初めて父親になった年齢】 

１０代
２０～２４
歳

6

0.7% 9.9%

0

0.0% 11.0%

4

2.0% 7.8%

2

1.1% 10.0%

0

0.0% 10.5%

0.8% 12.5%

0.4% 12.0%

0.8% 12.3%

1.1% 12.0%

0.5% 14.2%

１０代
２０～２４
歳

1
6.7% 20.0%

-
- 15.8%
4

1.0% 10.2%
1

0.4% 6.6%

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

63 

と最も多く、次いで「

歳未満では、初めて親になった年齢が高いほど、

 

２０～２４ ２５～２９
歳

79 276

9.9% 34.5%

28 87

11.0% 34.1%

16 75

7.8% 36.8%

18 61

10.0% 33.9%

17 53

10.5% 32.7%

12.5% 35.5%

12.0% 35.0%

12.3% 35.0%

12.0% 35.8%

14.2% 36.8%

２０～２４ ２５～２９
歳

3 4
20.0% 26.7%

16 26
15.8% 25.7%

42 161
10.2% 39.2%

18 85
6.6% 31.0%

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。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

と最も多く、次いで「30〜34

歳未満では、初めて親になった年齢が高いほど、比較的

３０～３４
歳

３５～３９
歳

272

34.0%

75

29.4%

69

33.8%

64

35.6%

64

39.5%

32.3%

30.6%

33.2%

35.1%

29.5%

３０～３４
歳

３５～３９
歳

4 5
26.7% 33.3%

26 35
25.7% 34.7%

161 122
39.2% 29.7%

85 110
31.0% 40.1%

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 ）

34 歳」が 34.0

比較的世帯年収が高い傾向が見られま

(単位：人、％)

３５～３９
４０歳以上

125

15.6% 5.2%

46

18.0% 7.5%

29

14.2% 4.9%

28

15.6% 3.9%

22

13.6% 3.7%

12.7% 4.0%

14.2% 4.5%

13.0% 4.0%

9.5% 3.9%

14.5% 3.2%

(単位：人、％)

３５～３９
歳

４０歳以上

-
- 13.3%

18
17.8%

64
15.6%

43
15.7%

 

） 

34.0%、「35〜

世帯年収が高い傾向が見られま

 

 

(単位：人、％)

４０歳以上

42

5.2%

19

7.5%

10

4.9%

7

3.9%

6

3.7%

4.0%

4.5%

4.0%

3.9%

3.2%

(単位：人、％)

４０歳以上

2
13.3%

5
5.0%

18
4.4%

17
6.2%

 
〜39 歳」が

世帯年収が高い傾向が見られま

 
歳」が

世帯年収が高い傾向が見られま



 

 父親が最後に卒業した学校②

全体では
専門学校卒業」が

また、
 

【学年別×父親が最後に卒業した学校】

【世帯年収別×父親が最後に卒業した学校】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

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

◇ 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

全体では、「⼤学卒業以上」が
専門学校卒業」が

また、学歴が高いほど、

【学年別×父親が最後に卒業した学校】

【世帯年収別×父親が最後に卒業した学校】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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
専門学校卒業」が 24.0％となっています。

学歴が高いほど、比較的世帯

【学年別×父親が最後に卒業した学校】

【世帯年収別×父親が最後に卒業した学校】

 

調査数 中学卒業

801

100.0%

255

100.0%

204

100.0%

180

100.0%

162

100.0%

調査数 中学卒業

15
100.0%

101
100.0%

411
100.0%

274
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 

「⼤学卒業以上」が 46.1%と最も多く、次いで「高校卒業」が
％となっています。

比較的世帯年収が高い傾向が見られます。

【学年別×父親が最後に卒業した学校】 

【世帯年収別×父親が最後に卒業した学校】

中学卒業 高校卒業

27 210

3.4% 26.2%

8

3.1% 27.1%

9

4.4% 26.5%

2

1.1% 27.2%

8

4.9% 23.5%

4.5% 30.7%

4.0% 28.9%

5.1% 30.1%

4.6% 33.3%

3.9% 30.8%

中学卒業 高校卒業

1
6.7% 6.7%

6
5.9% 32.7%

16 135
3.9% 32.8%

4
1.5% 15.0%

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。

保護者小２･小５･中２

64 

と最も多く、次いで「高校卒業」が
％となっています。 

年収が高い傾向が見られます。

【世帯年収別×父親が最後に卒業した学校】 

高校卒業
短大・高
専・専門
学校卒業

210 192

26.2% 24.0%

69 70

27.1% 27.5%

54 47

26.5% 23.0%

49 41

27.2% 22.8%

38 34

23.5% 21.0%

30.7% 23.8%

28.9% 24.2%

30.1% 23.6%

33.3% 25.1%

30.8% 21.3%

高校卒業
短大・高
専・専門
学校卒業

1 6
6.7% 40.0%

33 37
32.7% 36.6%

135 100
32.8% 24.3%

41 49
15.0% 17.9%

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。

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

と最も多く、次いで「高校卒業」が

年収が高い傾向が見られます。

(単位：人、％)

大学卒業
以上

その他

369

46.1%

107

42.0%

92

45.1%

88

48.9%

82

50.6%

37.8%

39.0%

38.2%

34.2%

40.8%

(単位：人、％)

大学卒業
以上

その他

5
33.3%

24
23.8%

160
38.9%

180
65.7%

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 ）

と最も多く、次いで「高校卒業」が

年収が高い傾向が見られます。 

 

 

(単位：人、％)

その他

1

0.1%

1

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0.6%

0.4%

0.5%

0.3%

1.3%

(単位：人、％)

その他

1
6.7%

-
-
-
-
-
-

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。

） 

と最も多く、次いで「高校卒業」が 26.2%、「短⼤・高専・

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・

 
、「短⼤・高専・



 

 父親が③

全体では
った」が

【学年別×父親が

【世帯年収別×父親が

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

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

◇ 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

全体では、「普通」が
った」が 14.0％となっています。

【学年別×父親が 15

【世帯年収別×父親が

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

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

「普通」が 51.1%
％となっています。

15 歳ごろの家庭の経済状況】

【世帯年収別×父親が 15 歳ごろの家庭の経済状況】

 

調査数
大変ゆとり
があった

801

100.0%

255

100.0%

204

100.0%

180

100.0%

162

100.0%

調査数
大変ゆとり
があった

15
100.0%

101
100.0%

411
100.0%

274
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 

%と最も多く、次いで「ややゆとりがあった」が
％となっています。 

歳ごろの家庭の経済状況】

歳ごろの家庭の経済状況】

大変ゆとり
があった

ややゆとり
があった

76 114

9.5% 14.2%

25

9.8% 15.3%

19

9.3% 14.7%

16

8.9% 13.3%

16

9.9% 13.0%

5.8% 15.5%

5.9% 16.0%

6.3% 14.6%

5.6% 15.9%

5.0% 15.5%

大変ゆとり
があった

ややゆとり
があった

4
26.7%

9
8.9% 13.9%

30
7.3% 12.2%

33
12.0% 18.2%

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
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と最も多く、次いで「ややゆとりがあった」が

歳ごろの家庭の経済状況】 

歳ごろの家庭の経済状況】 

ややゆとり
があった

普通

114 409

14.2% 51.1%

39 121

15.3% 47.5%

30 101

14.7% 49.5%

24 99

13.3% 55.0%

21 88

13.0% 54.3%

15.5% 48.3%

16.0% 46.7%

14.6% 48.0%

15.9% 50.2%

15.5% 48.2%

ややゆとり
があった

普通

- 5
- 33.3%

14 46
13.9% 45.5%

50 217
12.2% 52.8%

50 141
18.2% 51.5%

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 保護者高２

と最も多く、次いで「ややゆとりがあった」が

やや苦し
かった

大変苦し
かった

112

14.0%

39

15.3%

27

13.2%

20

11.1%

26

16.0%

12.0%

11.6%

14.0%

9.7%

13.2%

やや苦し
かった

大変苦し
かった

5 3
33.3% 20.0%

46 19
45.5% 18.8%

217 62
52.8% 15.1%

141 28
51.5% 10.2%

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 ）

と最も多く、次いで「ややゆとりがあった」が

(単位：人、％)

大変苦し
かった

わからな
い

51

6.4% 4.6%

15

5.9% 6.3%

17

8.3% 3.9%

10

5.6% 6.1%

9

5.6% 1.2%

6.8% 8.2%

6.4% 9.1%

5.8% 8.6%

7.4% 7.1%

8.2% 7.6%

(単位：人、％)

大変苦し
かった

わからな
い

1
6.7%

6
5.9%

29
7.1%

15
5.5%

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。

） 

と最も多く、次いで「ややゆとりがあった」が 14.2%、「やや苦しか

 

 

(単位：人、％)

わからな

37

4.6%

16

6.3%

8

3.9%

11

6.1%

2

1.2%

8.2%

9.1%

8.6%

7.1%

7.6%

(単位：人、％)

わからな

1
6.7%

6
5.9%

23
5.6%

7
2.6%

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

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



 

5. 経済状況
・ 「ローンや借金の状況」は、

世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高
くなっています。

・ 「子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその
割合が高くなっています。

・ 「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病
院を受診させなかった

・ 「⺟子世帯」や収入が低い世帯ほど、「⺠営賃貸」「公営賃貸」の割合が高くなっています。

（1） 家計の状況について

 ローンや借金の状況【複数回答】①

全体では
っており

「ひとり親世帯」や年収
子世帯」や年収

【学年別×ローンや借金の状況】

 

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

◇ 現在、ご家庭にローンや借金の返済は
りますか。

（ 小５

経済状況  
「ローンや借金の状況」は、
世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高
くなっています。

子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその
割合が高くなっています。
「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病
院を受診させなかった
「⺟子世帯」や収入が低い世帯ほど、「⺠営賃貸」「公営賃貸」の割合が高くなっています。

家計の状況について

ローンや借金の状況【複数回答】

全体では、「住宅購入のため」が
っており、「生活費の不足を補うため」

「ひとり親世帯」や年収
子世帯」や年収が低い世帯では、「滞納金や他の借金の返済のため」の割合も高くなっています。

【学年別×ローンや借金の状況】

調査数

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

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
りますか。 

小５ 中２ 

「ローンや借金の状況」は、
世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高
くなっています。 

子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその
割合が高くなっています。 
「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病
院を受診させなかった経験が「あった」割合が高くなっています。
「⺟子世帯」や収入が低い世帯ほど、「⺠営賃貸」「公営賃貸」の割合が高くなっています。

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
、「生活費の不足を補うため」

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯では
が低い世帯では、「滞納金や他の借金の返済のため」の割合も高くなっています。

【学年別×ローンや借金の状況】

 

調査数

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）

869 49

100.0% 5.6%

269 21

100.0% 7.8%

217 11

100.0% 5.1%

200 8

100.0% 4.0%

183 9

100.0% 4.9%

4.7%

6.3%

2.8%

3.9%

6.2%

現在、ご家庭にローンや借金の返済は

 高２ 保護者小２･小５･中２

「ローンや借金の状況」は、全体では、「住宅購入」や「自動車購入」の割合が高く、「ひとり親
世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高

子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその
 

「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病
が「あった」割合が高くなっています。

「⺟子世帯」や収入が低い世帯ほど、「⺠営賃貸」「公営賃貸」の割合が高くなっています。

ローンや借金の状況【複数回答】 

「住宅購入のため」が 69.5％
、「生活費の不足を補うため」は

が低い世帯では
が低い世帯では、「滞納金や他の借金の返済のため」の割合も高くなっています。

【学年別×ローンや借金の状況】 
自分や配
偶者の教

返済など）

子どもの
教育費の
ため

住宅購入
のため

49 46

5.6% 5.3%

21 14

7.8% 5.2%

11 9

5.1% 4.1%

8 10

4.0% 5.0%

9 13

4.9% 7.1%

4.7% 6.0%

6.3% 3.3%

2.8% 5.3%

3.9% 7.7%

6.2% 9.3%

現在、ご家庭にローンや借金の返済は

保護者小２･小５･中２
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、「住宅購入」や「自動車購入」の割合が高く、「ひとり親
世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高

子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその

「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病
が「あった」割合が高くなっています。

「⺟子世帯」や収入が低い世帯ほど、「⺠営賃貸」「公営賃貸」の割合が高くなっています。

％と最も高く、次いで「自動車購入のため」が
は 8.9％となっています。

が低い世帯では、「生活費の不足を補うため」の割合が高く、また「⺟
が低い世帯では、「滞納金や他の借金の返済のため」の割合も高くなっています。

住宅購入
のため

自動車購
入のため

604 288

69.5% 33.1%

200 93

74.3% 34.6%

159 74

73.3% 34.1%

140 64

70.0% 32.0%

105 57

57.4% 31.1%

60.4% 32.1%

60.9% 32.4%

63.1% 34.1%

59.0% 32.0%

57.6% 28.8%

現在、ご家庭にローンや借金の返済は（クレジットカードの分割払いやリボ払いを含む）

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

、「住宅購入」や「自動車購入」の割合が高く、「ひとり親
世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高

子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその

「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病
が「あった」割合が高くなっています。

「⺟子世帯」や収入が低い世帯ほど、「⺠営賃貸」「公営賃貸」の割合が高くなっています。

最も高く、次いで「自動車購入のため」が
％となっています。

、「生活費の不足を補うため」の割合が高く、また「⺟
が低い世帯では、「滞納金や他の借金の返済のため」の割合も高くなっています。

自動車購
入のため

他の大き
な買い物
のため

生活費の
不足を補
うため

288 58

33.1% 6.7%

93 19

34.6% 7.1%

74 16

34.1% 7.4%

64 12

32.0% 6.0%

57 11

31.1% 6.0%

32.1% 11.9%

32.4% 11.5%

34.1% 11.3%

32.0% 11.7%

28.8% 13.6%

（クレジットカードの分割払いやリボ払いを含む）

保護者高２ ）

、「住宅購入」や「自動車購入」の割合が高く、「ひとり親
世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高

子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその

「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病
が「あった」割合が高くなっています。 

「⺟子世帯」や収入が低い世帯ほど、「⺠営賃貸」「公営賃貸」の割合が高くなっています。

最も高く、次いで「自動車購入のため」が
％となっています。 

、「生活費の不足を補うため」の割合が高く、また「⺟
が低い世帯では、「滞納金や他の借金の返済のため」の割合も高くなっています。

生活費の
不足を補
うため

滞納金や
他の借金
の返済の
ため

77 24

8.9% 2.8%

25

9.3% 1.5%

10

4.6% 2.8%

21

10.5% 2.5%

21

11.5% 4.9%

10.6% 4.4%

10.8% 5.7%

8.8% 3.8%

11.7% 4.6%

11.4% 2.9%

（クレジットカードの分割払いやリボ払いを含む）

） 

、「住宅購入」や「自動車購入」の割合が高く、「ひとり親
世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高

子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその

「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病

「⺟子世帯」や収入が低い世帯ほど、「⺠営賃貸」「公営賃貸」の割合が高くなっています。

最も高く、次いで「自動車購入のため」が

、「生活費の不足を補うため」の割合が高く、また「⺟
が低い世帯では、「滞納金や他の借金の返済のため」の割合も高くなっています。

滞納金や
他の借金
の返済の

事業のた
め

その他

24 21

2.8% 2.4%

4 6

1.5% 2.2%

6 5

2.8% 2.3%

5 3

2.5% 1.5%

9 7

4.9% 3.8%

4.4% 3.1%

5.7% 2.6%

3.8% 2.8%

4.6% 3.6%

2.9% 3.3%

（クレジットカードの分割払いやリボ払いを含む）

、「住宅購入」や「自動車購入」の割合が高く、「ひとり親
世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高

子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその

「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病

「⺟子世帯」や収入が低い世帯ほど、「⺠営賃貸」「公営賃貸」の割合が高くなっています。 

 
最も高く、次いで「自動車購入のため」が 33.1％とな

、「生活費の不足を補うため」の割合が高く、また「⺟
が低い世帯では、「滞納金や他の借金の返済のため」の割合も高くなっています。 

(単位：人、％)

その他

借金はな
い（上記に
該当する
ものはな
い）

17 136

2.0% 15.7%

5 35

1.9% 13.0%

4 28

1.8% 12.9%

2 30

1.0% 15.0%

6 43

3.3% 23.5%

2.2% 17.7%

2.6% 16.7%

2.1% 17.1%

2.6% 18.1%

1.0% 20.0%

（クレジットカードの分割払いやリボ払いを含む）あ

、「住宅購入」や「自動車購入」の割合が高く、「ひとり親
世帯」や収入が低い世帯では「生活費」の割合が高く、「⺟子世帯」では「借金返済」の割合も高

子どもから見た家の暮らし向き」は、約２割が苦しいを感じており、収入が低い世帯ほどその

「⺟子世帯」や収入の低い世帯では、経済的理由で支払いや購入できなかった経験や子どもに病

 
とな

、「生活費の不足を補うため」の割合が高く、また「⺟
 

 

(単位：人、％)

借金はな
い（上記に
該当する
ものはな

136

15.7%

35

13.0%

28

12.9%

30

15.0%

43

23.5%

17.7%

16.7%

17.1%

18.1%

20.0%
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【世帯分類別×ローンや借金の状況】 

 

【世帯年収別×ローンや借金の状況】 

 

  

(単位：人、％)

調査数

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）

子どもの
教育費の
ため

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

生活費の
不足を補
うため

滞納金や
他の借金
の返済の
ため

事業のた
め

その他

借金はな
い（上記に
該当する
ものはな
い）

787 45 39 582 271 54 66 19 18 12 100

100.0% 5.7% 5.0% 74.0% 34.4% 6.9% 8.4% 2.4% 2.3% 1.5% 12.7%

66 2 5 12 14 3 9 5 2 5 33

100.0% 3.0% 7.6% 18.2% 21.2% 4.5% 13.6% 7.6% 3.0% 7.6% 50.0%

7 2 1 5 0 0 2 0 0 0 1

100.0% 28.6% 14.3% 71.4% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数

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）

子どもの
教育費の
ため

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

生活費の
不足を補
うため

滞納金や
他の借金
の返済の
ため

事業のた
め

その他

借金はな
い（上記に
該当する
ものはな
い）

42 1 2 3 7 3 7 4 0 4 23

100.0% 2.4% 4.8% 7.1% 16.7% 7.1% 16.7% 9.5% 0.0% 9.5% 54.8%

124 11 10 54 42 9 25 12 7 5 30

100.0% 8.9% 8.1% 43.5% 33.9% 7.3% 20.2% 9.7% 5.6% 4.0% 24.2%

427 27 23 335 160 33 34 8 7 3 41

100.0% 6.3% 5.4% 78.5% 37.5% 7.7% 8.0% 1.9% 1.6% 0.7% 9.6%

276 10 11 212 79 13 11 0 7 5 42

100.0% 3.6% 4.0% 76.8% 28.6% 4.7% 4.0% 0.0% 2.5% 1.8% 15.2%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 子どもが感じる家の暮らし向き②

全体では
す。また、
変苦しい」の割合が高くなっています。

【学年別×子どもが感じる家の暮らし向き

【世帯分類別×子どもが感じる家の暮らし向き

【世帯年収別×子どもが感じる家の暮らし向き

 

 

[高校２年生相当]

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

◇ 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

子どもが感じる家の暮らし向き

全体では、「ふつう」が
す。また、「⼤変苦しい」と「やや苦しい」の合計
変苦しい」の割合が高くなっています。

【学年別×子どもが感じる家の暮らし向き

【世帯分類別×子どもが感じる家の暮らし向き

【世帯年収別×子どもが感じる家の暮らし向き

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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 

子どもが感じる家の暮らし向き

「ふつう」が 50.8
「⼤変苦しい」と「やや苦しい」の合計

変苦しい」の割合が高くなっています。

【学年別×子どもが感じる家の暮らし向き

【世帯分類別×子どもが感じる家の暮らし向き

【世帯年収別×子どもが感じる家の暮らし向き

 

調査数
大変ゆとり
がある

126

100.0%

調査数
大変ゆと
りがある

77

100.0%

12

100.0%

3

100.0%

調査数
大変ゆと
りがある

7

100.0%

11

100.0%

33

100.0%

42

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

子どもが感じる家の暮らし向き 

50.8％と最も高く、次いで「ややゆとりがある」が
「⼤変苦しい」と「やや苦しい」の合計

変苦しい」の割合が高くなっています。 

【学年別×子どもが感じる家の暮らし向き（高校２年生相当）

【世帯分類別×子どもが感じる家の暮らし向き

【世帯年収別×子どもが感じる家の暮らし向き

大変ゆとり
がある

ややゆとり
がある

7

5.6% 16.7%

3.6% 10.1%

大変ゆと
りがある

ややゆとり
がある

5

6.5% 18.2%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 33.3%

大変ゆと
りがある

ややゆとり
がある

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 9.1%

2

6.1% 9.1%

3

7.1% 26.2%

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
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％と最も高く、次いで「ややゆとりがある」が
「⼤変苦しい」と「やや苦しい」の合計は 20.

 

（高校２年生相当）

【世帯分類別×子どもが感じる家の暮らし向き（高校２年生相当）

【世帯年収別×子どもが感じる家の暮らし向き（高校２年生相当）

ややゆとり
ふつう

21 64

16.7% 50.8%

10.1% 49.5%

ややゆとり
ふつう

やや苦し
い

14 40

18.2% 51.9%

0 8

0.0% 66.7%

1 0

33.3% 0.0%

ややゆとり
ふつう

やや苦し
い

0 3

0.0% 42.9%

1 4

9.1% 36.4%

3 20

9.1% 60.6%

11 22

26.2% 52.4%

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 保護者高２

％と最も高く、次いで「ややゆとりがある」が
20.6％となって

（高校２年生相当）】 

（高校２年生相当）】

（高校２年生相当）】

やや苦し
い

大変苦し
い

16

12.7%

15.5%

やや苦し
い

大変苦し
い

8

10.4%

2

16.7%

2

66.7%

やや苦し
い

大変苦し
い

1

14.3%

3

27.3%

4

12.1%

4

9.5%

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 ）

％と最も高く、次いで「ややゆとりがある」が
％となっており、年収

】 

】 

(単位：人、％)

大変苦し わからな
い

10

7.9% 6.3%

4.6% 9.4%

(単位：人、％)

大変苦し わからな
い

7

9.1% 3.9%

1

8.3% 8.3%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

大変苦し わからな
い

3

42.9% 0.0%

2

18.2% 9.1%

3

9.1% 3.0%

0

0.0% 4.8%

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。

） 

％と最も高く、次いで「ややゆとりがある」が 16.7％となっていま
年収が低い世帯ほど「⼤

 

 

 

(単位：人、％)

わからな

8

6.3%

9.4%

(単位：人、％)

わからな

3

3.9%

1

8.3%

0

0.0%

(単位：人、％)

わからな

0

0.0%

1

9.1%

1

3.0%

2

4.8%

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。 

 
％となっていま

が低い世帯ほど「⼤

 
％となっていま 

が低い世帯ほど「⼤ 



 

 経済的理由でできなかった経験③

「食料を買えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が
を使えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が

「⺟子世帯」や

【学年別×家族が必要とする食料を買えなかった】

【世帯分類別×家族が必要とする食料を買えなかった】

【世帯年収別×家族が必要とする食料を買えなかった】

 

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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経験

「食料を買えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が
を使えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が

「⺟子世帯」や

【学年別×家族が必要とする食料を買えなかった】

【世帯分類別×家族が必要とする食料を買えなかった】

【世帯年収別×家族が必要とする食料を買えなかった】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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経験

「食料を買えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が
を使えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が

「⺟子世帯」や年収が低い世帯ほど「あった」の割合が高くなっています。

【学年別×家族が必要とする食料を買えなかった】

【世帯分類別×家族が必要とする食料を買えなかった】

【世帯年収別×家族が必要とする食料を買えなかった】

 

調査数
まったくな
かった

869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数
まったくな
かった

787

100.0%

66

100.0%

7

100.0%

調査数
まったくな
かった

42

100.0%

124

100.0%

427

100.0%

276

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 

「食料を買えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が
を使えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が

低い世帯ほど「あった」の割合が高くなっています。

【学年別×家族が必要とする食料を買えなかった】

【世帯分類別×家族が必要とする食料を買えなかった】

【世帯年収別×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

771

88.7% 7.6%

242

90.0% 7.1%

193

88.9% 9.7%

179

89.5% 7.0%

157

85.8% 6.6%

87.1% 8.4%

85.2% 9.3%

88.7% 7.5%

87.8% 7.8%

86.7% 9.0%

まったくな
かった

まれに
あった

702

89.2% 7.4%

53

80.3% 12.1%

7

100.0% 0.0%

まったくな
かった

まれに
あった

28

66.7% 14.3%

95

76.6% 15.3%

377

88.3% 8.9%

271

98.2% 1.1%

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
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「食料を買えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が
を使えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が

低い世帯ほど「あった」の割合が高くなっています。

【学年別×家族が必要とする食料を買えなかった】 

【世帯分類別×家族が必要とする食料を買えなかった】

【世帯年収別×家族が必要とする食料を買えなかった】

(単位：人、％)

ときどき
あった

66 23

7.6% 2.6%

19 6

7.1% 2.2%

21 2

9.7% 0.9%

14 7

7.0% 3.5%

12 8

6.6% 4.4%

8.4% 2.8%

9.3% 3.6%

7.5% 2.5%

7.8% 2.0%

9.0% 3.1%

(単位：人、％)

ときどき
あった

58 19

7.4% 2.4%

8 4

12.1% 6.1%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

ときどき
あった

6 6

14.3% 14.3%

19 5

15.3% 4.0%

38 10

8.9% 2.3%

3 2

1.1% 0.7%

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 保護者高２

「食料を買えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が
を使えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が

低い世帯ほど「あった」の割合が高くなっています。

 

【世帯分類別×家族が必要とする食料を買えなかった】 

 

【世帯年収別×家族が必要とする食料を買えなかった】 

 

(単位：人、％)

よくあった

9

1.0%

2

0.7%

1

0.5%

0

0.0%

6

3.3%

0.9%

0.8%

0.7%

1.0%

1.0%

(単位：人、％)

よくあった

8

1.0%

1

1.5%

0

0.0%

(単位：人、％)

よくあった

2

4.8%

5

4.0%

2

0.5%

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 ）

「食料を買えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が
を使えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が 3.3％となって

低い世帯ほど「あった」の割合が高くなっています。

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。 

） 

「食料を買えなかった」では、「よくあった」と「ときどきあった」の合計が 3.6％、「冬に暖房
％となっています。

低い世帯ほど「あった」の割合が高くなっています。 

 

 
％、「冬に暖房

います。 

 
％、「冬に暖房
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【学年別×冬に暖房が使えなかった】 

 

【世帯分類別×冬に暖房が使えなかった】 

 

【世帯年収別×冬に暖房が使えなかった】 

 

 

  

(単位：人、％)

調査数
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

869 791 49 21 8

100.0% 91.0% 5.6% 2.4% 0.9%

269 246 14 6 3

100.0% 91.4% 5.2% 2.2% 1.1%

217 201 10 4 2

100.0% 92.6% 4.6% 1.8% 0.9%

200 183 15 2 0

100.0% 91.5% 7.5% 1.0% 0.0%

183 161 10 9 3

100.0% 88.0% 5.5% 4.9% 1.6%

[全  体] 94.1% 2.9% 1.5% 0.6%

[小学２年生] 93.3% 3.8% 1.6% 0.3%

[小学５年生] 94.6% 3.4% 1.0% 0.4%

[中学２年生] 94.4% 1.6% 1.7% 1.0%

[高校２年生相当] 94.5% 2.9% 1.7% 0.5%

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

(単位：人、％)

調査数
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

787 722 39 19 7

100.0% 91.7% 5.0% 2.4% 0.9%

66 54 9 2 1

100.0% 81.8% 13.6% 3.0% 1.5%

7 6 1 0 0

100.0% 85.7% 14.3% 0.0% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数
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

42 33 5 2 2

100.0% 78.6% 11.9% 4.8% 4.8%

124 107 7 7 3

100.0% 86.3% 5.6% 5.6% 2.4%

427 383 30 11 3

100.0% 89.7% 7.0% 2.6% 0.7%

276 268 7 1 0

100.0% 97.1% 2.5% 0.4% 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【複数回答】④

「あった」
ガス・水道のいずれかの料金」が

「⺟子世帯」や年収

【学年別×

【世帯分類別×あった】

【世帯年収別×あった】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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【複数回答】

「あった」では、
ガス・水道のいずれかの料金」が

「⺟子世帯」や年収

学年別×あった】

【世帯分類別×あった】

【世帯年収別×あった】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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【複数回答】

は、「クレジットカードや他の借金の支払い」が
ガス・水道のいずれかの料金」が

「⺟子世帯」や年収が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

あった】 

【世帯分類別×あった】 

【世帯年収別×あった】 

調査数

電話料金
（携帯電
話・スマー
トフォンを
含む）

869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数

電話料金
（携帯電
話・スマー
トフォンを
含む）

787

100.0%

66

100.0%

7

100.0%

調査数

電話料金
（携帯電
話・スマー
トフォンを
含む）

42

100.0%

124

100.0%

427

100.0%

276

100.0%

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【複数回答】

「クレジットカードや他の借金の支払い」が
ガス・水道のいずれかの料金」が 4.6％、「税金」が

が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

 

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

22

2.5% 4.6%

5

1.9% 3.7%

3

1.4% 3.2%

6

3.0% 5.5%

8

4.4% 6.6%

3.7% 5.5%

3.7% 6.3%

3.2% 5.0%

3.6% 4.9%

4.5% 5.7%

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

18

2.3% 4.6%

4

6.1% 4.5%

0

0.0% 14.3%

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

4

9.5% 9.5%

11

8.9% 12.9%

7

1.6% 4.7%

0

0.0% 0.0%

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

71 

経済的理由で支払ができなかった経験【複数回答】

「クレジットカードや他の借金の支払い」が
％、「税金」が

が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

電気・ガ
ス・水道の
いずれか

家賃・住
宅ローン
のいずれ
かの支払
い

40 23

4.6% 2.6%

10 7

3.7% 2.6%

7 4

3.2% 1.8%

11 7

5.5% 3.5%

12 5

6.6% 2.7%

5.5% 3.7%

6.3% 4.5%

5.0% 3.1%

4.9% 2.9%

5.7% 4.8%

電気・ガ
ス・水道の
いずれか

家賃・住
宅ローン
のいずれ
かの支払
い

36 19

4.6% 2.4%

3 3

4.5% 4.5%

1 0

14.3% 0.0%

電気・ガ
ス・水道の
いずれか

家賃・住
宅ローン
のいずれ
かの支払
い

4 3

9.5% 7.1%

16 10

12.9% 8.1%

20 10

4.7% 2.3%

0 0

0.0% 0.0%

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 保護者高２

経済的理由で支払ができなかった経験【複数回答】 

「クレジットカードや他の借金の支払い」が
％、「税金」が 3.9％となっています。

が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

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）

25

2.9%

10

3.7%

1

0.5%

5

2.5%

9

4.9%

5.5%

5.2%

5.9%

5.5%

5.5%

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）

19

2.4%

6

9.1%

0

0.0%

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）

3 8

19.0%

8

6.5%

8

1.9%

0 1

0.4%

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。

保護者高２ ）

「クレジットカードや他の借金の支払い」が 7.0％と最も高く、次いで「電気・
％となっています。

が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

公的健康
保険（国
民健康保
険・社会
保険など）

税金

20

2.3% 3.9%

6

2.2% 4.1%

2

0.9% 3.7%

7

3.5% 2.0%

5

2.7% 6.0%

3.5% 6.7%

3.1% 7.4%

3.7% 7.1%

3.2% 6.2%

4.5% 6.0%

公的健康
保険（国
民健康保
険・社会
保険など）

税金

17

2.2%

3

4.5%

0

0.0% 14.3%

公的健康
保険（国
民健康保
険・社会
保険など）

税金

6

14.3% 19.0%

7

5.6%

6

1.4%

1

0.4%

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。

） 

％と最も高く、次いで「電気・
％となっています。 

が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。 

(単位：人、％)

給食費

34 27

3.9% 3.1%

11 7

4.1% 2.6%

8 7

3.7% 3.2%

4 7

2.0% 3.5%

11 6

6.0% 3.3%

6.7% 3.6%

7.4% 3.8%

7.1% 4.1%

6.2% 3.8%

6.0% 1.9%

(単位：人、％)

給食費

30 21

3.8% 2.7%

2 6

3.0% 9.1%

1 0

14.3% 0.0%

(単位：人、％)

給食費

8

19.0% 11.9%

10

8.1% 7.3%

15 10

3.5% 2.3%

1

0.4% 1.1%

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。

 
％と最も高く、次いで「電気・

 

 

 

(単位：人、％)

クレジット
カードや
他の借金
の支払い

27 61

3.1% 7.0%

7 15

2.6% 5.6%

7 11

3.2% 5.1%

7 15

3.5% 7.5%

6 20

3.3% 10.9%

3.6% 7.1%

3.8% 8.2%

4.1% 6.5%

3.8% 6.2%

1.9% 7.9%

(単位：人、％)

クレジット
カードや
他の借金
の支払い

21 50

2.7% 6.4%

6 10

9.1% 15.2%

0 1

0.0% 14.3%

(単位：人、％)

クレジット
カードや
他の借金
の支払い

5 9

11.9% 21.4%

9 22

7.3% 17.7%

10 27

2.3% 6.3%

3 3

1.1% 1.1%

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。 

 
％と最も高く、次いで「電気・

 

 

 



 

 住宅形態⑤

全体では
「⺟子世帯」や年収

【学年別×住宅形態】

【世帯分類別×住宅形態】

【世帯年収別×住宅形態】

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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 

全体では「持ち家」が
「⺟子世帯」や年収

【学年別×住宅形態】

【世帯分類別×住宅形態】

【世帯年収別×住宅形態】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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 

「持ち家」が 85.0
「⺟子世帯」や年収が低い世帯ほど、「⺠営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

【学年別×住宅形態】 

【世帯分類別×住宅形態】 

【世帯年収別×住宅形態】 

調査数 持ち家

869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数 持ち家

787

100.0%

66

100.0%

7

100.0%

調査数 持ち家

42

100.0%

124

100.0%

427

100.0%

276

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

85.0%と最も高く、次いで「⺠営の賃貸住宅」が
が低い世帯ほど、「⺠営の賃貸住宅」「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

739

85.0% 9.6%

231

85.9% 9.7%

182

83.9% 10.6%

172

86.0% 7.5%

154

84.2% 10.4%

75.9% 14.1%

73.4% 16.5%

75.6% 15.4%

76.7% 12.7%

79.8% 10.2%

持ち家
民営の賃
貸住宅

691

87.8% 8.4%

36

54.5% 21.2%

6

85.7% 14.3%

持ち家
民営の賃
貸住宅

20

47.6% 19.0%

78

62.9% 25.8%

374

87.6% 8.2%

267

96.7% 2.9%

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

72 

最も高く、次いで「⺠営の賃貸住宅」が
が低い世帯ほど、「⺠営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

民営の賃
道営・市
営などの
公営住宅

83 26

9.6% 3.0%

26 5

9.7% 1.9%

23 5

10.6% 2.3%

15 10

7.5% 5.0%

19 6

10.4% 3.3%

14.1% 3.2%

16.5% 2.6%

15.4% 3.1%

12.7% 4.1%

10.2% 3.1%

民営の賃
道営・市
営などの
公営住宅

66 18

8.4% 2.3%

14 7

21.2% 10.6%

1 0

14.3% 0.0%

民営の賃
道営・市
営などの
公営住宅

8 6

19.0% 14.3%

32 12

25.8% 9.7%

35 8

8.2% 1.9%

8 0

2.9% 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 保護者高２

最も高く、次いで「⺠営の賃貸住宅」が
が低い世帯ほど、「⺠営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

社宅・公
務員住宅

住宅に間
借り

3

0.3%

2

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.5%

1.1%

1.5%

1.2%

0.7%

1.0%

社宅・公
務員住宅

住宅に間
借り

2

0.3%

1

1.5%

0

0.0%

社宅・公
務員住宅

住宅に間
借り

0

0.0%

1

0.8%

1

0.2%

1

0.4%

 

保護者高２ ）

最も高く、次いで「⺠営の賃貸住宅」が 9.6
が低い世帯ほど、「⺠営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)

住宅に間
借り

その他

4

0.5% 1.6%

0

0.0% 1.9%

3

1.4% 1.8%

1

0.5% 1.0%

0

0.0% 1.6%

1.7% 2.9%

2.3% 3.1%

1.5% 2.2%

1.6% 3.2%

1.4% 2.9%

(単位：人、％)

住宅に間
借り

その他

3

0.4%

1

1.5% 10.6%

0

0.0%

(単位：人、％)

住宅に間
借り

その他

1

2.4% 16.7%

1

0.8%

2

0.5%

0

0.0%

） 

9.6％となっています。
が低い世帯ほど、「⺠営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

 

 

 

(単位：人、％)

その他

14

1.6%

5

1.9%

4

1.8%

2

1.0%

3

1.6%

2.9%

3.1%

2.2%

3.2%

2.9%

(単位：人、％)

その他

7

0.9%

7

10.6%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他

7

16.7%

0

0.0%

7

1.6%

0

0.0%

 
％となっています。 

が低い世帯ほど、「⺠営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。

 
 

が低い世帯ほど、「⺠営の賃貸住宅」「公営住宅」の割合が高くなっています。 



 

（2） 医療機関の受診について

 病院等を受診させなかった経験①

「あった」が
「⺟子世帯」や年収

【学年別×病院等を受診させなかった経験】

【世帯分類別×病院等を受診させなかった経験】

【世帯年収別×病院等を受診させなかった経験】

 

 

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

全  体

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
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 15.9
「⺟子世帯」や年収

【学年別×病院等を受診させなかった経験】

【世帯分類別×病院等を受診させなかった経験】

【世帯年収別×病院等を受診させなかった経験】

調査数

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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
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 

医療機関の受診について 

病院等を受診させなかった経験

5.9%となって
「⺟子世帯」や年収が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

【学年別×病院等を受診させなかった経験】

【世帯分類別×病院等を受診させなかった経験】

【世帯年収別×病院等を受診させなかった経験】

 

調査数 あった
869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数 あった
787

100.0%

66

100.0%

7

100.0%

調査数 あった
42

100.0%

124

100.0%

427

100.0%

276

100.0%

過去１年間に、お子さん（きょうだいを含む）
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

 

病院等を受診させなかった経験  

となっています。 
が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

【学年別×病院等を受診させなかった経験】

【世帯分類別×病院等を受診させなかった経験】

【世帯年収別×病院等を受診させなかった経験】

(単位：人、％)

あった なかった
138 731

15.9% 84.1%

36 233

13.4% 86.6%

40 177

18.4% 81.6%

34 166

17.0% 83.0%

28 155

15.3% 84.7%

19.3% 80.3%

17.3% 82.1%

21.5% 78.2%

21.1% 78.3%

16.2% 83.6%

(単位：人、％)

あった なかった
119

15.1% 84.9%

16

24.2% 75.8%

2

28.6% 71.4%

(単位：人、％)

あった なかった
10

23.8% 76.2%

33

26.6% 73.4%

61

14.3% 85.7%

34

12.3% 87.7%

（きょうだいを含む）
たが、実際には受診させなかったことがありますか。
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が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

【学年別×病院等を受診させなかった経験】 

 

【世帯分類別×病院等を受診させなかった経験】 

 

【世帯年収別×病院等を受診させなかった経験】 

 

(単位：人、％)

なかった
731

84.1%

233

86.6%

177

81.6%

166

83.0%

155

84.7%

80.3%

82.1%

78.2%

78.3%

83.6%

(単位：人、％)

なかった
668

84.9%

50

75.8%

5

71.4%

(単位：人、％)

なかった
32

76.2%

91

73.4%

366

85.7%

242

87.7%

（きょうだいを含む）を病院や⻭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 保護者高２

が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

を病院や⻭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。 

保護者高２ ）

が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。

を病院や⻭医者で受診させた方がよいと思っ

） 

が低い世帯ほど、「あった」の割合が高くなっています。 

を病院や⻭医者で受診させた方がよいと思っ

 

を病院や⻭医者で受診させた方がよいと思っ

 



 

 受診させなかった理由【複数回答】②

全体では、具体的な理由として
で「お金がなかった」が

「⺟子世帯」や年収が低い世帯
また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。

【学年別×受診させなかった理由】

【世帯分類別×受診させなかった理由】

【世帯年収別×受診させなかった理由】

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

◇ 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【複数回答】

全体では、具体的な理由として
で「お金がなかった」が

「⺟子世帯」や年収が低い世帯
また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。

【学年別×受診させなかった理由】

【世帯分類別×受診させなかった理由】

【世帯年収別×受診させなかった理由】

調査数

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

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】

全体では、具体的な理由として
で「お金がなかった」が 29.0

「⺟子世帯」や年収が低い世帯
また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。

【学年別×受診させなかった理由】

【世帯分類別×受診させなかった理由】

【世帯年収別×受診させなかった理由】

調査数
お金がな
かった

138

100.0% 29.0%

36

100.0% 36.1%

40

100.0% 25.0%

34

100.0% 17.6%

28

100.0% 39.3%

34.5%

36.2%

33.6%

28.8%

45.6%

調査数
お金がな
かった

119

100.0% 28.6%

16

100.0% 37.5%

2

100.0%

調査数
お金がな
かった

10

100.0% 50.0%

33

100.0% 48.5%

61

100.0% 24.6%

34

100.0% 11.8%

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

受診させなかった理由【複数回答】 

全体では、具体的な理由として「仕事で連れていく時間がなかった
29.0％、「子どもが嫌がった」が

「⺟子世帯」や年収が低い世帯では、「お金がなかった」の割合が高くなっています。
また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。

【学年別×受診させなかった理由】 

【世帯分類別×受診させなかった理由】 

【世帯年収別×受診させなかった理由】 

お金がな
かった

保険証が
なかった

40

29.0% 0.0%

13

36.1% 0.0%

10

25.0% 0.0%

6

17.6% 0.0%

11

39.3% 0.0%

34.5% 1.6%

36.2% 0.8%

33.6% 1.4%

28.8% 1.4%

45.6% 4.4%

お金がな
かった

保険証が
なかった

34

28.6% 0.0%

6

37.5% 0.0%

0

0.0% 0.0%

お金がな
かった

保険証が
なかった

5

50.0% 0.0%

16

48.5% 0.0%

15

24.6% 0.0%

4

11.8% 0.0%

受診させなかった理由は何ですか。 

保護者小２･小５･中２
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仕事で連れていく時間がなかった
％、「子どもが嫌がった」が

では、「お金がなかった」の割合が高くなっています。
また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。

保険証が
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

0 50

0.0% 36.2%

0 16

0.0% 44.4%

0 14

0.0% 35.0%

0 13

0.0% 38.2%

0 7

0.0% 25.0%

1.6% 52.6%

0.8% 58.3%

1.4% 51.4%

1.4% 54.1%

4.4% 41.2%

保険証が
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

0 42

0.0% 35.3%

0 7

0.0% 43.8%

0 1

0.0% 50.0%

保険証が
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

0 2

0.0% 20.0%

0 12

0.0% 36.4%

0 24

0.0% 39.3%

0 12

0.0% 35.3%

 

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

仕事で連れていく時間がなかった
％、「子どもが嫌がった」が 17.4％となっています。

では、「お金がなかった」の割合が高くなっています。
また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。

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

13

9.4%

3

8.3%

5

12.5%

5

14.7%

0

0.0%

14.6%

24.4%

14.4%

8.2%

10.3% 10.3%

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

13

10.9%

0

0.0%

0

0.0%

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

0

0.0%

2

6.1%

6

9.8%

5

14.7% 11.8%

保護者高２ ）

仕事で連れていく時間がなかった」が 36.2
％となっています。

では、「お金がなかった」の割合が高くなっています。
また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。

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 3

6.5% 2.2%

2 1

5.6% 2.8%

2 1

5.0% 2.5%

3 1

8.8% 2.9%

2 0

7.1% 0.0%

7.4% 2.9%

7.1% 3.1%

9.6% 4.1%

4.1% 1.4%

10.3% 2.9%

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 3

7.6% 2.5%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

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

0 0

0.0% 0.0%

2 0

6.1% 0.0%

3 1

4.9% 1.6%

4 2

11.8% 5.9%

） 

36.2％で最も高く、次い
％となっています。 

では、「お金がなかった」の割合が高くなっています。
また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。

(単位：人、％)

子どもが
嫌がった

その他

3 24

2.2% 17.4%

1 7

2.8% 19.4%

1 5

2.5% 12.5%

1 8

2.9% 23.5%

0 4

0.0% 14.3%

2.9% 22.0%

3.1% 18.9%

4.1% 20.5%

1.4% 24.0%

2.9% 26.5%

(単位：人、％)

子どもが
嫌がった

その他

3 23

2.5% 19.3%

0 1

0.0% 6.3%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

子どもが
嫌がった

その他

0 1

0.0% 10.0%

0 5

0.0% 15.2%

1 10

1.6% 16.4%

2 8

5.9% 23.5%

 
最も高く、次い

では、「お金がなかった」の割合が高くなっています。 
また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。

 

 

 

(単位：人、％)

その他

52

37.7%

16

44.4%

13

32.5%

11

32.4%

12

42.9%

19.5%

16.5%

20.5%

24.0%

13.2%

(単位：人、％)

その他

46

38.7%

4

25.0%

1

50.0%

(単位：人、％)

その他

3

30.0%

10

30.3%

25

41.0%

14

41.2%

 
最も高く、次い

また、「ひとり親世帯」では、「仕事で連れていく時間がなかった」の割合も高くなっています。 



 

6. 悩みや相談
 保護者の相談相手【複数回答】①

全体では
「それ以外の友人・知人」が

「ひとり親世帯」や年収が低い

【学年別×保護者の相談相手】

【世帯分類別×保護者の相談相手】

【世帯年収別×保護者の相談相手】

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

（ 小５

悩みや相談  
保護者の相談相手【複数回答】

全体では、「同居の家族」が
「それ以外の友人・知人」が

「ひとり親世帯」や年収が低い

【学年別×保護者の相談相手】

【世帯分類別×保護者の相談相手】

【世帯年収別×保護者の相談相手】

調査数

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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

小５ 中２ 

保護者の相談相手【複数回答】

「同居の家族」が
「それ以外の友人・知人」が

「ひとり親世帯」や年収が低い

【学年別×保護者の相談相手】

【世帯分類別×保護者の相談相手】

【世帯年収別×保護者の相談相手】

 

調査数
同居の家
族

869 702

100.0% 80.8%

269 223

100.0% 82.9%

217 172

100.0% 79.3%

200 163

100.0% 81.5%

183 144

100.0% 78.7%

74.4%

79.1%

73.7%

73.1%

69.8%

調査数
同居の家
族

787 668

100.0% 84.9%

66 25

100.0% 37.9%

7

100.0% 28.6%

調査数
同居の家
族

42 20

100.0% 47.6%

124 89

100.0% 71.8%

427 348

100.0% 81.5%

276 245

100.0% 88.8%

現在、お子さん（きょうだいを含む）

 高２ 保護者小２･小５･中２

保護者の相談相手【複数回答】 

「同居の家族」が 80.8%と最も高く、次いで「同居していない家族・親せき」が
「それ以外の友人・知人」が 48.3％となっています。

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯ほど、「相談する人はいない」の割合が高くなっています。

【学年別×保護者の相談相手】 

【世帯分類別×保護者の相談相手】 

【世帯年収別×保護者の相談相手】 

同居の家
同居して
いない家
族・親せき

職場の人

702 467

80.8% 53.7%

223 171

82.9% 63.6%

172 124

79.3% 57.1%

163 90

81.5% 45.0%

144 82

78.7% 44.8%

74.4% 52.1%

79.1% 63.9%

73.7% 53.5%

73.1% 46.0%

69.8% 39.0%

同居の家
同居して
いない家
族・親せき

職場の人

668 424

84.9% 53.9%

25 38

37.9% 57.6%

2 2

28.6% 28.6%

同居の家
同居して
いない家
族・親せき

職場の人

20 20

47.6% 47.6%

89 62

71.8% 50.0%

348 240

81.5% 56.2%

245 145

88.8% 52.5%

（きょうだいを含む）

保護者小２･小５･中２
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最も高く、次いで「同居していない家族・親せき」が
％となっています。

ほど、「相談する人はいない」の割合が高くなっています。

職場の人 近所の人

250 62

28.8% 7.1%

85 28

31.6% 10.4%

58 11

26.7% 5.1%

55 16

27.5% 8.0%

52

28.4% 3.8%

22.4% 6.4%

23.5% 9.8%

23.1% 7.5%

23.9% 3.9%

17.1% 2.9%

職場の人 近所の人

220 61

28.0% 7.8%

22

33.3% 1.5%

4

57.1% 0.0%

職場の人 近所の人

9

21.4% 2.4%

33

26.6% 5.6%

129 30

30.2% 7.0%

79 24

28.6% 8.7%

（きょうだいを含む）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 保護者高２

最も高く、次いで「同居していない家族・親せき」が
％となっています。 

ほど、「相談する人はいない」の割合が高くなっています。

近所の人
それ以外
の友人・
知人

学校の先
生

62 420

7.1% 48.3%

28 143

10.4% 53.2%

11 103

5.1% 47.5%

16 96

8.0% 48.0%

7 78

3.8% 42.6%

6.4% 50.7%

9.8% 56.7%

7.5% 53.2%

3.9% 48.6%

2.9% 39.8%

近所の人
それ以外
の友人・
知人

学校の先
生

61 382

7.8% 48.5%

1 31

1.5% 47.0%

0 3

0.0% 42.9%

近所の人
それ以外
の友人・
知人

学校の先
生

1 14

2.4% 33.3%

7 59

5.6% 47.6%

30 217

7.0% 50.8%

24 130

8.7% 47.1%

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 ）

最も高く、次いで「同居していない家族・親せき」が

ほど、「相談する人はいない」の割合が高くなっています。

学校の先
地域の相
談員・相
談機関

236 57

27.2% 6.6%

98 23

36.4% 8.6%

57 21

26.3% 9.7%

45

22.5% 4.5%

36

19.7% 2.2%

19.1% 2.7%

21.9% 4.5%

21.5% 3.1%

16.2% 1.4%

15.0% 0.7%

学校の先
地域の相
談員・相
談機関

217 53

27.6% 6.7%

16

24.2% 6.1%

0

0.0% 0.0%

学校の先
地域の相
談員・相
談機関

10

23.8% 7.1%

34 12

27.4% 9.7%

120 25

28.1% 5.9%

72 17

26.1% 6.2%

についての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。

） 

最も高く、次いで「同居していない家族・親せき」が

ほど、「相談する人はいない」の割合が高くなっています。

地域の相
医師等の
専門家

その他

57 53

6.6% 6.1%

23 18

8.6% 6.7%

21 20

9.7% 9.2%

9 8

4.5% 4.0%

4 7

2.2% 3.8%

2.7% 4.5%

4.5% 4.2%

3.1% 4.9%

1.4% 4.6%

0.7% 4.0%

地域の相
医師等の
専門家

その他

53 52

6.7% 6.6%

4 1

6.1% 1.5%

0 0

0.0% 0.0%

地域の相
医師等の
専門家

その他

3 2

7.1% 4.8%

12 9

9.7% 7.3%

25 25

5.9% 5.9%

17 17

6.2% 6.2%

についての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。

 
最も高く、次いで「同居していない家族・親せき」が 53.7％、

ほど、「相談する人はいない」の割合が高くなっています。 

(単位：人、％)

その他
相談する
人はいな
い

23 33

2.6% 3.8%

11 10

4.1% 3.7%

2

0.9% 3.2%

4

2.0% 4.0%

6

3.3% 4.4%

2.7% 2.8%

2.7% 1.6%

2.4% 1.8%

3.2% 3.3%

2.1% 5.5%

(単位：人、％)

その他
相談する
人はいな
い

22 28

2.8% 3.6%

1

1.5% 6.1%

0

0.0% 14.3%

(単位：人、％)

その他
相談する
人はいな
い

3

7.1% 11.9%

6

4.8% 7.3%

10 12

2.3% 2.8%

4

1.4% 2.5%

についての悩みや困りごとを相談する人は誰ですか。 

 
％、

 

 

 

 

(単位：人、％)

相談する
人はいな

33

3.8%

10

3.7%

7

3.2%

8

4.0%

8

4.4%

2.8%

1.6%

1.8%

3.3%

5.5%

(単位：人、％)

相談する
人はいな

28

3.6%

4

6.1%

1

14.3%

(単位：人、％)

相談する
人はいな

5

11.9%

9

7.3%

12

2.8%

7

2.5%



 

 子どもについての悩み【複数回答】②

具体的な悩みについては、
関係」が

年収が高い

【学年別×子どもについての悩み】

【世帯分類別×子どもについての悩み】

【世帯年収別×子どもについての悩み】

 

 

[全  体]

[小学２年生]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学２年生

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

（ 小５

子どもについての悩み【複数回答】

具体的な悩みについては、
」が 15.8％、「子どもの発達」が

年収が高い世帯

【学年別×子どもについての悩み】

【世帯分類別×子どもについての悩み】

【世帯年収別×子どもについての悩み】

調査数

子どもとの
だんらん
や話し合
いの時間
がもてな
い

869

100.0%

269

100.0%

217

100.0%

200

100.0%

183

100.0%

調査数

子どもとの
だんらん
や話し合
いの時間
がもてない

787

100.0%

66

100.0%

7

100.0%

調査数

子どもとの
だんらん
や話し合
いの時間
がもてない

42

100.0%

124

100.0%

427

100.0%

276

100.0%

250～400万円未満

400～700万円未満

現在、お子さん

小５ 中２ 

子どもについての悩み【複数回答】

具体的な悩みについては、「
、「子どもの発達」が

世帯ほど、「悩みはない」の割合が高くなっています。

【学年別×子どもについての悩み】

【世帯分類別×子どもについての悩み】

【世帯年収別×子どもについての悩み】

 

子どもとの
だんらん
や話し合
いの時間
がもてな

親子関係
子どもの
病気や障
がい

68 48

7.8% 5.5%

28 11

10.4% 4.1%

17 17

7.8% 7.8%

12 9

6.0% 4.5%

11 11

6.0% 6.0%

8.9% 6.6%

8.9% 6.4%

10.4% 5.9%

7.7% 6.8%

8.6% 7.9%

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

65 42

8.3% 5.3%

2 4

3.0% 6.1%

1 2

14.3% 28.6%

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

3 4

7.1% 9.5%

8 5

6.5% 4.0%

38 27

8.9% 6.3%

19 12

6.9% 4.3%

現在、お子さん（きょうだいを含む）

 高２ 保護者小２･小５･中２

子どもについての悩み【複数回答】 

「子どもの学習や進路
、「子どもの発達」が 12.8

ほど、「悩みはない」の割合が高くなっています。

【学年別×子どもについての悩み】 

【世帯分類別×子どもについての悩み】 

【世帯年収別×子どもについての悩み】 

子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達

60 111

6.9% 12.8%

18 47

6.7% 17.5%

17 32

7.8% 14.7%

11 22

5.5% 11.0%

14 10

7.7% 5.5%

5.7% 8.3%

4.9% 11.9%

5.6% 8.7%

5.5% 7.1%

7.6% 3.6%

子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達

56 100

7.1% 12.7%

4 10

6.1% 15.2%

0

0.0% 0.0%

子どもの
病気や障
がい

子どもの
発達

6 10

14.3% 23.8%

12 23

9.7% 18.5%

23 57

5.4% 13.3%

19 21

6.9% 7.6%

（きょうだいを含む）

保護者小２･小５･中２

76 

 

子どもの学習や進路」が
12.8％となっています。

ほど、「悩みはない」の割合が高くなっています。

学校の先
生との関
係

子どもの
友達関係

111 30

12.8% 3.5% 15.8%

47 7

17.5% 2.6% 20.1%

32 12

14.7% 5.5% 18.4%

22 7

11.0% 3.5% 16.5%

10 4

5.5% 2.2%

8.3% 3.1% 15.5%

11.9% 2.2% 18.2%

8.7% 3.4% 19.1%

7.1% 4.6% 13.3%

3.6% 1.4%

学校の先
生との関
係

子どもの
友達関係

100 27

12.7% 3.4% 15.4%

10 3

15.2% 4.5% 16.7%

0 0

0.0% 0.0% 42.9%

学校の先
生との関
係

子どもの
友達関係

10 2

23.8% 4.8% 16.7%

23 6

18.5% 4.8% 20.2%

57 15

13.3% 3.5% 15.5%

21 7

7.6% 2.5% 14.1%

（きょうだいを含む）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 保護者高２

」が 35.2%と最も高く
％となっています。 

ほど、「悩みはない」の割合が高くなっています。

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

137 306

15.8% 35.2%

54 72

20.1% 26.8%

40 64

18.4% 29.5%

33 108

16.5% 54.0%

10 62

5.5% 33.9%

15.5% 43.5%

18.2% 34.6%

19.1% 37.1%

13.3% 57.0%

8.3% 47.4%

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

121 273

15.4% 34.7%

11 28

16.7% 42.4%

3 2

42.9% 28.6%

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

7 18

16.7% 42.9%

25 45

20.2% 36.3%

66 148

15.5% 34.7%

39 95

14.1% 34.4%

のことで悩んでいることはありますか。

保護者高２ ）

と最も高く、
 

ほど、「悩みはない」の割合が高くなっています。 

子どもの
不登校や
ひきこもり

子どもの
いじめ

37 16

4.3% 1.8%

6 4

2.2% 1.5%

12 5

5.5% 2.3%

11 5

5.5% 2.5%

8 2

4.4% 1.1%

2.1% 1.7%

1.1% 1.5%

2.2% 3.1%

2.3% 1.3%

3.3% 0.7%

子どもの
不登校や
ひきこもり

子どもの
いじめ

33 16

4.2% 2.0%

4 0

6.1% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

子どもの
不登校や
ひきこもり

子どもの
いじめ

5 1

11.9% 2.4%

9 5

7.3% 4.0%

18 7

4.2% 1.6%

5 3

1.8% 1.1%

のことで悩んでいることはありますか。

） 

、次いで「子どもの友達

子どもの
非行や不
良行為

子どもの
就職

10

1.2% 7.0%

3

1.1% 3.3%

2

0.9% 6.5%

3

1.5% 9.0%

2

1.1% 10.9%

0.8% 5.4%

1.0% 2.5%

0.9% 3.2%

0.7% 7.8%

0.7% 9.8%

子どもの
非行や不
良行為

子どもの
就職

8

1.0% 6.1%

1

1.5% 16.7%

1

14.3% 28.6%

子どもの
非行や不
良行為

子どもの
就職

3

7.1% 26.2%

1

0.8% 13.7%

5

1.2% 4.0%

1

0.4% 5.8%

のことで悩んでいることはありますか。 

 
子どもの友達

(単位：人、％)

子どもの
その他

悩みはな
い（上記に
該当する
ものがな
い）

61 55

7.0% 6.3%

9 15

3.3% 5.6%

14 12

6.5% 5.5%

18 13

9.0% 6.5%

20 15

10.9% 8.2%

5.4% 6.6%

2.5% 7.2%

3.2% 6.9%

7.8% 5.4%

9.8% 6.9%

(単位：人、％)

子どもの
その他

悩みはな
い（上記に
該当する
ものがな
い）

48 46

6.1% 5.8%

11 7

16.7% 10.6%

2 2

28.6% 28.6%

(単位：人、％)

子どもの
その他

悩みはな
い（上記に
該当する
ものがな
い）

11 2

26.2% 4.8%

17 14

13.7% 11.3%

17 17

4.0% 4.0%

16 22

5.8% 8.0%

 
子どもの友達

 

 

 

(単位：人、％)

悩みはな
い（上記に
該当する
ものがな

382

44.0%

126

46.8%

106

48.8%

65

32.5%

85

46.4%

35.6%

40.6%

38.8%

27.6%

34.5%

(単位：人、％)

悩みはな
い（上記に
該当する
ものがな

351

44.6%

23

34.8%

3

42.9%

(単位：人、％)

悩みはな
い（上記に
該当する
ものがな

12

28.6%

46

37.1%

191

44.7%

133

48.2%



 

 子どもの相談相手【複数回答】③

全体では
となっています。

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯
（※の項目は、高校

【学年別×

【世帯分類別×よく話す】

【世帯年収別×よく話す】

 

 

[全  体]

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

子どもの相談相手【複数回答】

全体では「親」が
となっています。

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯
（※の項目は、高校

学年別×よく話す】

【世帯分類別×よく話す】

【世帯年収別×よく話す】

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

[小学５年生]

[中学２年生]

[高校２年生相当]

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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【複数回答】

「親」が 44.5％と最も多く、次いで「学校の友達」が
となっています。 

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯
（※の項目は、高校 2 年生相当のみが回答しています。）

よく話す】 

【世帯分類別×よく話す】 

【世帯年収別×よく話す】 

 

調査数 親

515 229

100.0% 44.5%

195 108

100.0% 55.4%

194 76

100.0% 39.2%

126 45

100.0% 35.7%

42.1%

52.7%

36.7%

33.8%

調査数 親

335 158

100.0% 47.2%

32 14

100.0% 43.8%

6 1

100.0% 16.7%

調査数 親

18 7

100.0% 38.9%

49 24

100.0% 49.0%

184 92

100.0% 50.0%

127 50

100.0% 39.4%

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、他の人にどれくら
い話しますか。 

 高２ 保護者小２･小５･中２

子どもの相談相手【複数回答】 

％と最も多く、次いで「学校の友達」が

「ひとり親世帯」や年収が低い世帯では、「親」より「学校の友達」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
祖父母な
ど

229 88

44.5% 17.1%

108 38

55.4% 19.5%

76 35

39.2% 18.0%

45 15

35.7% 11.9%

42.1% 13.2%

52.7% 15.6%

36.7% 11.9%

33.8% 11.4%

きょうだい
祖父母な
ど

158 62

47.2% 18.5%

14 7

43.8% 21.9%

1 1

16.7% 16.7%

きょうだい
祖父母な
ど

7 3

38.9% 16.7%

24 9

49.0% 18.4%

92 41

50.0% 22.3%

50 17

39.4% 13.4%

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、他の人にどれくら

保護者小２･小５･中２

77 

％と最も多く、次いで「学校の友達」が

では、「親」より「学校の友達」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 学校の友
達

51 210

9.9% 40.8%

25 75

12.8% 38.5%

19 89

9.8% 45.9%

7 46

5.6% 36.5%

7.0% 35.6%

11.3% 28.6%

4.6% 39.0%

3.9% 41.5%

祖父母な 学校の友
達

33 126

9.9% 37.6%

3 16

9.4% 50.0%

0

0.0% 50.0%

祖父母な 学校の友
達

2

11.1% 44.4%

7 14

14.3% 28.6%

21 79

11.4% 42.9%

6 45

4.7% 35.4%

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、他の人にどれくら

保護者小２･小５･中２ 保護者高２

％と最も多く、次いで「学校の友達」が

では、「親」より「学校の友達」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）

210 33

40.8% 6.4%

75 4

38.5% 2.1%

89 10

45.9% 5.2%

46 19

36.5% 15.1%

35.6% 5.0%

28.6% 2.4%

39.0% 3.3%

41.5% 12.1%

学校の友 学校以外
の友達

恋人（彼
氏・彼女）

126 20

37.6% 6.0%

16 3

50.0% 9.4%

3 1

50.0% 16.7%

学校の友 学校以外
の友達

恋人（彼
氏・彼女）

8 0

44.4% 0.0%

14 2

28.6% 4.1%

79 10

42.9% 5.4%

45 12

35.4% 9.4%

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、他の人にどれくら

保護者高２ ）

％と最も多く、次いで「学校の友達」が 40.8％、「きょうだい」が

では、「親」より「学校の友達」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

13 1

2.5% 0.2%

- -

- -

- -

- -

13 1

10.3% 0.8%

7.7% 1.2%

- -

- -

7.7% 1.2%

※ ※

恋人（彼
氏・彼女）

アルバイト
先の友達

5

1.5% 0.3%

2

6.3% 0.0%

1

16.7% 0.0%

※ ※

恋人（彼
氏・彼女）

アルバイト
先の友達

2

11.1% 0.0%

1

2.0% 0.0%

2

1.1% 0.0%

3

2.4% 0.8%

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

） 

％、「きょうだい」が

では、「親」より「学校の友達」の割合が高くなっています。

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

1 19

0.2% 3.7%

- 5

- 2.6%

- 8

- 4.1%

1 6

0.8% 4.8%

1.2% 2.0%

- 0.1%

- 3.0%

1.2% 3.1%

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

1 9

0.3% 2.7%

0 2

0.0% 6.3%

0 0

0.0% 0.0%

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

0 0

0.0% 0.0%

0 3

0.0% 6.1%

0 5

0.0% 2.7%

1 4

0.8% 3.1%

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

 
％、「きょうだい」が 17.1％

では、「親」より「学校の友達」の割合が高くなっています。

(単位：人、％)

学校の先

その他の
大人（ス
ポーツクラ
ブのコー
チや塾・
習い事の
先生など）

33

6.4% 1.4%

24

12.3% 2.1%

9

4.6% 1.5%

0

0.0% 0.0%

4.3% 1.9%

6.3% 2.5%

3.6% 1.6%

1.9% 1.4%

(単位：人、％)

学校の先

その他の
大人（ス
ポーツクラ
ブのコー
チや塾・
習い事の
先生など）

20

6.0% 1.5%

3

9.4% 6.3%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

学校の先

その他の
大人（ス
ポーツクラ
ブのコー
チや塾・
習い事の
先生など）

2

11.1% 5.6%

2

4.1% 2.0%

16

8.7% 0.5%

3

2.4% 3.1%

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

 
％

では、「親」より「学校の友達」の割合が高くなっています。 

 

 

 

(単位：人、％)

その他の

ポーツクラ

習い事の
先生など）

7

1.4%

4

2.1%

3

1.5%

0

0.0%

1.9%

2.5%

1.6%

1.4%

(単位：人、％)

その他の

ポーツクラ
ブのコー

習い事の
先生など）

5

1.5%

2

6.3%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他の

ポーツクラ
ブのコー

習い事の
先生など）

1

5.6%

1

2.0%

1

0.5%

4

3.1%



 

7. ⽀援策と利⽤希望
 希望する支援策①

１番目に選択した支援策は、
課後等に利用できる子どもの居場所
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）としています。

 

３番目に選択した支援策

２番目に選択した支援策

１番目に選択した支援策

子育てに困った時に相談でき、子育てに関する情報

◇ 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

１番目に選択した支援策は、
課後等に利用できる子どもの居場所
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）としています。

調査数

３番目に選択した支援策

２番目に選択した支援策

１番目に選択した支援策

子育てに困った時に相談でき、子育てに関する情報

高校や大学の進学にかかる費用負担を

学費や奨学金など、子どもの進路に関して

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

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 

１番目に選択した支援策は、
課後等に利用できる子どもの居場所

※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）としています。

 

調査数

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

869

100.0%

869

100.0%

869

100.0%

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

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

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

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

１番目に選択した支援策は、「進学にかかる費用負担の軽減」が
課後等に利用できる子どもの居場所」が

※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）としています。

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

51 639

5.9% 73.5%

75 116

8.6% 13.3%

122

14.0% 7.8%

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

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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「進学にかかる費用負担の軽減」が
が 9.8％、「子育てに関する情報が得られる場

※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）としています。

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

639 21

73.5% 2.4%

116 240

13.3% 27.6%

68 189

7.8% 21.7%

153

63
93

255

21

105

150

38
194

55

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

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 保護者高２

「進学にかかる費用負担の軽減」が
子育てに関する情報が得られる場

※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）としています。

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

31

3.6%

199

22.9%

152

17.5%

153

255

150

480

398

246

38
194

122

189

152

119

55

164

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 ）

「進学にかかる費用負担の軽減」が 73.5％と
子育てに関する情報が得られる場

※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

85

9.8% 0.8%

123

14.2% 2.2%

119

13.7% 6.3%

1,917

119

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。

） 

％と最も多く、次いで「
子育てに関する情報が得られる場」が

※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）としています。

(単位：人、％)

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

7 35

0.8% 4.0%

19 97

2.2% 11.2%

55 164

6.3% 18.9%

232

１番目

２番目

３番目

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。 

 
最も多く、次いで「放

が 5.9％とな

 

 

※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）としています。 

(単位：人、％)

35

4.0%

97

11.2%

164

18.9%

232 68

 

 
放

とな
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【世帯分類別×1 番目に選択した支援策】 

 

【世帯年収別×1 番目に選択した支援策】 

 

 

  

(単位：人、％)

調査数

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

787 49 578 21 24 80 5 30

100.0% 6.2% 73.4% 2.7% 3.0% 10.2% 0.6% 3.8%

66 1 52 0 4 4 2 3

100.0% 1.5% 78.8% 0.0% 6.1% 6.1% 3.0% 4.5%

7 1 4 0 0 0 0 2

100.0% 14.3% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数

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

42 2 34 0 3 1 0 2

100.0% 4.8% 81.0% 0.0% 7.1% 2.4% 0.0% 4.8%

124 5 87 4 10 12 3 3

100.0% 4.0% 70.2% 3.2% 8.1% 9.7% 2.4% 2.4%

427 26 321 9 14 35 4 18

100.0% 6.1% 75.2% 2.1% 3.3% 8.2% 0.9% 4.2%

276 18 197 8 4 37 0 12

100.0% 6.5% 71.4% 2.9% 1.4% 13.4% 0.0% 4.3%

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上



 

 利用したい場所など【複数回答】②

「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が
を気にしないで過ごすことができる場所
ができる場所」が

【学年別×

【世帯分類別×利用してみたい（高校２年生相当）】

 

 

[高校２年生相当]

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

（ 小５

利用したい場所など【複数回答】

「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が
を気にしないで過ごすことができる場所
ができる場所」が

学年別×利用してみたい

【世帯分類別×利用してみたい（高校２年生相当）】

調査数

[高校２年生相当]

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

あなたは、以下の場所

小５ 中２ 

利用したい場所など【複数回答】

「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が
を気にしないで過ごすことができる場所
ができる場所」が 50.0％となっています。

利用してみたい（高校２年生相当）

【世帯分類別×利用してみたい（高校２年生相当）】

 

調査数

「家以外
で」平日の
放課後に
夜までい
ることがで
きる場所

126

100.0% 38.1%

36.2%

調査数

「家以外
で」平日
の放課後
に夜まで
いることが
できる場
所

335

100.0% 9.3%

32

100.0% 9.4%

6

100.0% 50.0%

あなたは、以下の場所や機会

 高２ 保護者小２･小５･中２

利用したい場所など【複数回答】 

「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が
を気にしないで過ごすことができる場所」

となっています。

（高校２年生相当）

【世帯分類別×利用してみたい（高校２年生相当）】

「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

48 48

38.1% 38.1%

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

31 32

9.3% 9.6%

3 4

9.4% 12.5%

3 3

50.0% 50.0%

や機会があれば、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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「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が
」が 50.8％、「家で勉強ができないとき、『家以外で』勉強

となっています。 

（高校２年生相当）】 

【世帯分類別×利用してみたい（高校２年生相当）】 

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

31

24.6%

27.1%

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

23

6.9%

2

6.3%

0

0.0%

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 保護者高２

「進学の際に利用できる返済不要の給付奨学金」が 55.6％と最も多く、次いで「
、「家で勉強ができないとき、『家以外で』勉強

家で勉強
ができな
いとき、
「家以外
で」勉強が
できる場

「家以外
で」大学
生などが、
無料で勉
強を教え
てくれる場
所

63 45

50.0% 35.7%

52.2% 38.6%

家で勉強
ができな
いとき、
「家以外
で」勉強が
できる場

「家以外
で」大学
生などが、
無料で勉
強を教え
てくれる場
所

40 26

11.9% 7.8%

5

15.6% 6.3%

2

33.3% 50.0%

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「
、「家で勉強ができないとき、『家以外で』勉強

「家以外
で」大学
生などが、
無料で勉
強を教え
てくれる場

「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

45 28

35.7% 22.2%

38.6% 19.6%

生などが、
無料で勉
強を教え
てくれる場

「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

26 16

7.8% 4.8%

2 3

6.3% 9.4%

3 2

50.0% 33.3%

があれば、利用してみたいと思いますか。

） 

最も多く、次いで「他者からの目線
、「家で勉強ができないとき、『家以外で』勉強

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
付型奨学
金

64

50.8% 55.6%

49.5% 65.9%

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
付型奨学
金

40

11.9% 12.2%

6

18.8% 18.8%

2

33.3% 33.3%

があれば、利用してみたいと思いますか。 

 
他者からの目線

、「家で勉強ができないとき、『家以外で』勉強

(単位：人、％)

進学の際
に利用で
きる返済
不要の給
付型奨学

無回答

70 24

55.6% 19.0%

65.9%

(単位：人、％)

進学の際
に利用で
きる返済
不要の給
付型奨学

無回答

41 273

12.2% 81.5%

6 24

18.8% 75.0%

2 3

33.3% 50.0%

 
他者からの目線

、「家で勉強ができないとき、『家以外で』勉強

 

 

(単位：人、％)

24

19.0%

(単位：人、％)

273

81.5%

24

75.0%

3

50.0%
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8. 子どもの生活実態調査に関する自由回答（主なもの） 
保護者回答の 231 人（26.6％）から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。 
「子育て支援の充実」についてのご意見が最も多く、次いで「医療費助成の拡⼤」についてとな

っています。 
 

主な記述内容 保護者の回答件数 

子育て支援の充実 58 

医療費助成の拡⼤ 36 

高校・⼤学等の進学費用の助成 34 

放課後児童クラブ・学童保育等の整備など 17 

経済的支援 14 

子どもの居場所づくり 11 

給食費の無償化など 8 

不登校児への支援 7 

児童手当の拡⼤ 6 

学校への要望（冷房完備など） 6 

児童センター・児童館の整備など 5 

相談窓口の拡充など 5 

アンケートへの意見（質問数が多いなど） 5 

子どもが⼤きくなってからの支援の充実 3 

障がいをもつ人への配慮 3 

その他（感想など） 13 
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子ども回答の 48 人（9.3％）から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。 

「アンケートへの意見」についてのご意見が最も多く、次いで「学校への要望」についてとなっ
ています。 
 

主な記述内容 子どもの回答件数 

アンケートへの意見 
（「役に立つ」、「量が多い」など） 

16 

学校への要望（冷房完備など） 8 
先生（⼤人）へのご意見 
（子どもの悩みを真剣に考えてほしいなど） 

7 

学校生活について 
（勉強や部活以外の楽しみがほしいなど） 

3 

経済的なこと 
（生活が楽になる世になってほしいなど） 

3 

嫌なことを言われる（悪口を言われたなど） 2 

その他（感想など） 9 
 



 

Ⅲ. ヤングケアラー調査結果
9. 回答者の状況について

 性別③

男性が４割、女性が６割と

【学年別×性別】

 

 家族構成④

祖父⺟と同居している割合が

【学年別×

 

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

全  体

中学２年生

高校２年生相当

◇ あなたの性別を教えてください。

（ 小５

◇ あなたの家族について教えてください。現在、あなたと一緒に住んでいる家族について教え
てください。

（ 小５

ヤングケアラー調査結果
回答者の状況について

性別 

男性が４割、女性が６割と

【学年別×性別】 

家族構成【複数回答】

祖父⺟と同居している割合が

【学年別×家族構成

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

中学２年生

高校２年生相当

あなたの性別を教えてください。

小５ 中２ 

あなたの家族について教えてください。現在、あなたと一緒に住んでいる家族について教え
てください。

小５ 中２ 

ヤングケアラー調査結果
回答者の状況について 

男性が４割、女性が６割となっています。

 

【複数回答】 

祖父⺟と同居している割合が

家族構成（中２・高校２年生相当）】

 

調査数 男性
515

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

126

100.0%

調査数 母親
320

100.0% 97.2%

194

100.0% 98.5%

126

100.0% 95.2%

あなたの性別を教えてください。

 高２ ） 

あなたの家族について教えてください。現在、あなたと一緒に住んでいる家族について教え
てください。 

 高２ ） 

ヤングケアラー調査結果 

なっています。

祖父⺟と同居している割合が 1 割程度となっています。

（中２・高校２年生相当）】

男性 女性
204 307

39.6% 59.6%

82 113

42.1% 57.9%

69 123

35.6% 63.4%

53

42.1% 56.3%

父親
311 259

97.2% 80.9%

191 158

98.5% 81.4%

120 101

95.2% 80.2%

あなたの性別を教えてください。 

 

あなたの家族について教えてください。現在、あなたと一緒に住んでいる家族について教え
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なっています。 

 

割程度となっています。

（中２・高校２年生相当）】 

(単位：人、％)

その他
307 4

59.6% 0.8%

113 0

57.9% 0.0%

123 2

63.4% 1.0%

71 2

56.3% 1.6%

祖母 祖父
52

16.3%

35

18.0%

17

13.5%

あなたの家族について教えてください。現在、あなたと一緒に住んでいる家族について教え

 

割程度となっています。 

祖父 兄
28 64

8.8% 20.0%

23 43

11.9% 22.2%

5 21

4.0% 16.7%

あなたの家族について教えてください。現在、あなたと一緒に住んでいる家族について教え

姉 弟
64 79

20.0% 24.7%

43 46

22.2% 23.7%

21 33

16.7% 26.2%

あなたの家族について教えてください。現在、あなたと一緒に住んでいる家族について教え

弟 妹
94

29.4% 24.1%

57

29.4% 26.3%

37

29.4% 20.6%

あなたの家族について教えてください。現在、あなたと一緒に住んでいる家族について教え

 

 

(単位：人、％)

その他
77 15

24.1% 4.7%

51 10

26.3% 5.2%

26 5

20.6% 4.0%

あなたの家族について教えてください。現在、あなたと一緒に住んでいる家族について教え

 

 

 

(単位：人、％)

15

4.7%

10

5.2%

5

4.0%



 

 家族でお世話が必要な人⑤

「いる」は

【学年別×家族でお世話が必要な人の有無】

【世帯分類別×家族でお世話が必要な人の有無】

 

 

 
 

中学２年生

高校２年生相当

小学５年生

全  体

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ 家族の中に高齢や病気、身体が不自由、幼いなどの理由により、お世話が必要な人はいます
か。

（ 小５

家族でお世話が必要な人

「いる」は約１割

【学年別×家族でお世話が必要な人の有無】

【世帯分類別×家族でお世話が必要な人の有無】

 

調査数

中学２年生

高校２年生相当

小学５年生

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

家族の中に高齢や病気、身体が不自由、幼いなどの理由により、お世話が必要な人はいます
か。 

小５ 中２ 

家族でお世話が必要な人 

約１割、「いない」は

【学年別×家族でお世話が必要な人の有無】

【世帯分類別×家族でお世話が必要な人の有無】

  

調査数 いる
515

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

126

100.0%

調査数 いる
335

100.0%

32

100.0%

6

100.0%

家族の中に高齢や病気、身体が不自由、幼いなどの理由により、お世話が必要な人はいます

 高２ ） 

 

、「いない」は９割程度

【学年別×家族でお世話が必要な人の有無】

【世帯分類別×家族でお世話が必要な人の有無】

(単位：人、％)

いる いない
41 474

8.0% 92.0%

17 178

8.7% 91.3%

13 181

6.7% 93.3%

11 115

8.7% 91.3%

(単位：人、％)

いる いない
28 307

8.4% 91.6%

2

6.3% 93.8%

0

0.0% 100.0%

家族の中に高齢や病気、身体が不自由、幼いなどの理由により、お世話が必要な人はいます
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９割程度となっています。

【学年別×家族でお世話が必要な人の有無】 

 

【世帯分類別×家族でお世話が必要な人の有無】 

 

(単位：人、％)

474

92.0%

178

91.3%

181

93.3%

115

91.3%

(単位：人、％)

307

91.6%

30

93.8%

6

100.0%

家族の中に高齢や病気、身体が不自由、幼いなどの理由により、お世話が必要な人はいます

となっています。 

家族の中に高齢や病気、身体が不自由、幼いなどの理由により、お世話が必要な人はいます家族の中に高齢や病気、身体が不自由、幼いなどの理由により、お世話が必要な人はいます家族の中に高齢や病気、身体が不自由、幼いなどの理由により、お世話が必要な人はいます

 

家族の中に高齢や病気、身体が不自由、幼いなどの理由により、お世話が必要な人はいます
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〇 お世話を必要としている方【複数回答】 
全体では「きょうだい」が 16 件で最も多く、次いで「祖⺟」が 13 件、「祖父」が 6 件となって

います。 
小５・中 2 では「きょうだい」が 4 割以上と高く、高 2 では「祖⺟」と「きょうだい」が約３割

と同程度になっています。 

【学年別×お世話を必要としている方】 

 

【世帯分類別×お世話を必要としている方】 

 
 

〇 お世話が必要な理由【複数回答】 
お世話が必要な理由として、「祖⺟」では「高齢（65 歳以上）」、「きょうだい」では「幼い」が最

も多くなっています。 

 

 

  

(単位：人、％)

調査数 母親 父親 祖母 祖父 きょうだい その他
41 2 2 13 6 16 6

100.0% 4.9% 4.9% 31.7% 14.6% 39.0% 14.6%

17 0 0 8 4 7 1

100.0% 0.0% 0.0% 47.1% 23.5% 41.2% 5.9%

13 1 1 2 1 6 3

100.0% 7.7% 7.7% 15.4% 7.7% 46.2% 23.1%

11 1 1 3 1 3 2

100.0% 9.1% 9.1% 27.3% 9.1% 27.3% 18.2%

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

(単位：人、％)

調査数 母親 父親 祖母 祖父 きょうだい その他
28 2 2 6 3 13 4

100.0% 7.1% 7.1% 21.4% 10.7% 46.4% 14.3%

2 0 0 1 2 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数
高齢（６５
歳以上）

幼い

介護（食
事や身の
回りのお
世話）が
必要

認知症

身体が不
自由（身
体障が
い、視覚
障がい、
聴覚障が
いを含む）

知的障が
い

発達障が
い（知的
障がいを
除く）

こころの病
気（うつ病
など）（疑
い含む）

依存症
（お酒や
ギャンブ
ルなどを
やめられ
ず、生活
に問題を
抱えてい
る）（疑い
含む）

他選択肢
以外の病
気やけが

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

13 13 0 2 0 1 0 0 0 0 1

100.0% 100.0% 0.0% 15.4% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%

6 5 0 2 2 1 0 0 0 0 1

100.0% 83.3% 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%

16 0 11 0 0 2 3 2 0 0 1

100.0% 0.0% 68.8% 0.0% 0.0% 12.5% 18.8% 12.5% 0.0% 0.0% 6.3%

6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1

100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%

母親

父親

祖母

祖父

きょうだい

その他



 

 お世話をしている人⑥

家族にお世話が必要な人がいると回答した小学５年生（
が 10 件と
〇 家族のお世話をしているか

【学年別×

【世帯分類別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

【世帯年収別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

 

小学５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

◇ お世話は家族の誰がしていますか。
◇ あなたはその家族の方のお世話をしていますか？

（ 小５

お世話をしている人

家族にお世話が必要な人がいると回答した小学５年生（
件となっています。

家族のお世話をしているか

学年別×家族のお世話をしているか（小学５年生）】

世帯分類別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

世帯年収別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

調査数

小学５年生

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

お世話は家族の誰がしていますか。
あなたはその家族の方のお世話をしていますか？

小５ 中２ 

お世話をしている人 

家族にお世話が必要な人がいると回答した小学５年生（
なっています。 

家族のお世話をしているか

家族のお世話をしているか（小学５年生）】

世帯分類別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

世帯年収別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

 

調査数 はい
17

100.0%

調査数 はい
13

100.0%

1

100.0%

0

0.0%

調査数 はい
0

0.0%

2

100.0%

9

100.0%

3

100.0%

お世話は家族の誰がしていますか。
あなたはその家族の方のお世話をしていますか？

 高２ ） 

家族にお世話が必要な人がいると回答した小学５年生（

家族のお世話をしているか 

家族のお世話をしているか（小学５年生）】

世帯分類別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

世帯年収別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

(単位：人、％)

はい いいえ
7

41.2% 58.8%

(単位：人、％)

はい いいえ
6

46.2% 53.8%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

はい いいえ
0

0.0% 0.0%

0

0.0% 100.0%

5

55.6% 44.4%

1

33.3% 66.7%

お世話は家族の誰がしていますか。 
あなたはその家族の方のお世話をしていますか？
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家族にお世話が必要な人がいると回答した小学５年生（

家族のお世話をしているか（小学５年生）】 

 

世帯分類別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

 

世帯年収別×家族のお世話をしているか（小学５年生）

 

(単位：人、％)

10

58.8%

(単位：人、％)

7

53.8%

1

100.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

2

100.0%

4

44.4%

2

66.7%

 
あなたはその家族の方のお世話をしていますか？

家族にお世話が必要な人がいると回答した小学５年生（17 人）では、「はい」が

 

世帯分類別×家族のお世話をしているか（小学５年生）】 

世帯年収別×家族のお世話をしているか（小学５年生）】 

あなたはその家族の方のお世話をしていますか？ 

人）では、「はい」が人）では、「はい」が 7 件、「いいえ」
 

件、「いいえ」
 

件、「いいえ」
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〇 家族のお世話をしている人【複数回答】 
家族にお世話が必要な人がいると回答した中学２年生、高校２年生相当（計 24 人）では、「⺟親」

が 16 件と最も多く、次いで「父親」「自分」が 10 件、「きょうだい」が 9 件となっています。 

【学年別×家族のお世話をしている人（中２・高校２年生相当）】 

 

【世帯分類別×家族のお世話をしている人（中２・高校２年生相当）】 

 

【世帯年収別×家族のお世話をしている人（中２・高校２年生相当）】 

 

  

(単位：人、％)

調査数 母親 父親 祖母 祖父 きょうだい
しんせき
の人

自分

福祉サー
ビス（ヘル
パーなど）
を利用

その他

24 16 10 4 0 9 3 10 6 0

100.0% 66.7% 41.7% 16.7% 0.0% 37.5% 12.5% 41.7% 25.0% 0.0%

13 10 6 2 0 5 1 7 3 0

100.0% 76.9% 46.2% 15.4% 0.0% 38.5% 7.7% 53.8% 23.1% 0.0%

11 6 4 2 0 4 2 3 3 0

100.0% 54.5% 36.4% 18.2% 0.0% 36.4% 18.2% 27.3% 27.3% 0.0%

全  体

中学２年生

高校２年生相当

(単位：人、％)

調査数 母親 父親 祖母 祖父 きょうだい
しんせき
の人

自分

福祉サー
ビス（ヘル
パーなど）
を利用

その他

15 9 7 2 0 5 2 5 4 0

100.0% 60.0% 46.7% 13.3% 0.0% 33.3% 13.3% 33.3% 26.7% 0.0%

1 1 0 1 0 0 0 1 1 0

100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

(単位：人、％)

調査数 母親 父親 祖母 祖父 きょうだい
しんせき
の人

自分

福祉サー
ビス（ヘル
パーなど）
を利用

その他

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 1 0 0 0 1 0 1 0 0

100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

4 4 2 1 0 1 0 2 2 0

100.0% 100.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%

9 4 4 1 0 3 2 3 3 0

100.0% 44.4% 44.4% 11.1% 0.0% 33.3% 22.2% 33.3% 33.3% 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



 

10. お世話の状況について
 お世話の内容⑦

全体では「見守り」が

【学年別×

【世帯分類別×

【世帯年収別×

 

 

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

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ 家族のお世話について、

（ 小５

お世話の状況について
お世話の内容

全体では「見守り」が

【学年別×お世話の内容

【世帯分類別×お世話の内容

【世帯年収別×お世話の内容

調査数

家事（食
事の準備
や掃除、
洗濯）

17

100.0% 52.9%

7

100.0% 28.6%

7

100.0% 57.1%

3

100.0% 100.0%

調査数

家事（食
事の準備
や掃除、
洗濯）

11

100.0% 54.5%

1

100.0%

0

0.0%

調査数

家事（食
事の準備
や掃除、
洗濯）

0

0.0%

1

100.0% 100.0%

7

100.0% 28.6%

4

100.0% 75.0%

250～400万円未満

400～700万円未満

家族のお世話について、

小５ 中２ 

お世話の状況について 
お世話の内容【複数回答】

全体では「見守り」が 13 件で最も多くなっています。

お世話の内容】 

お世話の内容】

お世話の内容】

 

家事（食
事の準備
や掃除、
洗濯）

きょうだい
の世話や
保育所等
への送迎
など

身体的な
介護（入
浴やトイレ
のお世話
など）

9 5

52.9% 29.4%

2 1

28.6% 14.3%

4 3

57.1% 42.9%

3 1

100.0% 33.3%

家事（食
事の準備
や掃除、
洗濯）

きょうだい
の世話や
保育所等
への送迎
など

身体的な
介護（入
浴やトイレ
のお世話
など）

6 4

54.5% 36.4%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

家事（食
事の準備
や掃除、
洗濯）

きょうだい
の世話や
保育所等
への送迎
など

身体的な
介護（入
浴やトイレ
のお世話
など）

0 0

0.0% 0.0%

1 0

100.0% 0.0%

2 1

28.6% 14.3%

3 3

75.0% 75.0%

家族のお世話について、あなたがしているお世話の内容を教えてください。

 高２ ） 

【複数回答】 

件で最も多くなっています。

】 

】 

身体的な
介護（入
浴やトイレ
のお世話
など）

外出の付
き添い（買
い物、散
歩など）

1 6

5.9% 35.3%

0 3

0.0% 42.9%

1 2

14.3% 28.6%

0 1

0.0% 33.3%

身体的な
介護（入
浴やトイレ
のお世話
など）

外出の付
き添い（買
い物、散
歩など）

1 5

9.1% 45.5%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

身体的な
介護（入
浴やトイレ
のお世話
など）

外出の付
き添い（買
い物、散
歩など）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

1 3

14.3% 42.9%

0 2

0.0% 50.0%

あなたがしているお世話の内容を教えてください。
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件で最も多くなっています。

病院への
付き添い

感情面の
サポート
（ぐちを聞
く、話し相
手、遊び
相手にな
るなど）

2

11.8% 52.9%

1

14.3% 57.1%

0

0.0% 57.1%

1

33.3% 33.3%

病院への
付き添い

感情面の
サポート
（ぐちを聞
く、話し相
手、遊び
相手にな
るなど）

2

18.2% 54.5%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 0.0%

病院への
付き添い

感情面の
サポート
（ぐちを聞
く、話し相
手、遊び
相手にな
るなど）

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

1

14.3% 71.4%

1

25.0% 50.0%

あなたがしているお世話の内容を教えてください。

件で最も多くなっています。 

感情面の
サポート
（ぐちを聞
く、話し相
手、遊び
相手にな

見守り
通訳（日
本語や手
話など）

9 13

52.9% 76.5%

4 4

57.1% 57.1%

4 6

57.1% 85.7%

1 3

33.3% 100.0%

感情面の
サポート
（ぐちを聞
く、話し相
手、遊び
相手にな

見守り
通訳（日
本語や手
話など）

6 8

54.5% 72.7%

1 1

100.0% 100.0%

0 0

0.0% 0.0%

感情面の
サポート
（ぐちを聞
く、話し相
手、遊び
相手にな

見守り
通訳（日
本語や手
話など）

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 100.0%

5 5

71.4% 71.4%

2 3

50.0% 75.0%

あなたがしているお世話の内容を教えてください。

通訳（日
本語や手
話など）

金銭管理

薬の管理
（薬を小分
けにする、
薬を渡す
など）

0 0

0.0% 0.0%

0 -

0.0% -

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

通訳（日
本語や手
話など）

金銭管理

薬の管理
（薬を小分
けにする、
薬を渡す
など）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

通訳（日
本語や手
話など）

金銭管理

薬の管理
（薬を小分
けにする、
薬を渡す
など）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたがしているお世話の内容を教えてください。

薬の管理
（薬を小分
けにする、
薬を渡す
など）

医療的ケ
ア（たんの
吸引や経
管栄養の
管理など）

1 0

5.9% 0.0%

- -

- -

1 0

14.3% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

薬の管理
（薬を小分
けにする、
薬を渡す
など）

医療的ケ
ア（たんの
吸引や経
管栄養の
管理など）

0 0

0.0% 0.0%

1 0

100.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

薬の管理
（薬を小分
けにする、
薬を渡す
など）

医療的ケ
ア（たんの
吸引や経
管栄養の
管理など）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

1 0

14.3% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたがしているお世話の内容を教えてください。 

 

(単位：人、％)

家計のサ
ポート（家
計を支え
るため働
いている
など）

その他

0

0.0% 0.0%

-

- 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

家計のサ
ポート（家
計を支え
るため働
いている
など）

その他

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

家計のサ
ポート（家
計を支え
るため働
いている
など）

その他

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

 

 

 

 

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



 

 医療関係者の方々と⑧

お世話を必要としている家族
人）では、「はい」が

【学年別×

【世帯分類別×

【世帯年収別×

 

 

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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、病院の医師や看護師など、医療関係者の方々と、お世話を必要としている方のこ
とでお話ししたことがありますか。

（ 小５

医療関係者の方々と

お世話を必要としている家族
人）では、「はい」が

【学年別×医療関係者の方々と

【世帯分類別×医療関係者の方々と

【世帯年収別×医療関係者の方々と

調査数

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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、病院の医師や看護師など、医療関係者の方々と、お世話を必要としている方のこ
とでお話ししたことがありますか。

小５ 中２ 

医療関係者の方々との関わり

お世話を必要としている家族
人）では、「はい」が 1 件、「いいえ」が

医療関係者の方々と

医療関係者の方々と

医療関係者の方々と

 

調査数 はい
4

100.0%

2

100.0%

2

100.0%

調査数 はい
3

100.0%

1

100.0%

0

0.0%

調査数 はい
0

0.0%

1

100.0%

1

100.0%

2

100.0%

あなたは、病院の医師や看護師など、医療関係者の方々と、お世話を必要としている方のこ
とでお話ししたことがありますか。

 高２ ） 

の関わり 

お世話を必要としている家族がいる人のうち、
件、「いいえ」が

医療関係者の方々との関わり（中２・高校２年生相当）】

医療関係者の方々との関わり（中２・高校２年生相当）】

医療関係者の方々との関わり（中２・高校２年生相当）】

(単位：人、％)

はい いいえ
1

25.0% 75.0%

0

0.0% 100.0%

1

50.0% 50.0%

(単位：人、％)

はい いいえ
1

33.3% 66.7%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

はい いいえ
0

0.0% 0.0%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 100.0%

1

50.0% 50.0%

あなたは、病院の医師や看護師など、医療関係者の方々と、お世話を必要としている方のこ
とでお話ししたことがありますか。 
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のうち、その家族が
件、「いいえ」が 3 件となっています。

の関わり（中２・高校２年生相当）】

 

の関わり（中２・高校２年生相当）】

 

の関わり（中２・高校２年生相当）】

 

(単位：人、％)

3

75.0%

2

100.0%

1

50.0%

(単位：人、％)

2

66.7%

1

100.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

1

100.0%

1

100.0%

1

50.0%

あなたは、病院の医師や看護師など、医療関係者の方々と、お世話を必要としている方のこ
 

その家族が医療を利用していると回答した
なっています。 

の関わり（中２・高校２年生相当）】

の関わり（中２・高校２年生相当）】

の関わり（中２・高校２年生相当）】

あなたは、病院の医師や看護師など、医療関係者の方々と、お世話を必要としている方のこ

医療を利用していると回答した
 

の関わり（中２・高校２年生相当）】 

の関わり（中２・高校２年生相当）】 

の関わり（中２・高校２年生相当）】 

あなたは、病院の医師や看護師など、医療関係者の方々と、お世話を必要としている方のこ

医療を利用していると回答した

あなたは、病院の医師や看護師など、医療関係者の方々と、お世話を必要としている方のこ

 
医療を利用していると回答した人（4

あなたは、病院の医師や看護師など、医療関係者の方々と、お世話を必要としている方のこ

 
4



 

 ホームヘルパーやケアマネージャーなどと⑨

お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し
た人（

【学年別×

【世帯分類別×

【世帯年収別×

 

 

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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、ホームヘルパーやケアマネージャーなどと、お世話を必要としている方のことで
お話ししたことがありますか。

（ 小５

ホームヘルパーやケアマネージャーなどと

お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し
た人（3 人）では、

【学年別×ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

【世帯分類別×ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

【世帯年収別×ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

調査数

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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、ホームヘルパーやケアマネージャーなどと、お世話を必要としている方のことで
お話ししたことがありますか。

小５ 中２ 

ホームヘルパーやケアマネージャーなどと

お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し
人）では、「はい」が

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

 

調査数 はい
3

100.0%

2

100.0%

1

100.0% 100.0%

調査数 はい
1

100.0% 100.0%

1

100.0%

0

0.0%

調査数 はい
0

0.0%

0

0.0%

1

100.0%

1

100.0% 100.0%

あなたは、ホームヘルパーやケアマネージャーなどと、お世話を必要としている方のことで
お話ししたことがありますか。

 高２ ） 

ホームヘルパーやケアマネージャーなどと

お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し
「はい」が 2 件、「いいえ」が

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

(単位：人、％)

はい いいえ
2

66.7% 33.3%

1

50.0% 50.0%

1

100.0% 0.0%

(単位：人、％)

はい いいえ
1

100.0% 0.0%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

はい いいえ
0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 100.0%

1

100.0% 0.0%

あなたは、ホームヘルパーやケアマネージャーなどと、お世話を必要としている方のことで
お話ししたことがありますか。 
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ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し
件、「いいえ」が 1 件と

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

 

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

 

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり

 

(単位：人、％)

1

33.3%

1

50.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

1

100.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

1

100.0%

0

0.0%

あなたは、ホームヘルパーやケアマネージャーなどと、お世話を必要としている方のことで

の関わり 

お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し
件となっています。

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり（中２・高校２年生相当）】

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり（中２・高校２年生相当）】

ホームヘルパーやケアマネージャーなどとの関わり（中２・高校２年生相当）】

あなたは、ホームヘルパーやケアマネージャーなどと、お世話を必要としている方のことで

お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し
なっています。 

（中２・高校２年生相当）】

（中２・高校２年生相当）】

（中２・高校２年生相当）】

あなたは、ホームヘルパーやケアマネージャーなどと、お世話を必要としている方のことで

お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し

（中２・高校２年生相当）】 

（中２・高校２年生相当）】

（中２・高校２年生相当）】

あなたは、ホームヘルパーやケアマネージャーなどと、お世話を必要としている方のことで

 
お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し

 

（中２・高校２年生相当）】 

（中２・高校２年生相当）】 

あなたは、ホームヘルパーやケアマネージャーなどと、お世話を必要としている方のことで

 
お世話を必要としている家族がいる人のうち、その家族が福祉サービスを利用していると回答し



 

 お世話の日数⑩

「ほぼ毎日」が

【学年別×

【世帯分類別×

【世帯年収別×

 

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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

◇ あなたがお世話をしている日数を教えてください。

（ 小５

お世話の日数 

「ほぼ毎日」が

【学年別×お世話の日数

【世帯分類別×お世話の日数

【世帯年収別×お世話の日数

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

あなたがお世話をしている日数を教えてください。

小５ 中２ 

 

「ほぼ毎日」が 9 件と最も多く

お世話の日数】 

お世話の日数】

お世話の日数】

 

調査数 ほぼ毎日

17

100.0%

7

100.0%

7

100.0%

3

100.0%

調査数 ほぼ毎日

11

100.0%

1

100.0% 100.0%

0

0.0%

調査数 ほぼ毎日

0

0.0%

1

100.0%

7

100.0%

4

100.0%

あなたがお世話をしている日数を教えてください。

 高２ ） 

件と最も多くなっています。

】 

】 

ほぼ毎日
週に３～５
日

9

52.9% 23.5%

2

28.6% 42.9%

6

85.7% 0.0%

1

33.3% 33.3%

ほぼ毎日
週に３～５
日

3

27.3% 36.4%

1

100.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

ほぼ毎日
週に３～５
日

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

2

28.6% 42.9%

2

50.0% 25.0%

あなたがお世話をしている日数を教えてください。
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なっています。 

週に３～５ 週に１～２
日

4 0

23.5% 0.0%

3 0

42.9% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

1 0

33.3% 0.0%

週に３～５ 週に１～２
日

4 0

36.4% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

週に３～５ 週に１～２
日

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

3 0

42.9% 0.0%

1 0

25.0% 0.0%

あなたがお世話をしている日数を教えてください。

(単位：人、％)

１か月に
数日

その他

3

17.6%

2

28.6%

0

0.0%

1

33.3%

(単位：人、％)

１か月に
数日

その他

3

27.3%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

１か月に
数日

その他

0

0.0%

1

100.0%

2

28.6%

0

0.0%

あなたがお世話をしている日数を教えてください。 

 

 

 

(単位：人、％)

その他

1

5.9%

0

0.0%

1

14.3%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他

1

9.1%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

25.0%

  



 

 平日のお世話の時間⑪

「日によってずいぶんちがう」が

【学年別×

【世帯分類別×

【世帯年収別×

 

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

両親世帯

母子世帯

父子世帯

700万円以上

400～700万円未満

0～250万円未満

250～400万円未満

◇ あなたは、平日にお世話はどれくらいしていますか。

（ 小５

平日のお世話の時間

「日によってずいぶんちがう」が

【学年別×平日のお世話の時間

【世帯分類別×平日のお世話の時間

【世帯年収別×平日のお世話の時間

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

700万円以上

400～700万円未満

0～250万円未満

250～400万円未満

あなたは、平日にお世話はどれくらいしていますか。

小５ 中２ 

平日のお世話の時間 

「日によってずいぶんちがう」が

平日のお世話の時間

平日のお世話の時間

平日のお世話の時間

 

調査数
１日〇時
間程度

17

100.0%

7

100.0%

7

100.0%

3

100.0%

調査数
１日〇時
間程度

11

100.0%

1

100.0%

0

0.0%

調査数
１日〇時
間程度

0

0.0%

1

100.0%

7

100.0%

4

100.0%

あなたは、平日にお世話はどれくらいしていますか。

 高２ ） 

「日によってずいぶんちがう」が 9 件と

平日のお世話の時間】 

平日のお世話の時間】 

平日のお世話の時間】 

１日〇時
間程度

わからな
い

0

0.0% 47.1%

0

0.0% 71.4%

0

0.0% 28.6%

0

0.0% 33.3%

１日〇時
間程度

わからな
い

0

0.0% 45.5%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

１日〇時
間程度

わからな
い

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 71.4%

0

0.0% 0.0%

あなたは、平日にお世話はどれくらいしていますか。
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件となっています。

 

 

(単位：人、％)

わからな
日によっ
てずいぶ
んちがう

8 9

47.1% 52.9%

5 2

71.4% 28.6%

2 5

28.6% 71.4%

1 2

33.3% 66.7%

(単位：人、％)

わからな
日によっ
てずいぶ
んちがう

5 6

45.5% 54.5%

0 1

0.0% 100.0%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

わからな
日によっ
てずいぶ
んちがう

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 100.0%

5 2

71.4% 28.6%

0 4

0.0% 100.0%

あなたは、平日にお世話はどれくらいしていますか。

なっています。 

 

 

 

あなたは、平日にお世話はどれくらいしていますか。 

  



 

 休日のお世話の時間⑫

「日によってずいぶんちがう」が

【学年別×

【世帯分類別×

【世帯年収別×

 

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

父子世帯

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

◇ あなたは、休日にお世話はどれくらいしていますか。

（ 小５

休日のお世話の時間

「日によってずいぶんちがう」が

【学年別×休日のお世話の時間

【世帯分類別×休日のお世話の時間

【世帯年収別×休日のお世話の時間

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

父子世帯

両親世帯

母子世帯

調査数

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、休日にお世話はどれくらいしていますか。

小５ 中２ 

休日のお世話の時間 

「日によってずいぶんちがう」が

休日のお世話の時間

休日のお世話の時間

休日のお世話の時間

 

調査数
１日〇時
間程度

17

100.0%

7

100.0%

7

100.0%

3

100.0%

調査数
１日〇時
間程度

11

100.0%

1

100.0%

0

0.0%

調査数
１日〇時
間程度

0

0.0%

1

100.0%

7

100.0%

4

100.0%

あなたは、休日にお世話はどれくらいしていますか。

 高２ ） 

「日によってずいぶんちがう」が 9 件と

休日のお世話の時間】 

休日のお世話の時間】 

休日のお世話の時間】 

１日〇時
間程度

わからな
い

0

0.0% 47.1%

0

0.0% 57.1%

0

0.0% 42.9%

0

0.0% 33.3%

１日〇時
間程度

わからな
い

0

0.0% 54.5%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

１日〇時
間程度

わからな
い

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 71.4%

0

0.0% 25.0%

あなたは、休日にお世話はどれくらいしていますか。
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件となっています。

 

 

(単位：人、％)

わからな
日によっ
てずいぶ
んちがう

8 9

47.1% 52.9%

4 3

57.1% 42.9%

3 4

42.9% 57.1%

1 2

33.3% 66.7%

(単位：人、％)

わからな
日によっ
てずいぶ
んちがう

6 5

54.5% 45.5%

0 1

0.0% 100.0%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

わからな
日によっ
てずいぶ
んちがう

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 100.0%

5 2

71.4% 28.6%

1 3

25.0% 75.0%

あなたは、休日にお世話はどれくらいしていますか。

なっています。 

 

 

 

あなたは、休日にお世話はどれくらいしていますか。 

  



 

11. 回答者が感じていることについて
 お世話の影響⑬

「上記に当てはまるようなことはほとんどない」が
間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご
せる場所がない」がそれぞれ１件ずつとなっています。

【学年別×お世話の影響】

【世帯分類別×お世話の影響】

【世帯年収別×お世話の影響】

 

 

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

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

（ 小５

回答者が感じていることについて
お世話の影響

「上記に当てはまるようなことはほとんどない」が
間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご
せる場所がない」がそれぞれ１件ずつとなっています。

【学年別×お世話の影響】

【世帯分類別×お世話の影響】

【世帯年収別×お世話の影響】

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

100.0%

100.0%

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

100.0%

100.0%

100.0%

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、お世話をしていることで、次のようなことはありますか

小５ 中２ 

回答者が感じていることについて
お世話の影響【複数回答】

「上記に当てはまるようなことはほとんどない」が
間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご
せる場所がない」がそれぞれ１件ずつとなっています。

【学年別×お世話の影響】 

【世帯分類別×お世話の影響】

【世帯年収別×お世話の影響】

 

調査数
学校に行
けないこ
とがある

学校を遅
刻・早退し
てしまう

17 0

100.0% 0.0%

7 0

100.0% 0.0%

7 0

100.0% 0.0%

3 0

100.0% 0.0%

調査数
学校に行
けないこ
とがある

学校を遅
刻・早退し
てしまう

11 0

100.0% 0.0%

1 0

100.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

調査数
学校に行
けないこ
とがある

学校を遅
刻・早退し
てしまう

0 0

0.0% 0.0%

1 0

100.0% 0.0%

7 0

100.0% 0.0%

4 0

100.0% 0.0%

は、お世話をしていることで、次のようなことはありますか

 高２ ） 

回答者が感じていることについて 
【複数回答】 

「上記に当てはまるようなことはほとんどない」が
間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご
せる場所がない」がそれぞれ１件ずつとなっています。

【世帯分類別×お世話の影響】 

【世帯年収別×お世話の影響】 

学校を遅
刻・早退し
てしまう

勉強する
時間が取
れない

0

0.0% 5.9%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 14.3%

0

0.0% 0.0%

学校を遅
刻・早退し
てしまう

勉強する
時間が取
れない

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

学校を遅
刻・早退し
てしまう

勉強する
時間が取
れない

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

は、お世話をしていることで、次のようなことはありますか
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「上記に当てはまるようなことはほとんどない」が
間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご
せる場所がない」がそれぞれ１件ずつとなっています。

勉強する
時間が取

睡眠が十
分に取れ
ない

友人と遊
べないこと
がある

1 1

5.9% 5.9%

0 0

0.0% 0.0%

1 0

14.3% 0.0%

0 1

0.0% 33.3%

勉強する
時間が取

睡眠が十
分に取れ
ない

友人と遊
べないこと
がある

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

勉強する
時間が取

睡眠が十
分に取れ
ない

友人と遊
べないこと
がある

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

は、お世話をしていることで、次のようなことはありますか

「上記に当てはまるようなことはほとんどない」が 14 件となっています。その他、「勉強する時
間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご
せる場所がない」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

友人と遊
べないこと
がある

部活や習
い事が思
うようにで
きない

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

友人と遊
べないこと
がある

部活や習
い事が思
うようにで
きない

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

友人と遊
べないこと
がある

部活や習
い事が思
うようにで
きない

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

は、お世話をしていることで、次のようなことはありますか

件となっています。その他、「勉強する時
間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご

自分の自
由になる
時間が取
れない

自分が自
由に過ご
せる場所
がない

1

5.9%

1

14.3%

0

0.0%

0

0.0% 33.3%

自分の自
由になる
時間が取
れない

自分が自
由に過ご
せる場所
がない

1

9.1%

0

0.0%

0

0.0%

自分の自
由になる
時間が取
れない

自分が自
由に過ご
せる場所
がない

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

25.0%

は、お世話をしていることで、次のようなことはありますか。 

件となっています。その他、「勉強する時
間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご

自分が自
由に過ご
せる場所
がない

学校のこ
とをどうで
もいいと思
うことがあ
る

その他

1 0

5.9% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

1 0

33.3% 0.0%

自分が自
由に過ご
せる場所
がない

学校のこ
とをどうで
もいいと思
うことがあ
る

その他

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

自分が自
由に過ご
せる場所
がない

学校のこ
とをどうで
もいいと思
うことがあ
る

その他

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

 

 
件となっています。その他、「勉強する時

間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご

(単位：人、％)

その他

上記に当
てはまるよ
うなことは
ほとんどな
い

0 14

0.0% 82.4%

0

0.0% 85.7%

0

0.0% 85.7%

0

0.0% 66.7%

(単位：人、％)

その他

上記に当
てはまるよ
うなことは
ほとんどな
い

0 10

0.0% 90.9%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

その他

上記に当
てはまるよ
うなことは
ほとんどな
い

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 75.0%

 
件となっています。その他、「勉強する時

間が取れない」「睡眠が十分に取れない」「自分の自由になる時間が取れない」「自分が自由に過ご

 

 

 

(単位：人、％)

上記に当
てはまるよ
うなことは
ほとんどな

14

82.4%

6

85.7%

6

85.7%

2

66.7%

(単位：人、％)

上記に当
てはまるよ
うなことは
ほとんどな

10

90.9%

1

100.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

上記に当
てはまるよ
うなことは
ほとんどな

0

0.0%

1

100.0%

7

100.0%

3

75.0%



 

 辛いこと⑭

「特に何も感じていない
る」が

【学年別×辛いこと】

【世帯分類別×辛いこと】

【世帯年収別×辛いこと】

 

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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、お世話をすることについて、次のようなことを感じていますか。

（ 小５

辛いこと【複数回答】

特に何も感じていない
」が 3 件となっています。

【学年別×辛いこと】

【世帯分類別×辛いこと】

【世帯年収別×辛いこと】

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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、お世話をすることについて、次のようなことを感じていますか。

小５ 中２ 

【複数回答】 

特に何も感じていない」が
件となっています。 

【学年別×辛いこと】 

【世帯分類別×辛いこと】 

【世帯年収別×辛いこと】 

 

調査数
身体的に
つらい

17

100.0%

7

100.0%

7

100.0%

3

100.0%

調査数
身体的に
つらい

11

100.0%

1

100.0%

0

0.0%

調査数
身体的に
つらい

0

0.0%

1

100.0%

7

100.0%

4

100.0%

あなたは、お世話をすることについて、次のようなことを感じていますか。

 高２ ） 

」が 8 件で最も多く、次いで「
 

身体的に
つらい

精神的に
つらい

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

身体的に
つらい

精神的に
つらい

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

身体的に
つらい

精神的に
つらい

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話をすることについて、次のようなことを感じていますか。

 

95 

件で最も多く、次いで「

精神的に 時間的余
裕がない

やりがいを
感じている

0 2

0.0% 11.8%

0 1

0.0% 14.3%

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 33.3%

精神的に 時間的余
裕がない

0 2

0.0% 18.2%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

精神的に 時間的余
裕がない

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 2

0.0% 50.0%

あなたは、お世話をすることについて、次のようなことを感じていますか。

件で最も多く、次いで「楽しい

やりがいを
感じている

楽しい

3

17.6%

2

28.6%

0

0.0%

1

33.3%

やりがいを
感じている

楽しい

3

27.3%

0

0.0%

0

0.0%

やりがいを
感じている

楽しい

0

0.0%

0

0.0%

2

28.6%

1

25.0%

あなたは、お世話をすることについて、次のようなことを感じていますか。

楽しい」が 4 件、「

楽しい
充実して
いる

4

23.5% 11.8%

1

14.3% 14.3%

3

42.9% 14.3%

0

0.0% 0.0%

楽しい
充実して
いる

3

27.3% 18.2%

0

0.0%

0

0.0%

楽しい
充実して
いる

0

0.0%

0

0.0%

1

14.3% 14.3%

2

50.0% 25.0%

あなたは、お世話をすることについて、次のようなことを感じていますか。

件、「やりがいを感じてい

(単位：人、％)

充実して
特に何も
感じてい
ない

2 8

11.8% 47.1%

1 3

14.3% 42.9%

1 3

14.3% 42.9%

0 2

0.0% 66.7%

(単位：人、％)

充実して
特に何も
感じてい
ない

2 4

18.2% 36.4%

0 1

0.0% 100.0%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

充実して
特に何も
感じてい
ない

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 100.0%

1 4

14.3% 57.1%

1 0

25.0% 0.0%

あなたは、お世話をすることについて、次のようなことを感じていますか。 

 
やりがいを感じてい

 

 

 

(単位：人、％)

その他

1

5.9%

0

0.0%

1

14.3%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他

4 0

36.4% 0.0%

1 0

100.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

その他

0 0

0.0% 0.0%

1 0

100.0% 0.0%

4 0

57.1% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

 
やりがいを感じてい

 

 



 

 お世話の悩み⑮

「ある」が

【学年別×お世話の悩み】

【世帯分類別×お世話の悩み】

【世帯年収別×お世話の悩み】

 

 

 

 

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

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、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰かに相談したことはあ
りますか。

（ 小５

お世話の悩み 

「ある」が 2 件、「ない」が

【学年別×お世話の悩み】

【世帯分類別×お世話の悩み】

【世帯年収別×お世話の悩み】

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

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、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰かに相談したことはあ
りますか。 

小５ 中２ 

 

件、「ない」が

【学年別×お世話の悩み】 

【世帯分類別×お世話の悩み】

【世帯年収別×お世話の悩み】

 

調査数 ある
17

100.0%

7

100.0%

7

100.0%

3

100.0%

調査数 ある
11

100.0%

1

100.0%

0

0.0%

調査数 ある
0

0.0%

1

100.0%

7

100.0%

4

100.0%

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰かに相談したことはあ

 高２ ） 

件、「ない」が 15 件となっています。

【世帯分類別×お世話の悩み】 

【世帯年収別×お世話の悩み】 

(単位：人、％)

ない
2

11.8% 88.2%

0

0.0% 100.0%

2

28.6% 71.4%

0

0.0% 100.0%

(単位：人、％)

ある ない
1

9.1% 90.9%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

ない
0

0.0% 0.0%

0

0.0% 100.0%

0

0.0% 100.0%

1

25.0% 75.0%

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰かに相談したことはあ
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なっています。

 

 

 

(単位：人、％)

15

88.2%

7

100.0%

5

71.4%

3

100.0%

(単位：人、％)

10

90.9%

1

100.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

1

100.0%

7

100.0%

3

75.0%

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰かに相談したことはあ

なっています。 

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰かに相談したことはああなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰かに相談したことはああなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰かに相談したことはあ

 

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰かに相談したことはあ

 



 

 お世話の悩みを話す人⑯

「家族（父、⺟、祖父、祖⺟、きょうだい）

【学年別×お世話の悩みを話す人】

【世帯分類別×お世話の悩みを話す人】

【世帯年収別×お世話の悩みを話す人】

 

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰

（ 小５

お世話の悩みを話す人

家族（父、⺟、祖父、祖⺟、きょうだい）

【学年別×お世話の悩みを話す人】

【世帯分類別×お世話の悩みを話す人】

【世帯年収別×お世話の悩みを話す人】

調査数

家族（父、
母、祖
父、祖
母、きょう
だい）

2

100.0% 100.0%

0

0.0% 0.0%

2

100.0% 100.0%

0

0.0% 0.0%

調査数

家族（父、
母、祖
父、祖
母、きょう
だい）

1

100.0% 100.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

調査数

家族（父、
母、祖
父、祖
母、きょう
だい）

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

1

100.0% 100.0%

250～400万円未満

400～700万円未満

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰

小５ 中２ 

お世話の悩みを話す人【複数回答】

家族（父、⺟、祖父、祖⺟、きょうだい）

【学年別×お世話の悩みを話す人】

【世帯分類別×お世話の悩みを話す人】

【世帯年収別×お世話の悩みを話す人】

 

家族（父、

母、きょう

しんせき
の人（お
じ、おばな
ど）

友人

2 0

100.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

2 0

100.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

家族（父、

母、きょう

しんせき
の人（お
じ、おばな
ど）

友人

1 0

100.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

家族（父、

母、きょう

しんせき
の人（お
じ、おばな
ど）

友人

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

1 0

100.0% 0.0%

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰

 高２ ） 

【複数回答】 

家族（父、⺟、祖父、祖⺟、きょうだい）

【学年別×お世話の悩みを話す人】 

【世帯分類別×お世話の悩みを話す人】 

【世帯年収別×お世話の悩みを話す人】 

学校の先
生（保健
室の先生
以外）

保健室の
先生

1 0

50.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

1 0

50.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

学校の先
生（保健
室の先生
以外）

保健室の
先生

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

学校の先
生（保健
室の先生
以外）

保健室の
先生

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰
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家族（父、⺟、祖父、祖⺟、きょうだい）」が 2

保健室の
先生

スクール
ソーシャ
ルワー
カーやス
クールカウ
ンセラー

相談窓口
（電話）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

保健室の
先生

スクール
ソーシャ
ルワー
カーやス
クールカウ
ンセラー

相談窓口
（電話）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

保健室の
先生

スクール
ソーシャ
ルワー
カーやス
クールカウ
ンセラー

相談窓口
（電話）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰

2 件、「友人」が

相談窓口
（電話）

相談窓口
（ＳＮＳ、
メール）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

相談窓口
（電話）

相談窓口
（ＳＮＳ、
メール）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

相談窓口
（電話）

相談窓口
（ＳＮＳ、
メール）

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰

件、「友人」が 1 件となっています。

医師や看
護師、そ
の他病院
の人

ヘルパー
やケアマ
ネー
ジャー、福
祉サービ
スの人

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

医師や看
護師、そ
の他病院
の人

ヘルパー
やケアマ
ネー
ジャー、福
祉サービ
スの人

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

医師や看
護師、そ
の他病院
の人

ヘルパー
やケアマ
ネー
ジャー、福
祉サービ
スの人

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

あなたは、お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを誰に話していますか。

なっています。

ヘルパー
やケアマ

ジャー、福
祉サービ

役所や保
健セン
ターの人

近所の人

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

ヘルパー
やケアマ

ジャー、福
祉サービ

役所や保
健セン
ターの人

近所の人

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

ヘルパー
やケアマ

ジャー、福
祉サービ

役所や保
健セン
ターの人

近所の人

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

に話していますか。

 
なっています。 

(単位：人、％)

近所の人
ＳＮＳ上で
の知り合
い

その他

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

近所の人
ＳＮＳ上で
の知り合
い

その他

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

近所の人
ＳＮＳ上で
の知り合
い

その他

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

に話していますか。 

 

 

 

 

(単位：人、％)

その他

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

その他

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



 

 相談していない理由⑰

「誰かに相談するほどの悩みではない
うな悩みではない

【学年別×相談していない理由】

【世帯分類別×相談していない理由】

【世帯年収別×相談していない理由】

 

 

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

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

◇ お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを相談していない理由を教えてくださ
い。

（ 小５

相談していない理由

誰かに相談するほどの悩みではない
うな悩みではない

【学年別×相談していない理由】

【世帯分類別×相談していない理由】

【世帯年収別×相談していない理由】

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

調査数

0～250万円未満

250～400万円未満

400～700万円未満

700万円以上

お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを相談していない理由を教えてくださ
い。 

小５ 中２ 

相談していない理由【複数回答】

誰かに相談するほどの悩みではない
うな悩みではない」が 4 件となっています。

【学年別×相談していない理由】

【世帯分類別×相談していない理由】

【世帯年収別×相談していない理由】

 

調査数

誰かに相
談するほ
どの悩み
ではない

15 12

100.0% 80.0%

7 5

100.0% 71.4%

5 4

100.0% 80.0%

3 3

100.0% 100.0%

調査数

誰かに相
談するほ
どの悩み
ではない

10 8

100.0% 80.0%

1 0

100.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

調査数

誰かに相
談するほ
どの悩み
ではない

0 0

0.0% 0.0%

1 1

100.0% 100.0%

7 4

100.0% 57.1%

3 3

100.0% 100.0%

お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを相談していない理由を教えてくださ

 高２ ） 

【複数回答】 

誰かに相談するほどの悩みではない」が
なっています。

【学年別×相談していない理由】 

【世帯分類別×相談していない理由】 

【世帯年収別×相談していない理由】 

誰かに相
家族外の
人に相談
するような
悩みでは
ない

誰に相談
するのが
よいかわ
からない

12 4

80.0% 26.7%

5 1

71.4% 14.3%

4 2

80.0% 40.0%

3 1

100.0% 33.3%

誰かに相
家族外の
人に相談
するような
悩みでは
ない

誰に相談
するのが
よいかわ
からない

8 2

80.0% 20.0%

0 1

0.0% 100.0%

0 0

0.0% 0.0%

誰かに相
家族外の
人に相談
するような
悩みでは
ない

誰に相談
するのが
よいかわ
からない

0 0

0.0% 0.0%

1 0

100.0% 0.0%

4 2

57.1% 28.6%

3 1

100.0% 33.3%

お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを相談していない理由を教えてくださ
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」が 12 件で最も多く、次いで「
なっています。 

誰に相談
するのが
よいかわ
からない

相談でき
る人が身
近にいな
い

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

誰に相談
するのが
よいかわ
からない

相談でき
る人が身
近にいな
い

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

誰に相談
するのが
よいかわ
からない

相談でき
る人が身
近にいな
い

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを相談していない理由を教えてくださ

件で最も多く、次いで「

家族のこ
とのため、
話しにくい

家族のこ
とを知られ
たくない

0 1

0.0% 6.7%

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 20.0%

0 0

0.0% 0.0%

家族のこ
とのため、
話しにくい

家族のこ
とを知られ
たくない

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 100.0%

0 0

0.0% 0.0%

家族のこ
とのため、
話しにくい

家族のこ
とを知られ
たくない

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 14.3%

0 0

0.0% 0.0%

お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを相談していない理由を教えてくださ

件で最も多く、次いで「家族外の人に相談するよ

家族のこ
とを知られ
たくない

家族に対
して偏見
を持たれ
たくない

1

6.7% 0.0%

1

14.3% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

家族のこ
とを知られ
たくない

家族に対
して偏見
を持たれ
たくない

1

10.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

家族のこ
とを知られ
たくない

家族に対
して偏見
を持たれ
たくない

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

1

14.3% 0.0%

0

0.0% 0.0%

お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを相談していない理由を教えてくださ

家族外の人に相談するよ

家族に対
して偏見
を持たれ

相談して
も状況が
変わるとは
思わない

相談した
相手を困
らせたくな
い

0 1

0.0% 6.7%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 33.3%

家族に対
して偏見
を持たれ

相談して
も状況が
変わるとは
思わない

相談した
相手を困
らせたくな
い

0 1

0.0% 10.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

家族に対
して偏見
を持たれ

相談して
も状況が
変わるとは
思わない

相談した
相手を困
らせたくな
い

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 33.3%

お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを相談していない理由を教えてくださ

 
家族外の人に相談するよ

(単位：人、％)

相談した
相手を困
らせたくな

その他

1

6.7% 0.0%

1

14.3% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

相談した
相手を困
らせたくな

その他

1

10.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

(単位：人、％)

相談した
相手を困
らせたくな

その他

0

0.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

1

14.3% 0.0%

0

0.0% 0.0%

お世話を必要としている家族のことや、お世話の悩みを相談していない理由を教えてくださ

 
家族外の人に相談するよ

 

 

 

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



 

 ⼤人にサポートしてほしいこと⑱

「特にない」が

【学年別×⼤人にサポートしてほしいこと】

【世帯分類別×⼤人にサポートしてほしいこと】

 

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたは、お世話をしていることに関して、学校の先生や周りの⼤人にしてほしいことはあ
りますか。

（ 小５

⼤人にサポートしてほしいこと

「特にない」が

【学年別×⼤人にサポートしてほしいこと】

【世帯分類別×⼤人にサポートしてほしいこと】

調査数

自分のい
まの状況
について
話を聞い
てほしい

17

100.0% 0.0%

7

100.0% 0.0%

7

100.0% 0.0%

3

100.0% 0.0%

調査数

自分のい
まの状況
について
話を聞い
てほしい

11

100.0% 0.0%

1

100.0% 0.0%

0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話をしていることに関して、学校の先生や周りの⼤人にしてほしいことはあ
りますか。 

小５ 中２ 

⼤人にサポートしてほしいこと

「特にない」が 13 件となっています。

【学年別×⼤人にサポートしてほしいこと】

【世帯分類別×⼤人にサポートしてほしいこと】

 

自分のい
まの状況
について
話を聞い
てほしい

家族のお
世話につ
いて相談
にのって
ほしい

家族の病
気や障が
い、お世
話の仕方
などにつ
いてわかり
やすく説
明してほし
い

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

自分のい
まの状況
について
話を聞い
てほしい

家族のお
世話につ
いて相談
にのって
ほしい

家族の病
気や障が
い、お世
話の仕方
などにつ
いてわかり
やすく説
明してほし
い

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話をしていることに関して、学校の先生や周りの⼤人にしてほしいことはあ

 高２ ） 

⼤人にサポートしてほしいこと【複数回答】

なっています。

【学年別×⼤人にサポートしてほしいこと】

【世帯分類別×⼤人にサポートしてほしいこと】

家族の病
気や障が
い、お世
話の仕方
などにつ
いてわかり
やすく説
明してほし

家族での
相談や、
話し合い
のときに
いっしょに
参加して
ほしい

自分が
行ってい
るお世話
のすべて
を代わっ
てくれる人
やサービ
ス（いろい
ろな支援）
がほしい

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

家族の病
気や障が
い、お世
話の仕方
などにつ
いてわかり
やすく説
明してほし

家族での
相談や、
話し合い
のときに
いっしょに
参加して
ほしい

自分が
行ってい
るお世話
のすべて
を代わっ
てくれる人
やサービ
ス（いろい
ろな支援）
がほしい

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話をしていることに関して、学校の先生や周りの⼤人にしてほしいことはあ
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【複数回答】 

なっています。 

【学年別×⼤人にサポートしてほしいこと】 

【世帯分類別×⼤人にサポートしてほしいこと】 

自分が
行ってい
るお世話
のすべて
を代わっ
てくれる人
やサービ
ス（いろい
ろな支援）
がほしい

自分が
行ってい
るお世話
の一部を
代わってく
れる人や
サービス
（いろいろ
な支援）が
ほしい

自由に使
える時間
がほしい

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

自分が
行ってい
るお世話
のすべて
を代わっ
てくれる人
やサービ
ス（いろい
ろな支援）
がほしい

自分が
行ってい
るお世話
の一部を
代わってく
れる人や
サービス
（いろいろ
な支援）が
ほしい

自由に使
える時間
がほしい

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話をしていることに関して、学校の先生や周りの⼤人にしてほしいことはあ

自由に使
える時間
がほしい

自分の自
由に過ご
せる場所
がほしい

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

自由に使
える時間
がほしい

自分の自
由に過ご
せる場所
がほしい

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話をしていることに関して、学校の先生や周りの⼤人にしてほしいことはあ

進路や就
職など将
来の相談
にのって
ほしい

学校の勉
強や受験
勉強など
学習のサ
ポート

0 0

0.0% 0.0% 5.9%

0 0

0.0% 0.0% 14.3%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

進路や就
職など将
来の相談
にのって
ほしい

学校の勉
強や受験
勉強など
学習のサ
ポート

0 0

0.0% 0.0% 9.1%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0% 0.0%

あなたは、お世話をしていることに関して、学校の先生や周りの⼤人にしてほしいことはあ

学校の勉
強や受験
勉強など
学習のサ

家庭への
金銭面で
の支援

その他

1 1

5.9% 5.9%

1 0

14.3% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 1

0.0% 33.3% 33.3%

学校の勉
強や受験
勉強など
学習のサ

家庭への
金銭面で
の支援

その他

1 0

9.1% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話をしていることに関して、学校の先生や周りの⼤人にしてほしいことはあ

 

(単位：人、％)

その他 特にない
わからな
い

1 13

5.9% 76.5%

0 5

0.0% 71.4%

0 7

0.0% 100.0%

1 1

33.3% 33.3%

(単位：人、％)

その他 特にない
わからな
い

1 8

9.1% 72.7%

0 1

0.0% 100.0%

0 0

0.0% 0.0%

あなたは、お世話をしていることに関して、学校の先生や周りの⼤人にしてほしいことはあ

 

 

 

(単位：人、％)

わからな

1

5.9%

1

14.3%

0

0.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

わからな

1

9.1%

0

0.0%

0

0.0%



 

 悩みごと⑲

「進路のこと」が約６割で最も高く、次いで「
てないこと

【学年別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

【世帯分類別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

【世帯年収別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

 

 

中学２年生

高校２年生相当

全  体

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、悩んだり困っていることはありますか。

（ 小５

悩みごと【複数回答】

「進路のこと」が約６割で最も高く、次いで「
てないこと」が３割程度と

【学年別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

【世帯分類別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

【世帯年収別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

調査数
友人との
関係のこ
と

320 92

100.0% 28.8%

194 54

100.0% 27.8%

126 38

100.0% 30.2%

調査数
友人との
関係のこ
と

188 56

100.0% 29.8%

24 6

100.0% 25.0%

4 3

100.0% 75.0%

調査数
友人との
関係のこ
と

12 3

100.0% 25.0%

24 5

100.0% 20.8%

89 32

100.0% 36.0%

94 27

100.0% 28.7%

現在、悩んだり困っていることはありますか。

小５ 中２ 

【複数回答】 

「進路のこと」が約６割で最も高く、次いで「
」が３割程度となっています。

【学年別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

【世帯分類別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

【世帯年収別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

 

関係のこ
学業成績
のこと

進路のこ
と

92 167 188

28.8% 52.2% 58.8%

54 104 108

27.8% 53.6% 55.7%

38 63 80

30.2% 50.0% 63.5%

関係のこ
学業成績
のこと

進路のこ
と

56 97 111

29.8% 51.6% 59.0%

6 12 14

25.0% 50.0% 58.3%

3 3

75.0% 75.0% 100.0%

関係のこ
学業成績
のこと

進路のこ
と

3 6

25.0% 50.0% 58.3%

5 7 14

20.8% 29.2% 58.3%

32 52 53

36.0% 58.4% 59.6%

27 48 57

28.7% 51.1% 60.6%

現在、悩んだり困っていることはありますか。

 高２ ） 

「進路のこと」が約６割で最も高く、次いで「
なっています。

【学年別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

【世帯分類別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

【世帯年収別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】

進路のこ 部活動の
こと

学費（授
業料）など
学校生活
に必要な
お金のこ
と

188 62

58.8% 19.4% 9.1%

108 38

55.7% 19.6% 4.6%

80 24

63.5% 19.0% 15.9%

進路のこ 部活動の
こと

学費（授
業料）など
学校生活
に必要な
お金のこ
と

111 42

59.0% 22.3% 10.1%

14 3

58.3% 12.5% 16.7%

4 2

100.0% 50.0% 0.0%

進路のこ 部活動の
こと

学費（授
業料）など
学校生活
に必要な
お金のこ
と

7 1

58.3% 8.3% 33.3%

14 0

58.3% 0.0% 12.5%

53 27

59.6% 30.3% 10.1%

57 21

60.6% 22.3% 7.4%

現在、悩んだり困っていることはありますか。
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「進路のこと」が約６割で最も高く、次いで「学業成績のこと
なっています。 

【学年別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】 

【世帯分類別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】 

【世帯年収別×悩みごと（中２・高校２年生相当）】 

学費（授
業料）など
学校生活
に必要な
お金のこ

塾（通信
教育やオ
ンライン授
業を含む）
や習い事
ができな
いこと

家庭の経
済的状況
のこと

29 5

9.1% 1.6% 7.8%

9 2

4.6% 1.0% 3.1%

20 3

15.9% 2.4% 15.1%

学費（授
業料）など
学校生活
に必要な
お金のこ

塾（通信
教育やオ
ンライン授
業を含む）
や習い事
ができな
いこと

家庭の経
済的状況
のこと

19 1

10.1% 0.5% 7.4%

4 1

16.7% 4.2% 12.5%

0 1

0.0% 25.0% 50.0%

学費（授
業料）など
学校生活
に必要な
お金のこ

塾（通信
教育やオ
ンライン授
業を含む）
や習い事
ができな
いこと

家庭の経
済的状況
のこと

4 1

33.3% 8.3% 33.3%

3 0

12.5% 0.0% 16.7%

9 2

10.1% 2.2% 9.0%

7 0

7.4% 0.0% 3.2%

現在、悩んだり困っていることはありますか。 

学業成績のこと

家庭の経
済的状況

自分と家
族との関
係のこと

家族内の
人間関係
のこと（両
親の仲が
良くないな
ど）

25 21

7.8% 6.6%

6 10

3.1% 5.2%

19 11

15.1% 8.7% 10.3%

家庭の経
済的状況

自分と家
族との関
係のこと

家族内の
人間関係
のこと（両
親の仲が
良くないな
ど）

14 7

7.4% 3.7%

3 3

12.5% 12.5%

2 0

50.0% 0.0% 50.0%

家庭の経
済的状況

自分と家
族との関
係のこと

家族内の
人間関係
のこと（両
親の仲が
良くないな
ど）

4 2

33.3% 16.7% 16.7%

4 0

16.7% 0.0%

8 5

9.0% 5.6%

3 3

3.2% 3.2%

 

学業成績のこと」が５割程度、「

家族内の
人間関係
のこと（両
親の仲が
良くないな

病気や障
がいのあ
る家族の
こと

自分のた
めに使え
る時間が
少ないこと

19 4

5.9% 1.3%

6 3

3.1% 1.5%

13 1

10.3% 0.8%

家族内の
人間関係
のこと（両
親の仲が
良くないな

病気や障
がいのあ
る家族の
こと

自分のた
めに使え
る時間が
少ないこと

6 2

3.2% 1.1%

2 0

8.3% 0.0%

2 0

50.0% 0.0%

家族内の
人間関係
のこと（両
親の仲が
良くないな

病気や障
がいのあ
る家族の
こと

自分のた
めに使え
る時間が
少ないこと

2 0

16.7% 0.0%

1 0

4.2% 0.0%

4 1

4.5% 1.1%

4 1

4.3% 1.1%

」が５割程度、「自分に自信が持

自分のた
めに使え
る時間が
少ないこと

自分が自
由に過ご
せる場所
がないこと

自分に自
信が持て
ないこと

24 26

7.5% 8.1%

11 14

5.7% 7.2%

13 12

10.3% 9.5%

自分のた
めに使え
る時間が
少ないこと

自分が自
由に過ご
せる場所
がないこと

自分に自
信が持て
ないこと

9 14

4.8% 7.4%

1 2

4.2% 8.3%

1 1

25.0% 25.0%

自分のた
めに使え
る時間が
少ないこと

自分が自
由に過ご
せる場所
がないこと

自分に自
信が持て
ないこと

1 1

8.3% 8.3%

1 2

4.2% 8.3%

3 7

3.4% 7.9%

6 7

6.4% 7.4%

 
自分に自信が持

(単位：人、％)

自分に自
信が持て
ないこと

その他 特にない

109 6

34.1% 1.9%

70 3

36.1% 1.5%

39 3

31.0% 2.4%

(単位：人、％)

自分に自
信が持て
ないこと

その他 特にない

62 4

33.0% 2.1%

9 1

37.5% 4.2%

2 0

50.0% 0.0%

(単位：人、％)

自分に自
信が持て
ないこと

その他 特にない

4 0

33.3% 0.0%

11 1

45.8% 4.2%

30 3

33.7% 3.4%

29 1

30.9% 1.1%

 
自分に自信が持

 

 

 

(単位：人、％)

特にない

68

21.3%

43

22.2%

25

19.8%

(単位：人、％)

特にない

39

20.7%

6

25.0%

0

0.0%

(単位：人、％)

特にない

1

8.3%

7

29.2%

13

14.6%

24

25.5%



 

12. 「ヤングケアラー」について
 「ヤングケアラー」の認知⑳

「聞いたことがあり、内容も知っていた
あるが、よく知らなかった

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、
学年が上がるにつれ、認知度があがっている傾向がみられます。

【学年別×「ヤングケアラー」の認知】

 

 

 「ヤングケアラー」を知ったきっかけ21

「テレビや新聞、ラジオ
ーネット

【学年別×「ヤングケアラー」を知ったきっかけ（中２・高校２年生相当）】

 

 

全  体

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

中学２年生

高校２年生相当

全  体

◇ 「ヤングケアラー」という言葉をこれまでに聞いたことがありましたか。

（ 小５

◇ 「ヤングケアラー」という言葉をどこで知りましたか。

（ 小５

「ヤングケアラー」について
「ヤングケアラー」の認知

聞いたことがあり、内容も知っていた
あるが、よく知らなかった

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、
学年が上がるにつれ、認知度があがっている傾向がみられます。

【学年別×「ヤングケアラー」の認知】

「ヤングケアラー」を知ったきっかけ

テレビや新聞、ラジオ
ーネット」が３割程度となっています。

【学年別×「ヤングケアラー」を知ったきっかけ（中２・高校２年生相当）】

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

中学２年生

高校２年生相当

「ヤングケアラー」という言葉をこれまでに聞いたことがありましたか。

小５ 中２ 

「ヤングケアラー」という言葉をどこで知りましたか。

小５ 中２ 

「ヤングケアラー」について
「ヤングケアラー」の認知

聞いたことがあり、内容も知っていた
あるが、よく知らなかった」が３割程度と

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、
学年が上がるにつれ、認知度があがっている傾向がみられます。

【学年別×「ヤングケアラー」の認知】

「ヤングケアラー」を知ったきっかけ

テレビや新聞、ラジオ」が約６割と最も高く、次いで「学校」が４割程度、「
」が３割程度となっています。

【学年別×「ヤングケアラー」を知ったきっかけ（中２・高校２年生相当）】

 

調査数

聞いたこ
とがあり、
内容も
知ってい
た

515

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

126

100.0%

調査数
テレビや
新聞、ラ
ジオ

243

100.0%

143

100.0%

100

100.0%

「ヤングケアラー」という言葉をこれまでに聞いたことがありましたか。

 高２ ） 

「ヤングケアラー」という言葉をどこで知りましたか。

 高２ ） 

「ヤングケアラー」について 
「ヤングケアラー」の認知 

聞いたことがあり、内容も知っていた
」が３割程度と

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、
学年が上がるにつれ、認知度があがっている傾向がみられます。

【学年別×「ヤングケアラー」の認知】 

「ヤングケアラー」を知ったきっかけ

」が約６割と最も高く、次いで「学校」が４割程度、「
」が３割程度となっています。 

【学年別×「ヤングケアラー」を知ったきっかけ（中２・高校２年生相当）】

聞いたこ
とがあり、
内容も
知ってい

聞いたこと
はあるが、
よく知らな
かった

207 145

40.2% 28.2%

45

23.1% 32.8%

91

46.9% 26.8%

71

56.3% 23.0%

テレビや
新聞、ラ
ジオ

雑誌や本

153 32

63.0% 13.2%

94 16

65.7% 11.2%

59 16

59.0% 16.0%

「ヤングケアラー」という言葉をこれまでに聞いたことがありましたか。

 

「ヤングケアラー」という言葉をどこで知りましたか。
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聞いたことがあり、内容も知っていた」が約４割、「
」が３割程度となっています。

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、
学年が上がるにつれ、認知度があがっている傾向がみられます。

 

「ヤングケアラー」を知ったきっかけ【複数回答】

」が約６割と最も高く、次いで「学校」が４割程度、「
 

【学年別×「ヤングケアラー」を知ったきっかけ（中２・高校２年生相当）】

(単位：人、％)

聞いたこと
はあるが、
よく知らな

聞いたこと
はなかっ
た

145 163

28.2% 31.7%

64 86

32.8% 44.1%

52 51

26.8% 26.3%

29 26

23.0% 20.6%

雑誌や本
ＳＮＳやイ
ンターネッ
ト

広報やチ
ラシ、掲示
物

32 70

13.2% 28.8%

16 37

11.2% 25.9%

16 33

16.0% 33.0%

「ヤングケアラー」という言葉をこれまでに聞いたことがありましたか。

「ヤングケアラー」という言葉をどこで知りましたか。

」が約４割、「聞いたことはなかった
なっています。 

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、
学年が上がるにつれ、認知度があがっている傾向がみられます。

 

【複数回答】 

」が約６割と最も高く、次いで「学校」が４割程度、「

【学年別×「ヤングケアラー」を知ったきっかけ（中２・高校２年生相当）】

広報やチ
ラシ、掲示
物

イベントや
交流会な
ど

46

18.9%

31

21.7%

15

15.0%

「ヤングケアラー」という言葉をこれまでに聞いたことがありましたか。

「ヤングケアラー」という言葉をどこで知りましたか。 

聞いたことはなかった

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、
学年が上がるにつれ、認知度があがっている傾向がみられます。 

」が約６割と最も高く、次いで「学校」が４割程度、「

【学年別×「ヤングケアラー」を知ったきっかけ（中２・高校２年生相当）】 

イベントや
交流会な 学校

1 105

0.4% 43.2%

0

0.0% 35.0%

1

1.0% 55.0%

「ヤングケアラー」という言葉をこれまでに聞いたことがありましたか。

聞いたことはなかった」、「聞いたことは

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、

」が約６割と最も高く、次いで「学校」が４割程度、「ＳＮＳやインタ

(単位：人、％)

友人・知
人から聞
いた

105 7

43.2% 2.9%

50 3

35.0% 2.1%

55 4

55.0% 4.0%

「ヤングケアラー」という言葉をこれまでに聞いたことがありましたか。 

 
聞いたことは

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、

 
ＳＮＳやインタ

 

(単位：人、％)

その他

8

3.3%

6

4.2%

2

2.0%

 
聞いたことは

学年別でみると、小学５年生は「聞いたことはなかった」割合が４割以上と高くなっていますが、

 
ＳＮＳやインタ



 

 自身が「ヤングケアラー」に該当するか22

「あてはまらない」が

【学年別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】

【世帯分類別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】

 

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

全  体

両親世帯

母子世帯

父子世帯

◇ あなたは「ヤングケアラー」にあてはまると思いますか。

（ 小５

自身が「ヤングケアラー」に該当するか

「あてはまらない」が

【学年別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】

【世帯分類別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】

調査数

小学５年生

中学２年生

高校２年生相当

調査数

両親世帯

母子世帯

父子世帯

あなたは「ヤングケアラー」にあてはまると思いますか。

小５ 中２ 

自身が「ヤングケアラー」に該当するか

「あてはまらない」が約 8 割と最も高く

【学年別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】

【世帯分類別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】

 

調査数
あてはま
る

515

100.0%

195

100.0%

194

100.0%

126

100.0%

調査数
あてはま
る

335

100.0%

32

100.0%

6

100.0%

あなたは「ヤングケアラー」にあてはまると思いますか。

 高２ ） 

自身が「ヤングケアラー」に該当するか

割と最も高く

【学年別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】

【世帯分類別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】

あてはま あてはまら
ない

12 406

2.3% 78.8%

5 160

2.6% 82.1%

5 147

2.6% 75.8%

2

1.6% 78.6%

あてはま あてはまら
ない

8 272

2.4% 81.2%

1

3.1% 71.9%

0

0.0% 100.0%

あなたは「ヤングケアラー」にあてはまると思いますか。
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自身が「ヤングケアラー」に該当するか 

割と最も高く、「あてはまる」が

【学年別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】 

 

【世帯分類別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】

 

(単位：人、％)

あてはまら わからな
い

406 97

78.8% 18.8%

160 30

82.1% 15.4%

147 42

75.8% 21.6%

99 25

78.6% 19.8%

(単位：人、％)

あてはまら わからな
い

272 55

81.2% 16.4%

23 8

71.9% 25.0%

6 0

100.0% 0.0%

あなたは「ヤングケアラー」にあてはまると思いますか。

、「あてはまる」が 2.3

 

【世帯分類別×自身が「ヤングケアラー」に該当するか】 

 

あなたは「ヤングケアラー」にあてはまると思いますか。 

2.3％となっています。

 

なっています。 
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13. ヤングケアラーに関する自由回答（主なもの） 
51 人（9.9％）から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。 
「情報発信・啓発」についてのご意見が最も多く、次いで「支援を広げる」「資金援助」について

となっています。 
 

大分類 回答件数 小分類 回答件数 

情報発信・啓発 13 
広告・ポスターを活用する 5 

ヤングケアラーへの理解 5 

支援を広げる 9 ヘルパーやベビーシッターを利用しやすく 2 

資金援助 7 
給付・行政予算の割り振り 4 

募金やクラウドファンディングを募る 2 

居場所づくり 5 ヤングケアラーが気軽に過ごせる場所をつくる 4 

相談できる場をつくる 4 気軽に相談できる人がいると良い 4 

その他 13 
地域のつながりや助け合いが⼤事 5 

自分でやれることをやる 2 

 
 

 

 


