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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

子育て家庭の実態や子育て支援ニーズ、子育てや少子化に関する意識等を把握することにより、

今後の子育て支援策の充実に生かすとともに、「こども計画」策定の基礎資料とするため調査を

実施しました。 

 

２ 調査対象 

調査の種類 調査対象者 

ニーズ調査 就学前の子どもがいる 3,000世帯 

生活状況調査（小学生） 小学５年生 約 1,500 名 

生活状況調査（中学生） 中学２年生 約 1,500 名 

生活状況調査（保護者） 小学５年生及び中学２年生の保護者 

 

３ 調査期間 

調査の種類 調査期間 

ニーズ調査 令和６年１月 19 日（金）から２月４日（日）まで 

生活状況調査（小学生） 令和６年１月 15 日（月）から１月 26 日（金）まで 

生活状況調査（中学生） 令和６年１月 15 日（月）から１月 26 日（金）まで 

生活状況調査（保護者） 令和６年１月 15 日（月）から１月 26 日（金）まで 

 

４ 調査方法 

調査の種類 調査方法 

ニーズ調査 郵送による配布・web 回答 

生活状況調査（小学生） web による回答（学校へ依頼） 

生活状況調査（中学生） web による回答（学校へ依頼） 

生活状況調査（保護者） web による回答（学校へ依頼） 

 

５ 回収状況 

調査の種類 配布数 有効回答数 有効回答率 

ニーズ調査 3,000通 1,049通 35.0％ 

生活状況調査（小学生） 1,500通 1,309通 87.3％ 

生活状況調査（中学生） 1,500通 1,198通 79.9％ 

生活状況調査（保護者） 3,000通 2,041通 68.0％ 
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６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。また、クロス集計において回答

者数が１桁の場合は、コメントを差し控えています。 

  ・生活状況調査において平成 30 年度との比較を実施していますが、対象者の抽出方法が異な

ります。  
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Ⅱ 調査結果 

１ ニーズ調査 

問１ お子さんの年齢を教えてください。 

「６歳」の割合が 17.5％と最も高く、次いで

「４歳」、「５歳」の割合が 17.1％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「０歳」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「６歳」の選択肢はありませんでした。 

 

 

 

 

問２ お子さんの兄弟姉妹は宛名のお子さんも含めて何人いらっしゃいますか？ 

「２人」の割合が 49.8％と最も高く、次いで

「１人」の割合が 27.2％、「３人」の割合が 19.1％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１人」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「５人以上」の選択肢はありませんでした。 

 

 

 

 

  

％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

9.8

12.7

11.8

13.1

17.1

17.1

17.5

1.0

17.7

17.0

16.8

15.9

17.7

14.7

－

0.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

27.2

49.8

19.1

2.7

0.5

0.9

34.0

46.8

16.3

2.5

－

0.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）
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問３ このアンケートに回答していただいている方はどなたですか。 

「１ 母親」の割合が 89.9％、「２ 父親」の

割合が 9.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ 父親」の

割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ このアンケートに回答していただいている方の配偶関係をお答えください。 

「１ 配偶者がいる（事実婚を含む）」の割合

が 96.3％、「２ 配偶者はいない」の割合が 3.0％

となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　母親

２　父親

３　その他

　　無回答

89.9

9.4

0.2

0.5

94.5

4.6

0.4

0.5

0 20 40 60 80 100

％

１　配偶者がいる（事実
　　婚を含む）

２　配偶者はいない

　　無回答

96.3

3.0

0.8

96.3

3.1

0.6

0 20 40 60 80 100
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問６ あなたがお住まいの小学校区はどちらですか。 

「１ 磐田北小」の割合が 13.2％と最も高くな

っています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。 

「１ 父母ともに」の割合が 60.0％と最も高

く、次いで「２ 主に母親」の割合が 38.6％とな

っています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　磐田北小

２　磐田中部小

３　磐田西小

４　磐田南小

５　大藤小

６　向笠小

７　長野小

８　岩田小

９　田原小

10　東部小

11　富士見小

12　福田小

13　豊浜小

14　竜洋東小

15　竜洋西小

16　竜洋北小

17　豊田南小

18　豊田北部小

19　青城小

20　豊田東小

21　豊岡南小

22　豊岡北小

　　無回答

13.2

6.2

3.3

6.6

3.2

1.6

2.9

0.8

3.1

9.0

8.3

5.2

0.8

1.0

3.9

1.5

5.5

6.0

5.4

5.1

3.7

2.4

1.2

10.3

7.0

4.8

6.9

2.7

1.5

2.7

1.5

3.4

9.5

5.8

6.3

0.8

0.9

3.4

2.3

5.7

5.2

7.0

4.3

3.0

2.1

2.7

0 20 40 60 80 100

％

１　父母ともに

２　主に母親

３　主に父親

４　主に祖父母

５　その他

　　無回答

60.0

38.6

0.6

0.4

0.1

0.4

59.2

39.7

0.3

1.0

0.6

0.5

0 20 40 60 80 100
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問９ 日頃、お子さんをみてもらえる親族・友人はいますか。 

「２ 緊急時もしくは用事の際には祖父母な

どの親族にみてもらえる」の割合が 53.7％と最も

高く、次いで「１ 日常的に祖父母などの親族に

みてもらえる」の割合が 28.2％、「５ いずれも

いない」の割合が 14.8％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５ いずれも

いない」の割合が増加しています。一方、「１ 日

常的に祖父母などの親族にみてもらえる」「２ 

緊急時もしくは用事の際には祖父母などの親族

にみてもらえる」「４ 緊急時もしくは用事の際

には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 お子さんの子育て（教育を含む）をするうえで、気軽に相談できる人や相談でき

る場所はありますか。 

「１ 相談できる人がいる／相談できる場所

がある」の割合が 93.1％、「２ 相談できる人が

いない／相談できる場所がない」の割合が 6.5％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ 相談でき

る人がいない／相談できる場所がない」の割合が

増加しています。一方、「１ 相談できる人がい

る／相談できる場所がある」の割合が減少してい

ます。 

 

 

※前回調査では、「相談できる人がいる／相談できる場所がある」の選択肢は「いる／ある」、「相談できる人がいない／

相談できる場所がない」の選択肢は「いない／ない」となっていました。 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　日常的に祖父母など
　　の親族にみてもらえ
　　る

２　緊急時もしくは用事
　　の際には祖父母など
　　の親族にみてもらえ
　　る

３　日常的に子どもをみ
　　てもらえる友人・知
　　人がいる

４　緊急時もしくは用事
　　の際には子どもをみ
　　てもらえる友人・知
　　人がいる

５　いずれもいない

　　無回答

28.2

53.7

0.4

2.7

14.8

0.3

36.3

62.3

2.4

10.5

8.9

0.2

0 20 40 60 80 100

％

１　相談できる人がいる
　　／相談できる場所が
　　ある
２　相談できる人がいな
　　い／相談できる場所
　　がない

　　無回答

93.1

6.5

0.4

97.7

2.1

0.2

0 20 40 60 80 100
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問 11 お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）

ですか。（あてはまるものすべて選択） 

「１ 配偶者」の割合が 80.6％と最も高く、次

いで「２ その他の家族・親族」の割合が 74.7％、

「４ 知人や友人」の割合が 54.8％となっていま

す。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１ 配偶者」

「２ その他の家族・親族」「４ 知人や友人」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,853）

％

１　配偶者

２　その他の家族・親族

３　近所の人

４　知人や友人

５　幼稚園・保育園・こ
　　ども園など

６　子育て支援センター

７　発達支援事業所（障
　　害児通所サービス）

８　行政機関の相談窓口

９　医師・看護師などの
　　医療機関の職員
10　民生委員・児童委
　　員、主任児童委員
11　インターネットの相
　　談窓口やネット仲間

12　その他

　　無回答

80.6

74.7

6.8

54.8

41.9

14.6

2.9

1.3

6.3

0.5

2.8

1.0

7.0

88.3

83.3

8.8

69.1

40.7

15.5

1.8

1.1

5.3

0.5

1.2

1.0

0.1

0 20 40 60 80 100
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問 13 宛名のお子さんの母親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）は、どれに

当てはまりますか。【母親がいない場合、入力は不要です】 

「１ フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度）で就労しており、産休・育休・介護休業中

ではない」の割合が 27.9％と最も高く、次いで

「３ パート・アルバイトなど（「フルタイム」以

外）で就労しており、産休・育休・介護休業中で

はない」の割合が 27.4％、「５ 以前は就労して

いたが、現在は就労していない」の割合が 24.3％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ フルタイ

ム（１週５日程度・１日８時間程度）で就労して

おり、産休・育休・介護休業中ではない」「３ パ

ート・アルバイトなど（「フルタイム」以外）で就

労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

の割合が増加しています。一方、「５ 以前は就

労していたが、現在は就労していない」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

の選択肢は「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」、「フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」の選択肢は「フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中である」、「パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外）で就労しており、産休・育休・介護休業中

ではない」の選択肢は「パート・アルバイトで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」、「パート・アルバ

イトなど（「フルタイム」以外）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」の選択肢は「パート・アルバイ

トで就労しており、産休・育休・介護休業中である」となっていました。 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,045）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

３　パート・アルバイトな
　　ど（「フルタイム」以
　　外）で就労しており、
　　産休・育休・介護休業
　　中ではない

５　以前は就労していた
　　が、現在は就労して
　　いない

６　これまで就労したこと
　　がない

　　無回答

１　フルタイム（１週５日
　　程度・１日８時間程度）
　　で就労しており、産休
　　・育休・介護休業中で
　　はない
２　フルタイム（１週５日
　　程度・１日８時間程度）
　　で就労しているが、産
　　休・育休・介護休業中
　　である

４　パート・アルバイトな
　　ど（「フルタイム」以
　　外）で就労しているが、
　　産休・育休・介護休業
　　中である

27.9

15.9

27.4

2.8

24.3

0.8

1.0

22.6

15.0

20.3

2.8

34.8

1.4

3.1

0 20 40 60 80 100
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問 14 問 13で「１～４」（就労している）を選択した方にうかがいます。１週当たりの

就労日数、１日当たりの就労時間（残業時間を含む）、家を出る時刻と帰宅時刻をお

答えください。 

※就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答え

ください。産休・育休・介獲休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えく

ださい。時刻は必ず「(例)18時」のように、24時制でお答え下さい。 

１週当たりの就労日数 

「５日」の割合が 75.5％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 10.6％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「６日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日当たりの就労時間 

「７時間」の割合が 25.0％と最も高く、次いで

「８時間」の割合が 23.9％、「６時間」の割合が

18.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「７時間」の割

合が増加しています。一方、「８時間」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.9

2.1

4.4

10.6

75.5

4.3

0.3

1.9

1.5

1.7

4.9

7.7

73.9

7.7

0.5

2.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 773）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,152）

％

０時間

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

0.4

0.0

0.4

2.3

8.5

9.6

18.4

25.0

23.9

4.3

2.6

1.3

1.2

2.2

0.0

0.2

0.9

3.4

7.6

7.4

17.3

16.7

30.8

5.7

4.7

1.4

1.4

2.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 773）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,152）



 10 

家を出る時刻 

「８時台」の割合が 43.3％と最も高く、次いで

「７時台」の割合が 43.1％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「８時台」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰宅時刻 

「17 時台」の割合が 30.8％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 26.6％、「16時台」の割合

が 12.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「19時台」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時以降

無回答

0.9

2.7

43.1

43.3

4.1

0.8

0.1

0.3

0.1

0.4

0.1

0.6

3.4

0.3

2.8

44.3

39.2

6.4

0.9

0.2

0.3

0.4

0.3

0.3

1.2

3.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 773）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,152）

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

無回答

1.8

1.7

4.8

4.7

5.2

12.0

30.8

26.6

5.4

1.8

0.4

0.6

0.4

3.8

0.8

1.8

4.3

4.6

3.8

10.9

28.7

28.7

8.5

2.6

0.6

0.5

0.6

3.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 773）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,152）
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問 15 問 13で、「３・４」（パート・アルバイトなどで就労している）を選択した方に

うかがいます。フルタイムの就労への転換希望はありますか。 

「３ フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度）の就労への転換希望がなく、パート・アル

バイトなど（「フルタイム」以外）の就労を続ける

ことを希望している」の割合が 52.4％と最も高

く、次いで「２ フルタイム（１週５日程度・１

日８時間程度）の就労への転換希望はあるが、実

現できる見込みはない」の割合が 31.7％、「１ フ

ルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）の就

労への転換希望があり、実現できる見込みがある」

の割合が 11.1％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ フルタイ

ム（１週５日程度・１日８時間程度）の就労への

転換希望はあるが、実現できる見込みはない」の

割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）の就労への転換希望があり、実現できる見込みがあ

る」の選択肢は「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」、「フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度）の就労への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」の選択肢は「フルタイムへの転換希望があり、

実現できる見込みはない」、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）の就労への転換希望がなく、パート・ア

ルバイトなど（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望している」の選択肢は「パート・アルバイトなどの就

労を続けることを希望している」となっていました。 

 

※前回調査では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）の就労への転換希望がなく、パート・アルバイトなど

（「フルタイム」以外）の就労もやめたい」の選択肢はありませんでした。 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 315）

平成30年度調査

（回答者数 = 440）

％

１　フルタイム（１週５
　　日程度・１日８時間
　　程度）の就労への転
　　換希望があり、実現
　　できる見込みがある

２　フルタイム（１週５
　　日程度・１日８時間
　　程度）の就労への転
　　換希望はあるが、実
　　現できる見込みはな
　　い

３　フルタイム（１週５
　　日程度・１日８時間
　　程度）の就労への転
　　換希望がなく、パー
　　ト・アルバイトなど
　　（「フルタイム」以
　　外）の就労を続ける
　　ことを希望している

４　フルタイム（１週５
　　日程度・１日８時間
　　程度）の就労への転
　　換希望がなく、パー
　　ト・アルバイトなど
　　（「フルタイム」以
　　外）の就労もやめた
　　い

　　無回答

11.1

31.7

52.4

3.5

1.3

8.6

26.8

57.0

－

3.6

0 20 40 60 80 100
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問 16 問 13で、「５・６」（就労していない）を選択した方にうかがいます。就労した

いという希望はありますか。 

「２ １年以上先に就労したい」の割合が

50.8％と最も高く、次いで「３ すぐにでも、も

しくは１年以内に就労したい」の割合が 30.2％、

「１ 就労の予定はない」の割合が 18.7％となっ

ています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 就労の予

定はない」「３ すぐにでも、もしくは１年以内

に就労したい」の割合が増加しています。一方、

「２ １年以上先に就労したい」の割合が減少し

ています。 

 

 

※前回調査では、「就労の予定はない」の選択肢は「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」、「１年以上

先に就労したい」の選択肢は「１年以上先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい」となっていまし

た。 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、０歳で「３ すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

就
労
の
予
定
は

な
い 

２ 

１
年
以
上
先
に

就
労
し
た
い 

３ 

す
ぐ
に
で
も
、
も

し
く
は
１
年
以
内
に

就
労
し
た
い 

無
回
答 

全  体 262 18.7  50.8  30.2  0.4  

０歳 30 10.0  36.7  53.3  － 

１歳 32 9.4  62.5  25.0  3.1  

２歳 32 18.8  59.4  21.9  － 

３歳 35 20.0  51.4  28.6  － 

４歳 44 22.7  50.0  27.3  － 

５歳 47 19.1  48.9  31.9  － 

６歳 42 26.2  47.6  26.2  － 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 262）

平成30年度調査

（回答者数 = 687）

％

１　就労の予定はない

２　１年以上先に就労
　　したい

３　すぐにでも、もしく
　　は１年以内に就労し
　　たい

　　無回答

18.7

50.8

30.2

0.4

13.4

56.6

19.5

10.5

0 20 40 60 80 100
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問 17 問 16で、「２ １年以上先に就労したい」を選択した方にうかがいます。あなた

の希望はどれに該当しますか。 

「ア フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度）」の割合が 8.3％、「イ パート・アルバイ

トなど（「ア」以外）」の割合が 91.7％となってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「イ パート・

アルバイトなど（「ア」以外）」の割合が増加して

います。一方、「ア フルタイム（１週５日程度・

１日８時間程度）」の割合が減少しています。 

 

 

※前回調査では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）」の選択肢は「フルタイム」、「パート・アルバイトな

ど（「ア」以外）」の選択肢は「パート・アルバイト」となっていました。 

 

 

 

問 18 問 17で「イ パート・アルバイト（「ア」以外）」を選択した方に伺います。希

望する１週間あたりの勤務日数を教えてください。 

「３日」の割合が 44.3％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 32.8％、「５日」の割合が 18.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 133）

平成30年度調査

（回答者数 = 134）

回答者数 = 122 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.8

3.3

44.3

32.8

18.9

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

ア　フルタイム（１週５
　　日程度・１日８時間
　　程度）

イ　パート・アルバイ
　　など（「ア」以外）

　　無回答

8.3

91.7

0.0

17.9

81.3

0.7

0 20 40 60 80 100
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問 19 問 17で「イ パート・アルバイト（「ア」以外）」を選択した方に伺います。希

望する１日あたりの勤務時間を教えてください。 

「５時間～６時間未満」の割合が 50.0％と最も

高く、次いで「４時間～５時間未満」の割合が

33.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 問 16で、「３ すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」を選択した方にう

かがいます。あなたの希望はどれに該当しますか。 

「ア フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度）」の割合が 13.9％、「イ パート・アルバイ

トなど（「ア」以外）」の割合が 86.1％となってい

ます。 

 

 

 

  

回答者数 = 122 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間以上

無回答

3.3

33.6

50.0

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 79 ％

ア　フルタイム（１週５
　　日程度・１日８時間
　　程度）

イ　パート・アルバイト
　　など（「ア」以外）

　　無回答

13.9

86.1

0.0

0 20 40 60 80 100



 15 

問 21 問 20で「イ パート・アルバイトなど（「ア」以外）」を選択した方に伺いま

す。希望する１週間あたりの勤務日数を教えてください。 

「４日」の割合が 41.2％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 27.9％、「５日」の割合が 26.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22 問 20で「イ パート・アルバイト」を選択した方に伺います。希望する１日あ

たりの勤務時間を教えてください。 

「４時間～５時間未満」の割合が 36.8％と最も

高く、次いで「５時間～６時間未満」の割合が

25.0％、「６時間～７時間未満」の割合が 16.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 68 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.5

1.5

27.9

41.2

26.5

0.0

0.0

1.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 68 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間以上

無回答

11.8

36.8

25.0

16.2

5.9

1.5

0.0

0.0

2.9

0 20 40 60 80 100
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問 23 宛名のお子さんの父親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）はどれに当

てはまりますか。【父親がいない場合、記入は不要です】 

「１ フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度）で就労しており、育休・介護休業中ではな

い」の割合が 96.8％と最も高くなっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ フルタイ

ム（１週５日程度・１日８時間程度）で就労して

おり、育休・介護休業中ではない」の割合が増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、育休・介護休業中ではない」の選択

肢は「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）で

就労しているが、育休・介護休業中である」の選択肢は「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中である」、

「パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外）で就労しており、育休・介護休業中ではない」の選択肢は「パート

アルバイトで就労しており、育休・介護休業中ではない」、「パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外）で就労し

ているが、育休・介護休業中である」の選択肢は「パートアルバイトで就労しており、育休・介護休業中である」と

なっていました。 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,022）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

３　パート・アルバイトな
　　ど（「フルタイム」以
　　外）で就労しており、
　　育休・介護休業中では
　　ない

５　以前は就労していた
　　が、現在は就労して
　　いない

６　これまで就労したこと
　　がない

　　無回答

１　フルタイム（１週５日
　　程度・１日８時間程度）
　　で就労しており、育休
　　・介護休業中ではない

２　フルタイム（１週５日
　　程度・１日８時間程度）
　　で就労しているが、育
　　休・介護休業中である

４　パート・アルバイトな
　　ど（「フルタイム」以
　　外）で就労しているが、
　　育休・介護休業中であ
　　る

96.8

0.7

0.6

0.0

0.9

0.0

1.1

92.6

0.3

0.4

0.0

0.1

0.1

6.6

0 20 40 60 80 100
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問 24 問 23で、「１～４」（就労している）を選択した方にうかがいます。１週当たり

の就労日数、１日当たりの就労時間（残業時間を含む）、家を出る時刻と帰宅時刻を

お答えください。 

※就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答え

ください。育休・介獲休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えくださ

い。時刻は必ず「(例)18時」のように、24 時制でお答え下さい。 

１週当たりの就労日数 

「５日」の割合が 77.7％と最も高く、次いで

「６日」の割合が 16.5％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５日」の割合

が増加しています。一方、「６日」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日当たりの就労時間 

「８時間」の割合が 35.2％と最も高く、次いで

「10 時間」の割合が 19.9％、「９時間」の割合が

15.9％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「８時間」の割

合が増加しています。一方、「12時間以上」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.3

0.4

0.7

77.7

16.5

2.1

2.3

0.0

0.1

0.5

0.7

70.2

24.9

2.5

1.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,002）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,769）

令和５年度調査

（回答者数 = 1,002）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,769）

％

１時間以下

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.5

5.9

35.2

15.9

19.9

7.2

12.1

3.2

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

0.3

2.5

26.7

14.5

23.1

8.0

18.9

5.7

0 20 40 60 80 100
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家を出る時刻 

「７時台」の割合が 48.7％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 18.7％、「６時台」の割合が

17.8％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰宅時刻 

「19 時台」の割合が 23.6％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 22.8％、「20時台」の割合

が 15.2％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「18時台」「19

時台」の割合が増加しています。一方、「20 時台」

「21 時台」「22時台」「23 時台」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時以降

無回答

6.2

17.8

48.7

18.7

2.7

0.7

0.1

0.3

0.3

0.2

0.2

0.5

3.7

6.6

18.1

50.5

17.9

2.1

0.4

0.2

0.7

0.4

0.1

0.1

0.6

2.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,002）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,769）

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

無回答

4.3

0.2

0.3

0.4

1.1

1.9

9.6

22.8

23.6

15.2

9.6

5.1

1.6

4.5

1.5

0.2

0.3

0.3

0.9

1.8

9.2

18.6

20.9

19.8

12.3

7.3

4.2

2.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,002）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,769）
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問 25 問 23で、「３・４」（パート・アルバイトなどで就労している）に〇をつけた方

にうかがいます。フルタイムへの転換希望はありますか。（１つだけ〇） 

「１ フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度）の就労への転換希望があり、実現できる見

込みがある」が３件となっています。「２ フル

タイム（１週５日程度・１日８時間程度）の就労

への転換希望はあるが、実現できる見込みはな

い」、「３ フルタイム（１週５日程度・１日８時

間程度）の就労への転換希望がなく、パート・ア

ルバイトなど（「フルタイム」以外）を続けること

を希望している」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）の就労への転換希望があり、実現できる見込みがあ

る」の選択肢は「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」、「フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度）の就労への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」の選択肢は「フルタイムへの転換希望があり、

実現できる見込みはない」、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）の就労への転換希望がなく、パート・ア

ルバイトなど（「フルタイム」以外）を続けることを希望している」の選択肢は「パート・アルバイトなどの就労を続

けることを希望している」となっていました。 

 

※前回調査では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）の就労への転換希望がなく、パート・アルバイトなど

（「フルタイム」以外）もやめたい」の選択肢はありませんでした。 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 6）

平成30年度調査

（回答者数 = 8）

％

　　無回答

１　フルタイム（１週５日
　　程度・１日８時間程度）
　　の就労への転換希望が
　　あり、実現できる見込
　　みがある

２　フルタイム（１週５日
　　程度・１日８時間程度）
　　の就労への転換希望は
　　あるが、実現できる見
　　込みはない

３　フルタイム（１週５日
　　程度・１日８時間程度）
　　の就労への転換希望が
　　なく、パート・アルバ
　　イトなど（「フルタイ
　　ム」以外）を続けるこ
　　とを希望している

４　フルタイム（１週５日
　　程度・１日８時間程度）
　　の就労への転換希望が
　　なく、パート・アルバ
　　イトなど（「フルタイ
　　ム」以外）もやめたい

50.0

16.7

16.7

0.0

16.7

37.5

12.5

25.0

－

25.0

0 20 40 60 80 100
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問 26 問 23で、「５・６」（就労していない）を選択した方にうかがいます。就労した

いという希望はありますか。 

「３ すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい」が７件となっています。「１ 就労の予定

はない」、「２ １年以上先に就労したい」が１件

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「就労の予定はない」の選択肢は「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」、「１年以上先

に就労したい」の選択肢は「１年以上先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい」となっていました。 

 

 

問 27 問 26で、「２ １年以上先に就労したい」を選択した方にうかがいます。あなた

の希望はどれに該当しますか。 

「ア フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度）」が１件、「イ パート・アルバイトなど（「ア」

以外）」が０件となっています。 

 

 

 

 

問 28 問 27で「イ パート・アルバイトなど（「ア」以外）」を選択した方に伺いま

す。希望する１週間あたりの勤務日数を教えてください。 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

問 29 問 27で「イ パート・アルバイトなど（「ア」以外）」を選択した方に伺いま

す。希望する１日あたりの勤務時間を教えてください。 

有効回答がありませんでした。 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 9）

平成30年度調査

（回答者数 = 2）

％

１　就労の予定はない

２　１年以上先に就労し
　　たい

３　すぐにでも、もしく
　　は１年以内に就労し
　　たい

　　無回答

11.1

11.1

77.8

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

ア　フルタイム（１週５
　　日程度・１日８時間
　　程度）

イ　パート・アルバイト
　　など（「ア」以外）

　　無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 30 問 26で、「３ すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」を選択した方にう

かがいます。あなたの希望はどれに該当しますか。 

「ア フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度）」が６件、「イ パート・アルバイトなど（「ア」

以外）」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

問 31 問 30で「イ パート・アルバイトなど（「ア」以外）」を選択した方に伺いま

す。希望する１週間あたりの勤務日数を教えてください。 

「４日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 32 問 30で「イ パート・アルバイトなど（「ア」以外）」を選択した方に伺いま

す。希望する１日あたりの勤務時間を教えてください。 

「５時間～６時間未満」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間以上

無回答

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 7 ％

ア　フルタイム（１週５
　　日程度・１日８時間
　　程度）

イ　パート・アルバイト
　　など（「ア」以外）

　　無回答

85.7

14.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 33 宛名のお子さんは現在、幼稚園・保育園・こども園などの「定期的な教育・保育

の事業」を利用されていますか。 

「１ 利用している」の割合が 73.0％、「２ 利

用していない」の割合が 26.6％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 利用して

いる」の割合が増加しています。一方、「２ 利用

していない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

問 34 問 33で「１ 利用している」を選択した方にうかがいます。宛名のお子さん

は、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じて定期的に

利用している事業をお答えください。(あてはまるもの全てを選択) 

「３ 保育園」の割合が 35.6％と最も高く、次

いで「４ こども園」の割合が 28.2％、「１ 幼

稚園」の割合が 24.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「４ こども園」

の割合が増加しています。一方、「３ 保育園」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）

％

１　利用している

２　利用していない

　　無回答

73.0

26.6

0.4

54.8

45.1

0.2

0 20 40 60 80 100

％

１　幼稚園

２　幼稚園の預かり保育

３　保育園

４　こども園

５　小規模保育施設

６　事業所内保育施設

７　その他の認可外の保
　　育施設

８　発達支援事業所

９　ファミリー・サポー
　　ト・センター事業

10　その他

　　無回答

24.3

5.9

35.6

28.2

4.0

3.8

2.5

3.5

0.4

1.0

0.3

23.4

4.5

40.1

25.0

3.8

3.3

2.3

2.2

0.3

0.3

0.4

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、１歳、２歳で「３ 保育園」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

幼
稚
園 

２ 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

３ 

保
育
園 

４ 

こ
ど
も
園 

５ 

小
規
模
保
育
施
設 

６ 

事
業
所
内
保
育
施
設 

７ 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育

施
設 

８ 

発
達
支
援
事
業
所 

９ 
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業 

10 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 766 24.3  5.9  35.6  28.2  4.0  3.8  2.5  3.5  0.4  1.0  0.3  

０歳 6 － － 50.0  33.3  33.3  － － － － － － 

１歳 55 － － 54.5  18.2  7.3  16.4  5.5  － 1.8  1.8  － 

２歳 78 － － 55.1  15.4  10.3  12.8  6.4  － 1.3  － － 

３歳 106 8.5  － 34.9  33.0  15.1  1.9  1.9  2.8  － 1.9  － 

４歳 177 26.6  5.1  35.6  30.5  － 3.4  1.1  5.1  － － 0.6  

５歳 176 38.1  10.2  29.0  28.4  － 0.6  1.7  4.0  － － 0.6  

６歳 163 38.7  11.0  27.0  31.3  － 0.6  2.5  4.9  0.6  3.1  － 

 

 

 

問 35 平日に定期的に利用している施設等について、現在どのくらい利用しています

か。また、希望としてはどのくらい利用したいですか。 

現在の１週当たりの利用日数 

「５日」の割合が 89.6％と最も高くなっていま

す。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.7

0.5

1.3

2.0

89.6

1.7

0.0

4.3

0.7

0.8

1.0

2.1

90.3

1.9

0.1

3.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）
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現在の１日当たりの利用時間 

「８時間以上」の割合が 50.5％と最も高く、次

いで「５時間」の割合が 18.8％、「７時間」の割

合が 11.9％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「７時間」の割

合が増加しています。一方、「８時間以上」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の利用開始時刻 

「８時台」の割合が 58.7％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 17.4％、「７時台」の割合が

14.9％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「９時台」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

０時間

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

無回答

0.7

0.9

1.2

1.0

2.2

18.8

8.7

11.9

50.5

4.0

0.0

0.2

0.9

0.7

2.1

18.9

9.7

8.8

54.4

4.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）

％

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時以降

無回答

0.5

0.4

14.9

58.7

17.4

0.4

0.0

0.0

0.0

2.7

0.4

0.0

4.6

0.2

0.0

12.0

58.4

23.9

0.6

0.2

0.0

0.0

0.9

0.1

0.0

3.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）
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現在の利用終了時刻 

「16 時台」の割合が 32.6％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 21.1％、「14時台」の割合

が 18.5％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「13時台」「16

時台」の割合が増加しています。一方、「14 時台」

「17 時台」「18 時台」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する１週当たりの利用日数 

「５日」の割合が 83.3％と最も高くなっていま

す。 

平成 30年度調査と比較すると、「５日」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

無回答

0.9

0.9

8.0

18.5

6.9

32.6

21.1

5.2

0.7

0.1

0.0

0.3

0.0

4.7

0.3

0.5

2.2

27.2

3.4

21.8

26.9

13.7

0.4

0.0

0.0

0.0

0.1

3.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.3

0.5

1.0

1.3

83.3

3.5

0.1

9.9

0.3

0.3

0.7

0.8

59.2

3.6

0.5

34.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）
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希望する１日当たりの利用時間 

「８時間」の割合が 23.5％と最も高く、次いで

「９時間」の割合が 15.8％、「６時間」の割合が

11.9％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「８時間」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する利用開始時刻 

「８時台」の割合が 52.6％と最も高く、次いで

「７時台」の割合が 17.8％、「９時台」の割合が

13.6％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「７時台」「８

時台」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１時間以下

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

0.1

0.9

1.0

1.0

8.4

11.9

9.9

23.5

15.8

11.6

3.3

1.8

10.7

0.0

0.2

0.4

0.5

3.6

8.5

8.7

14.2

12.6

8.8

4.5

1.2

37.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）

％

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時以降

無回答

0.0

0.5

17.8

52.6

13.6

0.3

0.0

0.0

0.1

2.6

0.1

0.1

12.3

0.0

0.0

8.9

38.9

14.6

0.2

0.3

0.0

0.0

0.4

0.2

0.1

36.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）
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希望する利用終了時刻 

「16 時台」の割合が 27.3％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 21.5％、「14時台」の割合

が 14.5％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「14時台」「16

時台」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 36 現在、利用している教育・保育事業の実施場所はどちらですか。 

「１ 磐田市内」の割合が 97.3％、「２ 他の

市町村」の割合が 2.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

  

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

無回答

0.0

0.8

3.1

14.5

9.4

27.3

21.5

7.8

1.4

0.1

0.0

0.1

0.4

13.4

0.0

0.1

0.2

6.7

8.8

15.0

17.6

12.1

2.5

0.3

0.0

0.0

0.2

36.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）

％

１　磐田市内

２　他の市町村

　　無回答

97.3

2.3

0.4

97.3

1.5

1.2

0 20 40 60 80 100
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問 37 問 33で「２ 利用していない」を選択した方にうかがいます。利用していない

理由を教えてください。（あてはまるものすべてを選択） 

「１ 子どもの親がみている」の割合が 74.2％

と最も高く、次いで「10 子どもがまだ小さいた

め何歳くらいになったら利用しようと考えてい

る」の割合が 33.3％、「４ 利用したいが、保育

の事業に空きがない」の割合が 12.5％となってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「10 子どもが

まだ小さいため何歳くらいになったら利用しよ

うと考えている」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「子どもの親がみている」の選択肢は「子どもの母親か父親がみている」、「子どもの祖父母や親戚がみ

ている」の選択肢は「子どもの祖父母や親戚の人がみている」となっていました。 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 279）

平成30年度調査

（回答者数 = 855）

％

１　子どもの親がみている

２　子どもの祖父母や親戚
　　がみている

３　近所の人や父母の友人
　　・知人がみている

４　利用したいが、保育の
　　事業に空きがない

５　利用したいが、教育の
　　事業に空きがない

６　利用したいが、経済的
　　な理由で保育の事業を
　　利用できない

７　利用したいが、経済的
　　な理由で教育の事業を
　　利用できない

８　利用したいが、時間帯
　　の条件が合わない

９　利用したいが、事業の
　　質や場所など、納得で
　　きる事業がない

10　子どもがまだ小さいた
　　め何歳くらいになった
　　ら利用しようと考えて
　　いる

11　その他

　　無回答

74.2

10.0

0.0

12.5

0.7

3.2

1.4

2.5

1.8

33.3

8.6

0.4

71.2

12.0

0.1

10.9

1.2

2.9

0.9

0.6

0.8

42.2

8.7

0.9

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、０歳で「10 子どもがまだ小さいため何歳くらいになったら利用しようと考

えている」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

子
ど
も
の
親
が

み
て
い
る 

２ 

子
ど
も
の
祖
父

母
や
親
戚
が
み
て
い

る ３ 

近
所
の
人
や
父

母
の
友
人
・
知
人
が
み

て
い
る 

４ 

利
用
し
た
い
が
、

保
育
の
事
業
に
空
き

が
な
い 

５ 

利
用
し
た
い
が
、

教
育
の
事
業
に
空
き

が
な
い 

６ 

利
用
し
た
い
が
、

経
済
的
な
理
由
で
保

育
の
事
業
を
利
用
で

き
な
い 

全  体 279 74.2  10.0  － 12.5  0.7  3.2  

０歳 97 75.3  6.2  － 8.2  1.0  3.1  

１歳 78 71.8  10.3  － 25.6  － 1.3  

２歳 46 84.8  6.5  － 8.7  － 4.3  

３歳 31 87.1  19.4  － 6.5  － 3.2  

４歳 1 100.0  － － － － － 

５歳 3 33.3  33.3  － 33.3  33.3  － 

６歳 20 45.0  20.0  － － － 10.0  
 

区分 

７ 

利
用
し
た
い
が
、

経
済
的
な
理
由
で
教

育
の
事
業
を
利
用
で

き
な
い 

８ 

利
用
し
た
い
が
、

時
間
帯
の
条
件
が
合

わ
な
い 

９ 

利
用
し
た
い
が
、

事
業
の
質
や
場
所
な

ど
、
納
得
で
き
る
事
業

が
な
い 

10 

子
ど
も
が
ま
だ

小
さ
い
た
め
何
歳
く

ら
い
に
な
っ
た
ら
利

用
し
よ
う
と
考
え
て

い
る 

11 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1.4  2.5  1.8  33.3  8.6  0.4  

０歳 － 2.1  2.1  51.5  8.2  － 

１歳 － － 3.8  26.9  2.6  － 

２歳 2.2  6.5  － 32.6  8.7  － 

３歳 － － － 16.1  － － 

４歳 － － － － － － 

５歳 － － － － － － 

６歳 15.0  10.0  － － 45.0  5.0  

 

 

問 38 問 37で「10 子どもがまだ小さいため今後利用しようと考えている」を選択し

た方に伺います。子どもが何歳になったら利用したいですか。 

「１歳」の割合が 36.6％と最も高く、次いで

「３歳」の割合が 34.4％、「２歳」の割合が 14.0％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２歳」の割合

が増加しています。一方、「３歳」の割合が減少し

ています。 

 

  

％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳以上

無回答

4.3

36.6

14.0

34.4

6.5

0.0

0.0

4.3

2.8

32.4

8.6

41.3

10.5

0.0

0.6

3.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 93）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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問 39 全ての方に伺います。教育・保育の事業を現在利用している、利用していないに

関わらず、平日の日中、定期的に利用したいと考える事業はどれですか。 

（該当するものすべてを選択） 

「３ 保育園」の割合が 51.7％と最も高く、次

いで「４ こども園」の割合が 47.1％、「１ 幼

稚園」の割合が 34.9％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１ 幼稚園」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、１歳で「３ 保育園」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

幼
稚
園 

２ 

幼
稚
園
の
預
か
り

保
育 

３ 

保
育
園 

４ 

こ
ど
も
園 

５ 

小
規
模
保
育
施
設 

６ 

家
庭
的
保
育 

７ 

事
業
所
内
保
育
施

設 ８ 

そ
の
他
の
認
可
外

の
保
育
施
設 

９ 

居
宅
訪
問
型
保 

10 

発
達
支
援
事
業
所 

11 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業 

12 

そ
の
他 

13 

利
用
す
る
必
要
は

な
い 

無
回
答 

全  体 1,049 34.9  23.3  51.7  47.1  8.6  1.9  6.0  2.6  2.7  4.6  10.2  3.9  0.2  0.6  

０歳 103 34.0  21.4  68.0  52.4  23.3  2.9  7.8  3.9  4.9  3.9  15.5  1.9  － － 

１歳 133 29.3  16.5  69.2  54.9  12.8  2.3  11.3  3.0  5.3  1.5  12.0  6.0  － － 

２歳 124 32.3  29.8  60.5  51.6  13.7  4.0  10.5  4.8  6.5  4.0  17.7  4.0  － 0.8  

３歳 137 38.0  23.4  51.1  58.4  8.0  1.5  2.9  1.5  2.9  5.1  7.3  0.7  － － 

４歳 179 33.0  21.2  53.1  48.6  3.9  1.1  6.1  1.7  1.1  6.1  5.6  0.6  0.6  － 

５歳 179 40.8  27.4  38.5  35.8  3.4  0.6  0.6  2.8  0.6  4.5  5.0  3.4  － － 

６歳 184 37.0  23.9  37.0  37.0  3.8  2.2  6.0  1.6  0.5  6.0  12.0  8.7  0.5  1.1  

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　幼稚園

２　幼稚園の預かり保育

３　保育園

４　こども園

５　小規模保育施設

６　家庭的保育

７　事業所内保育施設

８　その他の認可外の保
　　育施設

９　居宅訪問型保

10　発達支援事業所

11　ファミリー・サポー
　　ト・センター事業

12　その他

13　利用する必要はない

　　無回答

34.9

23.3

51.7

47.1

8.6

1.9

6.0

2.6

2.7

4.6

10.2

3.9

0.2

0.6

42.4

27.4

54.3

47.0

8.3

2.3

6.4

1.7

1.5

2.1

7.2

0.6

3.1

0.8

0 20 40 60 80 100
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、以前は就労していたが、現在は就労していないで「１ 幼稚園」

の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

幼
稚
園 

２ 

幼
稚
園
の
預
か
り

保
育 

３ 

保
育
園 

４ 

こ
ど
も
園 

５ 
小
規
模
保
育
施
設 

６ 

家
庭
的
保
育 

７ 

事
業
所
内
保
育
施

設 

全  体 1,045 34.7  23.2  51.7  47.2  8.6  1.9  6.0  

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度）で就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない 

292 13.7  11.6  69.9  42.5  6.2  2.4  8.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度）で就労しているが、産

休・育休・介護休業中である 

166 18.7  19.3  72.3  60.8  14.5  1.8  4.8  

パート・アルバイトなど（「フルタ

イム」以外）で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない 

286 38.1  29.7  44.4  49.7  5.2  2.1  6.6  

パート・アルバイトなど（「フルタ

イム」以外）で就労しているが、産

休・育休・介護休業中である 

29 41.4  37.9  72.4  55.2  10.3  3.4  6.9  

以前は就労していたが、現在は就労

していない 
254 64.2  29.9  24.8  40.9  11.4  1.2  3.5  

これまで就労したことがない 8 75.0  25.0  － 37.5  － － － 
 

区分 

８ 

そ
の
他
の
認
可
外

の
保
育
施
設 

９ 

居
宅
訪
問
型
保 

10 

発
達
支
援
事
業

所 11 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事

業 12 

そ
の
他 

13 

利
用
す
る
必
要

は
な
い 

無
回
答 

全  体 2.6  2.7  4.6  10.2  3.9  0.2  0.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度）で就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない 

2.4  3.4  4.5  11.0  6.5  0.3  0.3  

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度）で就労しているが、産

休・育休・介護休業中である 

6.0  4.8  1.2  15.1  3.0  0.6  － 

パート・アルバイトなど（「フルタ

イム」以外）で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない 

2.4  1.7  4.5  10.1  2.4  － 0.7  

パート・アルバイトなど（「フルタ

イム」以外）で就労しているが、産

休・育休・介護休業中である 

－ 6.9  3.4  10.3  － － － 

以前は就労していたが、現在は就労

していない 
1.2  1.2  6.7  6.7  3.9  － 0.4  

これまで就労したことがない － － 25.0  － － － － 
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問 40 教育・保育事業を利用したい場所はどちらですか。 

「１ 磐田市内」の割合が 94.9％、「２ 他の

市町村」の割合が 1.4％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

問 41 問 39で「１ 幼稚園」または「２ 幼稚園の預かり保育」を選択し、かつ「３

保育園」から「11 ファミリー・サポート・センター事業」も選択した方にうか

がいます。「３」から「11」の事業よりも幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて

利用する場合を含む）の利用を強く希望しますか。 

「１ はい」の割合が 18.9％、「２ いいえ」

の割合が 21.2％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ はい」「２

いいえ」の割合が減少しています。 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,838）

令和５年度調査

（回答者数 = 222）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,838）

％

１　磐田市内

２　他の市町村

　　無回答

94.9

1.4

3.6

97.1

1.1

1.8

0 20 40 60 80 100

％

１　はい

２　いいえ

　　無回答

18.9

21.2

59.9

29.6

32.3

38.1

0 20 40 60 80 100
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問 42 現在、お子さんが利用している地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごし

たり、相談をしたり、情報提供を受けたりする場）はどれですか。 

（利用しているものすべてを選択） 

「１ 子育て支援センター」の割合が 28.2％、

「３ 利用する必要はない」の割合が 67.2％とな

っています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、１歳で「１ 子育て支援センター」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー 

２ 

そ
の
他 

３ 

利
用
す
る
必
要
は

な
い 

無
回
答 

全  体 1,049 28.2  5.0  67.2  2.0  

０歳 103 51.5  3.9  45.6  1.0  

１歳 133 52.6  5.3  46.6  － 

２歳 124 32.3  8.1  62.1  3.2  

３歳 137 28.5  5.8  66.4  2.2  

４歳 179 24.0  3.9  72.1  1.1  

５歳 179 13.4  4.5  80.4  2.8  

６歳 184 13.6  4.3  82.6  0.5  

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　子育て支援センター

２　その他

３　利用する必要はない

　　無回答

28.2

5.0

67.2

2.0

28.3

6.3

67.5

0.8

0 20 40 60 80 100
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問 44 問 42で「１ 子育て支援センター」を選択した方に伺います。１か月当たりの

おおよその利用回数を入力してください。 

「１回」の割合が 35.5％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 15.5％、「５～９回」の割合が

10.5％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「０回」「４回」

「５～９回」の割合が増加しています。一方、「２

回」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 46 問 42で「２ その他」を選択した方に伺います。１か月当たりのおおよその利

用回数（頻度）を入力してください。 

「１回」の割合が 34.6％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 17.3％、「４回」の割合が 15.4％

となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「４回」「５～

９回」の割合が増加しています。一方、「２回」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

０回

１回

２回

３回

４回

５～９回

10～14回

15回以上

無回答

7.8

35.5

15.5

8.4

9.5

10.5

4.7

5.1

3.0

1.5

32.6

22.3

10.2

3.7

3.4

1.5

0.7

24.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 296）

平成30年度調査

（回答者数 = 537）

％

０回

１回

２回

３回

４回

５～９回

10～14回

15回以上

無回答

1.9

34.6

17.3

9.6

15.4

7.7

0.0

3.8

9.6

0.8

31.7

22.5

13.3

5.8

2.5

0.8

0.0

22.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 52）

平成30年度調査

（回答者数 = 120）
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問 47 問 42のような地域子育て支援拠点事業の利用について、どのように考えている

か教えてください。 

「３ 新たに利用したり、利用日数を増やした

りしたいとは思わない」の割合が 66.5％と最も高

く、次いで「１ 利用していないが、今後利用し

たい」の割合が 18.5％、「２ すでに利用してい

るが、今後利用日数を増やしたい」の割合が

13.6％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「３ 新たに利

用したり、利用日数を増やしたりしたいとは思わ

ない」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、１歳で「２ すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」の割合が

高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

利
用
し
て
い
な

い
が
、
今
後
利
用
し
た

い ２ 

す
で
に
利
用
し

て
い
る
が
、
今
後
利
用

日
数
を
増
や
し
た
い 

３ 

新
た
に
利
用
し

た
り
、
利
用
日
数
を
増

や
し
た
り
し
た
い
と

は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 1,049 18.5  13.6  66.5  1.3  

０歳 103 29.1  30.1  39.8  1.0  

１歳 133 18.0  31.6  48.9  1.5  

２歳 124 17.7  15.3  66.9  － 

３歳 137 19.7  9.5  70.1  0.7  

４歳 179 18.4  6.7  73.7  1.1  

５歳 179 16.2  7.8  74.9  1.1  

６歳 184 15.2  6.0  77.7  1.1  

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　利用していないが、
　　今後利用したい

２　すでに利用している
　　が、今後利用日数を
　　増やしたい

３　新たに利用したり、
　　利用日数を増やした
　　りしたいとは思わな
　　い

　　無回答

18.5

13.6

66.5

1.3

23.4

16.0

57.9

2.6

0 20 40 60 80 100
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問 48 問 47で「１ 利用していないが、今後利用したい」を選択した方に伺います。

１か月当たりのおおよその利用希望回数を入力してください。 

「１回」の割合が 27.8％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 26.3％、「３回」の割合が 12.4％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５～９回」の

割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 49 問 47で「２ すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」を選択した

方に伺います。１か月当たりのおおよその増やしたい希望の回数を教えてください。 

「５～９回」の割合が 20.3％と最も高く、次い

で「３回」の割合が 19.6％、「４回」の割合が

14.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「３回」「４回」

「５～９回」「10～14回」の割合が増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

０回

１回

２回

３回

４回

５～９回

10～14回

15回以上

無回答

1.0

27.8

26.3

12.4

6.7

10.8

1.0

1.0

12.9

0.0

30.9

23.0

8.1

7.2

4.7

1.6

0.5

24.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 194）

平成30年度調査

（回答者数 = 444）

％

０回

１回

２回

３回

４回

５～９回

10～14回

15回以上

無回答

0.0

6.3

12.6

19.6

14.0

20.3

9.8

0.7

16.8

0.0

11.2

16.4

10.2

7.6

7.2

3.6

0.7

43.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 143）

平成30年度調査

（回答者数 = 304）
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問 50 下記の支援サービスをこれまでに利用したことはありますか。また、今後利用した

いと思いますか。それぞれのサービスごとにあてはまるものを選択してください。 

『３ ひと・ほんの庭 にこっと』で「利用したことがある」の割合が、『４ 育児サポーター

派遣事業』で「知っているが利用したことがない」の割合が高くなっています。また、『５ 親支

援講座』で「知らない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「認知度・利用状況」と「今後の利用状況」が分かれていたため比較はできません。 

 

  

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 今後利用したい

今後利用したくない わからない

無回答

回答者数 = 1,049

１　子育て情報誌「わわわ」

２　いわた子育てアプリ
　　「母子モ」

３　ひと・ほんの庭　にこっと

４　育児サポーター派遣事業

５　親支援講座

46.4

30.8

72.4

12.1

28.3

32.6

34.0

14.7

50.5

20.8

13.7

29.0

8.6

30.1

43.0

1.6

0.8

2.0

1.7

1.2

0.4

1.4

0.2

1.5

1.0

4.6

3.2

1.4

3.3

4.6

0.7

0.8

0.8

0.7

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 51 宛名のお子さんについて、土曜日に、定期的な教育・保育事業の利用希望はあり

ますか（一時的な利用は除きます）。 

※教育・保育事業は、幼稚園・保育園・こども園、認可外保育施設などの事業を指し

ます。親族・知人による預かりは含みません。 

「１ 利用する必要はない」の割合が 78.5％と

最も高く、次いで「３ 月に１～２回は利用した

い」の割合が 15.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 利用する

必要はない」の割合が増加しています。一方、「３ 

月に１～２回は利用したい」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

問 52 問 51で「２ ほぼ毎週利用したい」を選択した方に伺います。利用したい時間

帯を教えてください。 

開始時刻 

「８時台」の割合が 63.9％と最も高く、次いで

「７時台」の割合が 23.0％、「９時台」の割合が

11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

終了時刻 

「17 時台」の割合が 31.1％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 24.6％、「16時台」の割合

が 11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

回答者数 = 61 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

23.0

63.9

11.5

0.0

1.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 61 ％

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

8.2

8.2

9.8

11.5

31.1

24.6

3.3

0.0

3.3

0 20 40 60 80 100

％

１　利用する必要はない

２　ほぼ毎週利用したい

３　月に１～２回は利用
　　したい

　　無回答

78.5

5.8

15.3

0.4

73.5

5.1

20.2

1.2

0 20 40 60 80 100
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問 53 問 51で「３ 月に１～２回は利用したい」を選択した方に伺います。利用した

い時間帯を教えてください。 

開始時刻 

「９時台」の割合が 44.7％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 33.5％、「７時台」の割合が

13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

終了時刻 

「17 時台」の割合が 26.7％と最も高く、次い

で「16時台」の割合が 22.4％、「18時台」の割合

が 15.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 54 宛名のお子さんについて、日曜日・祝日に、定期的な教育・保育事業の利用希望

はありますか（一時的な利用は除きます）。 

「１ 利用する必要はない」の割合が 85.0％と

最も高く、次いで「３ 月に１～２回は利用した

い」の割合が 12.2％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 利用する

必要はない」の割合が増加しています。 

 

  

回答者数 = 161 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

13.7

33.5

44.7

6.2

1.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 161 ％

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

13.7

7.5

11.8

22.4

26.7

15.5

1.2

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　利用する必要はない

２　ほぼ毎週利用したい

３　月に１～２回は利用
　　したい

　　無回答

85.0

1.9

12.2

0.9

81.9

2.0

14.9

1.2

0 20 40 60 80 100
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問 55 問 54で「２ ほぼ毎週利用したい」を選択した方に伺います。利用したい時間

帯を教えてください。 

開始時刻 

「８時台」の割合が 70.0％と最も高く、次いで

「７時台」の割合が 20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了時刻 

「17 時台」の割合が 40.0％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 20.0％、「16時台」の割合

が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 56 問 54で「３ 月に１～２回は利用したい」を選択した方に伺います。利用した

い時間帯を教えてください。 

開始時刻 

「８時台」の割合が 43.0％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 31.3％、「７時台」の割合が

20.3％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 20 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

20.0

70.0

5.0

0.0

5.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 20 ％

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

10.0

0.0

0.0

15.0

40.0

20.0

10.0

0.0

5.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 128 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

20.3

43.0

31.3

3.1

2.3

0 20 40 60 80 100
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終了時刻 

「17 時台」の割合が 33.6％と最も高く、次い

で「16時台」の割合が 21.9％、「18時台」の割合

が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 57 問 51もしくは問 54で、「３ 月に１～２回は利用したい」と答えた方にうかが

います。毎週ではなく、たまに利用したい理由はなんですか。 

（あてはまるもの全てにチェック） 

「１ 仕事の都合による」の割合が 77.7％、「２

親族の介護や手伝いが必要なため」の割合が

2.2％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 仕事の都

合による」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

※前回調査では、「仕事の都合による」の選択肢は「月に数回仕事が入るため」となっていました。 

 

 

問 58 「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。宛名のお子さんについて、夏休

み・冬休みなど長期休暇期間中の教育・保育事業の利用を希望しますか。 

「１ 利用する必要はない」の割合が 41.4％と

最も高く、次いで「３ 休みの期間中、週に数日

利用したい」の割合が 38.9％、「２ 休みの期間

中、ほぼ毎日利用したい」の割合が 18.2％となっ

ています。 

 

  

回答者数 = 128 ％

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

8.6

4.7

6.3

21.9

33.6

21.1

0.8

0.0

3.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 224）

平成30年度調査

（回答者数 = 488）

％

１　仕事の都合による

２　親族の介護や手伝い
　　が必要なため

３　その他

　　無回答

77.7

2.2

23.2

3.6

73.6

3.9

26.2

1.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 198 ％

１　利用する必要はない

２　休みの期間中、ほぼ
　　毎日利用したい
３　休みの期間中、週に
　　数日利用したい

　　無回答

41.4

18.2

38.9

1.5

0 20 40 60 80 100



 42 

問 59 問 58で「２ 休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」を選択した方に伺います。

利用したい時間帯を教えてください。 

開始時刻 

「８時台」の割合が 69.4％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 22.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了時刻 

「16 時台」の割合が 38.9％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 25.0％、「14時台」の割合

が 22.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 60 問 58で、「３ 休みの期間中、週に数日利用したい」を選択した方に伺います。

毎日ではなく、週に数日利用したい理由は何ですか。（あてはまるもの全てにチェック） 

「１ 仕事の都合による」の割合が 72.7％、「２

親族の介護や手伝いが必要なため」の割合が

2.6％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 仕事の都

合による」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

※前回調査では、「仕事の都合による」の選択肢は「月に数回仕事が入るため」となっていました。  

回答者数 = 36 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

8.3

69.4

22.2

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 36 ％

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

22.2

11.1

38.9

25.0

0.0

2.8

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 77）

平成30年度調査

（回答者数 = 157）

％

１　仕事の都合による

２　親族の介護や手伝い
　　が必要なため

３　その他

　　無回答

72.7

2.6

29.9

0.0

63.1

6.4

35.0

0.6

0 20 40 60 80 100
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問 61 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問 33で

「１ 利用している」を選択した方）にうかがいます。この１年間に、宛名のお子

さんが病気やけがで幼稚園・保育園・こども園などを利用できなかったことはあり

ましたか。 

「１ あった」の割合が 79.2％、「２ なかっ

た」の割合が 17.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ なかった」

の割合が増加しています。一方、「１ あった」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、２歳で「１ あった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

あ
っ
た 

２ 

な
か
っ
た 

無
回
答 

全  体 766 79.2  17.0  3.8  

０歳 6 66.7  33.3  － 

１歳 55 87.3  9.1  3.6  

２歳 78 89.7  9.0  1.3  

３歳 106 83.0  12.3  4.7  

４歳 177 80.2  14.7  5.1  

５歳 176 71.6  24.4  4.0  

６歳 163 76.7  20.2  3.1  

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 766）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,039）

％

１　あった

２　なかった

　　無回答

79.2

17.0

3.8

86.4

11.4

2.2

0 20 40 60 80 100
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外）で就労しているが、

産休・育休・介護休業中であるで「１ あった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

あ
っ
た 

２ 
な
か
っ
た 

無
回
答 

全  体 762 79.4  16.8  3.8  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）で就
労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

278 83.5  12.9  3.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）で就
労しているが、産休・育休・介護休業中である 

55 87.3  10.9  1.8  

パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外）で
就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

261 80.8  15.3  3.8  

パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外）で
就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

18 94.4  5.6  － 

以前は就労していたが、現在は就労していない 135 63.0  31.1  5.9  

これまで就労したことがない 8 75.0  25.0  － 

 

 

問 62 宛名のお子さんがこの１年間で病気やけがで幼稚園・保育園・こども園などを利

用できなかった場合に行った対処方法として、あてはまるものの日数を数字でご入

力ください（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください）。 

※病後児とは、病気の回復期の児童、病児とは、病気の回復期に至らない児童をい

います。 

「イ 母親が休んだ」の割合が 74.6％と最も高

く、次いで「ア 父親が休んだ」の割合が 46.1％、

「ウ （同居者を含む）親族・知人に子どもを看

てもらった」の割合が 37.1％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「ア 父親が休

んだ」「カ 病児の保育を利用した」の割合が増

加しています。一方、「ウ （同居者を含む）親

族・知人に子どもを看てもらった」の割合が減少

しています。 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 607）

平成30年度調査

（回答者数 = 898）

％

ア　父親が休んだ

イ　母親が休んだ

ウ　（同居者を含む）親
　　族・知人に子どもを
　　看てもらった

エ　父親又は母親のうち就
　　労していない保護者が
　　看た

オ　病後児の保育を利用し
　　た

カ　病児の保育を利用した

キ　ベビーシッターを利用
　　した

ク　ファミリー・サポー
　　ト・センター事業を
　　利用した

ケ　仕方なく子どもだけ
　　で留守番をさせた

コ　その他

　　無回答

46.1

74.6

37.1

18.3

4.0

4.8

0.0

0.5

1.0

2.1

5.3

30.5

76.6

44.2

18.3

5.6

0.6

0.1

0.0

0.2

1.3

0.6

0 20 40 60 80 100
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ア 父親が休んだ日数 

「５～９日」の割合が 27.1％と最も高く、次い

で「１日」、「２日」の割合が 18.2％となっていま

す。 

平成 30年度調査と比較すると、「５～９日」「10

～14 日」の割合が増加しています。一方、「１日」

「２日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

イ 母親が休んだ日数 

「10～14 日」の割合が 28.5％と最も高く、次

いで「15 日以上」の割合が 26.0％、「５～９日」

の割合が 24.7％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「10～14 日」

「15 日以上」の割合が増加しています。一方、「１

日」「２日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ （同居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらった日数 

「５～９日」の割合が 32.4％と最も高く、次い

で「10～14 日」の割合が 16.9％、「１日」、「２日」

の割合が 12.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５～９日」の

割合が増加しています。一方、「３日」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

  

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

18.2

18.2

15.7

3.2

27.1

15.0

2.5

0.0

0.7

28.5

24.8

13.9

3.6

17.5

6.2

1.5

3.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 280）

平成30年度調査

（回答者数 = 274）

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

3.3

5.7

9.3

2.4

24.7

28.5

26.0

0.0

0.3

9.7

11.8

12.4

4.8

25.6

17.6

11.3

6.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 453）

平成30年度調査

（回答者数 = 688）

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

12.4

12.4

12.0

3.6

32.4

16.9

10.2

0.0

0.5

9.3

15.1

17.6

6.3

22.2

13.6

9.1

6.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 225）

平成30年度調査

（回答者数 = 397）
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エ 父親又は母親のうち就労していない保護者が看た日数 

「５～９日」の割合が 32.4％と最も高く、次い

で「15日以上」の割合が 29.7％、「10～14 日」の

割合が 25.2％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５～９日」「15

日以上」の割合が増加しています。一方、「２日」

「３日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 病後児の保育を利用した日数 

「１日」の割合が 41.7％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 20.8％、「５～９日」の割合が

16.7％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１日」「５～

９日」「10～14日」の割合が増加しています。一

方、「２日」「３日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

カ 病児の保育を利用した日数 

「５～９日」の割合が 27.6％と最も高く、次い

で「３日」、「10～14 日」の割合が 20.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

  

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

3.6

3.6

3.6

1.8

32.4

25.2

29.7

0.0

0.0

7.3

11.6

15.2

2.4

25.6

21.3

7.9

8.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 111）

平成30年度調査

（回答者数 = 164）

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

41.7

20.8

4.2

0.0

16.7

12.5

4.2

0.0

0.0

34.0

28.0

22.0

4.0

4.0

0.0

0.0

8.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 24）

平成30年度調査

（回答者数 = 50）

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

10.3

10.3

20.7

6.9

27.6

20.7

3.4

0.0

20.0

40.0

20.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 29）

平成30年度調査

（回答者数 = 5）
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キ ベビーシッターを利用した日数 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

ク ファミリー・サポート・センター事業を利用した日数 

「１日」が２件となっています。「５～９日」が

１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数 

「１日」が３件となっています。「３日」が２件、

「２日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 3 ％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

66.7

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

50.0

16.7

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 6）

平成30年度調査

（回答者数 = 2）
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コ その他の日数 

「15 日以上」の割合が 38.5％と最も高く、次

いで「５～９日」の割合が 30.8％、「１日」の割

合が 15.4％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「３日」「５～

９日」「15日以上」の割合が増加しています。一

方、「２日」「10～14日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 63 問 62で「ア」「イ」のいずれかに回答した方にうかがいます。その際、「できれ

ば病児・病後児のための保育施設などを利用したい」と思われましたか。あてはま

る方に日数を数字でご記入ください。なお、病児・病後児のための事業等の利用に

は、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医の受診が必要となります。 

「３ 利用したいとは思わない」の割合が

56.9％と最も高く、次いで「１ できれば病後児

保育施設などを利用したい」の割合が 27.8％、

「２ できれば病児保育施設などを利用したい」

の割合が 14.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ できれば

病後児保育施設などを利用したい」「２ できれ

ば病児保育施設などを利用したい」の割合が増加

しています。 

 

 

  

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

15.4

7.7

7.7

0.0

30.8

0.0

38.5

0.0

0.0

16.7

16.7

0.0

0.0

25.0

8.3

8.3

25.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 13）

平成30年度調査

（回答者数 = 12）

令和５年度調査

（回答者数 = 485）

平成30年度調査

（回答者数 = 704）

％

１　できれば病後児保育
　　施設などを利用した
　　い

２　できれば病児保育施
　　設などを利用したい

３　利用したいとは思わ
　　ない

　　無回答

27.8

14.0

56.9

1.2

21.3

13.2

61.4

4.1

0 20 40 60 80 100
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「できれば病後児保育施設などを利用したい」を選択した方に伺います。利用したい日

数を入力してください。 

「５～９日」の割合が 27.4％と最も高く、次い

で「３日」の割合が 23.7％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「３日」の割合

が増加しています。一方、「１日」「２日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「できれば病児保育施設などを利用したい」を選択した方に伺います。利用したい日数

を入力してください。 

「５～９日」の割合が 39.7％と最も高く、次い

で「３日」の割合が 14.7％、「10～14日」の割合

が 13.2％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５～９日」「10

～14 日」の割合が増加しています。一方、「１日」

「２日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

1.5

8.9

23.7

1.5

27.4

9.6

3.7

23.7

0.0

10.0

18.0

16.0

2.7

24.7

8.7

1.3

18.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 135）

平成30年度調査

（回答者数 = 150）

％

０日

１日

２日

３日

４日

５～９日

10～14日

15日以上

無回答

0.0

2.9

4.4

14.7

0.0

39.7

13.2

4.4

20.6

1.1

11.8

14.0

12.9

1.1

32.3

7.5

2.2

17.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 68）

平成30年度調査

（回答者数 = 93）
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問 64 問 63で「３ 利用したいとは思わない」理由はなんですか 

（あてはまるものすべて選択）。 

「１ 病児・病後児を他人に看てもらうのは不

安」、「６ 親が仕事を休んで対応できる」の割合

が 51.8％と最も高く、次いで「９ 手間がかかる

から」の割合が 32.2％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「３ 利便性

（立地や利用可能時間・日数など）がよくない」

「４ 利用料が発生する・利用料が高い」「９ 手

間がかかるから」の割合が増加しています。一方、

「２ 質に不安がある」「５ 利用料がわからな

い」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない」の選択肢は「利便性」、「利用料が発生する・

利用料が高い」の選択肢は「利用料がかかる・高い」となっていました。 

 

 

 

問 65 宛名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、冠婚葬祭、

リフレッシュ、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業はあ

りますか。 

「１ 利用している」の割合が 5.1％、「２ 利

用していない」の割合が 93.3％となっています。 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 276）

平成30年度調査

（回答者数 = 432）

％

１　病児・病後児を他人に
　　看てもらうのは不安

２　質に不安がある

３　利便性（立地や利用可
　　能時間・日数など）が
　　よくない

４　利用料が発生する・利
　　用料が高い

５　利用料がわからない

６　親が仕事を休んで対応
　　できる

７　利用方法（手続きな
　　ど）がわからない

８　子どもが嫌がるから

９　手間がかかるから

10　その他

　　無回答

51.8

7.6

15.9

27.9

14.9

51.8

17.8

26.8

32.2

9.8

0.0

50.9

13.2

7.9

20.1

21.1

51.2

21.3

25.5

18.5

18.3

1.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,049 ％

１　利用している

２　利用していない

　　無回答

5.1

93.3

1.5

0 20 40 60 80 100
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利用している事業の内訳 

「１ 一時預かり」の割合が 42.6％と最も高

く、次いで「２ 幼稚園の預かり保育」の割合が

31.5％、「３ ファミリー・サポート・センター事

業」の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 一時預かりの日数（年間） 

「０日～４日」の割合が 60.9％と最も高く、次

いで「５日～10 日」の割合が 21.7％となってい

ます。 

平成 30 年度調査と比較すると、「０日～４日」

の割合が増加しています。一方、「15 日～20 日」

「20 日以上」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

２ 幼稚園の預かり保育の日数（年間） 

「０日～４日」の割合が 47.1％と最も高く、次

いで「５日～10 日」の割合が 35.3％となってい

ます。 

平成 30 年度調査と比較すると、「０日～４日」

「５日～10日」の割合が増加しています。一方、

「20 日以上」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

  

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

60.9

21.7

0.0

0.0

4.3

13.0

51.3

19.7

2.6

6.6

14.5

5.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 23）

平成30年度調査

（回答者数 = 76）

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

47.1

35.3

0.0

0.0

5.9

11.8

35.0

28.0

2.0

2.0

31.0

2.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 17）

平成30年度調査

（回答者数 = 100）

回答者数 = 54 ％

１　一時預かり

２　幼稚園の預かり保育

３　ファミリー・サポー
　　ト・センター事業

４　ベビーシッター

　　無回答

42.6

31.5

16.7

0.0

22.2

0 20 40 60 80 100
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３ ファミリー・サポート・センター事業の日数（年間） 

「０日～４日」が６件となっています。「５日

～10日」、「15日～20日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ベビーシッターの日数（年間） 

有効回答がありませんでした。 

 

 

問 66 問 65で「２ 利用していない」と回答した方に伺います。現在利用していない

理由は何ですか。(あてはまるもの全て選択) 

「１ 特に利用する必要がない」の割合が

61.8％と最も高く、次いで「８ 利用方法（手続

きなど）がわからない」の割合が 23.7％、「５ 利

用料が発生する・利用料が高い」の割合が 15.4％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 特に利用

する必要がない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「利便性（立地や利用可能時問・日数など）がよくない」の選択肢は「利便性がよくない」、「利用料が

発生する・利用料が高い」の選択肢は「利用料がかかる・高い」となっていました。 

  

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

66.7

11.1

0.0

11.1

0.0

11.1

75.0

14.3

0.0

0.0

7.1

3.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 9）

平成30年度調査

（回答者数 = 28）

令和５年度調査

（回答者数 = 979）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,645）

％

１　特に利用する必要がな
　　い

２　利用したい事業が地域
　　にない

３　質に不安がある

４　利便性（立地や利用可
　　能時問・日数など）が
　　よくない

５　利用料が発生する・利
　　用料が高い

６　利用料がわからない

７　自分が事業の対象者に
　　なるのかどうかわから
　　ない

９　その他

　　無回答

８　利用方法（手続きなど）
　　がわからない

61.8

5.9

5.4

6.3

15.4

9.0

15.3

23.7

5.1

0.8

74.0

2.1

6.6

3.2

14.7

9.9

10.6

19.3

9.7

0.4

0 20 40 60 80 100



 53 

問 67 宛名のお子さんについて、冠婚葬祭、リフレッシュ、親の通院、不定期の就労な

どの目的で、利用する必要があると思いますか。 

「１ 利用したい」の割合が 36.5％、「２ 利

用する必要はない」の割合が 61.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

利用したい目的の内訳 

「ア 買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の

習い事、リフレッシュなど」の割合が 76.8％と最

も高く、次いで「イ 冠婚葬祭、学校行事、子ど

も（兄弟姉妹を含む）や親の通院など」の割合が

68.4％、「ウ 不定期の就労」の割合が 19.1％と

なっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「ア 買物、子

ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事、リフレッ

シュなど」の割合が増加しています。一方、「ウ 

不定期の就労」の割合が減少しています。 

 

 

※前回調査では、「買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事、リフレッシュなど」の選択肢は「私用、リフレッシ

ュ目的」となっていました。 

 

 

問 67で利用したいと答えた方に伺います。利用したいものの日数をお答えください。 

ア 買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事、リフレッシュなどの日数（年間） 

「０日～４日」の割合が 60.9％と最も高く、次

いで「５日～10 日」の割合が 20.4％となってい

ます。 

平成 30 年度調査と比較すると、「０日～４日」

の割合が増加しています。一方、「５日～10 日」

「11 日～14 日」の割合が減少しています。 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

令和５年度調査

（回答者数 = 383）

平成30年度調査

（回答者数 = 754）

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

60.9

20.4

8.2

1.0

9.5

0.0

31.5

38.2

15.7

0.4

11.0

3.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 294）

平成30年度調査

（回答者数 = 511）

％

１　利用したい

２　利用する必要はない

　　無回答

36.5

61.7

1.8

39.7

56.8

3.5

0 20 40 60 80 100

％

ア　買物、子ども（兄弟姉
　　妹を含む）や親の習い
　　事、リフレッシュなど

イ　冠婚葬祭、学校行事、
　　子ども（兄弟姉妹を含
　　む）や親の通院など

ウ　不定期の就労

エ　その他

　　無回答

76.8

68.4

19.1

1.8

7.8

67.8

68.3

25.6

3.8

2.3

0 20 40 60 80 100
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イ 冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院などの日数（年間） 

「０日～４日」の割合が 61.1％と最も高く、次

いで「５日～10 日」の割合が 28.2％となってい

ます。 

平成 30 年度調査と比較すると、「０日～４日」

の割合が増加しています。一方、「５日～10 日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

ウ 不定期の就労の日数（年間） 

「０日～４日」の割合が 56.2％と最も高く、次

いで「５日～10 日」の割合が 30.1％、「20 日以

上」の割合が 11.0％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「０日～４日」

の割合が増加しています。一方、「20 日以上」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

エ その他の日数（年間） 

「０日～４日」が５件となっています。「５日

～10 日」が２件となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

61.1

28.2

5.3

0.4

5.0

0.0

33.0

47.2

7.2

1.4

6.8

4.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 262）

平成30年度調査

（回答者数 = 515）

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

56.2

30.1

1.4

1.4

11.0

0.0

25.9

32.1

4.1

0.5

32.1

5.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 73）

平成30年度調査

（回答者数 = 193）

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

71.4

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

37.9

27.6

3.4

6.9

17.2

6.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 7）

平成30年度調査

（回答者数 = 29）
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問 68 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛

名のお子さんを泊りがけで家族以外に見てもらわなければならないことはありまし

たか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。 

「１ あった」の割合が 8.6％、「２ なかった」

の割合が 89.9％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ なかった」

の割合が増加しています。一方、「１ あった」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

対処方法の内訳 

「ア （同居者を含む）親族・知人に看てもら

った」の割合が 64.4％と最も高く、次いで「エ 

仕方なく子どもを同行させた」の割合が 11.1％と

なっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「ア （同居者

を含む）親族・知人に看てもらった」「エ 仕方な

く子どもを同行させた」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「子育て短期支援事業（児童養護施設などで子どもを一時的に保護する事業）を利用した」の選択肢は

「子育て短期支援事業を利用した」、「イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッターなど）を利用した」の選

択肢は「子育て短期支援事業以外の保育事業」となっていました。 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

令和５年度調査

（回答者数 = 90）

平成30年度調査

（回答者数 = 285）

％

１　あった

２　なかった

　　無回答

8.6

89.9

1.5

15.0

83.2

1.7

0 20 40 60 80 100

％

ア　（同居者を含む）親
　　族・知人に看てもら
　　った

イ　子育て短期支援事業
　　（児童養護施設など
　　で子どもを一時的に
　　保護する事業）を利
　　用した

ウ　イ以外の保育事業（認
　　可外保育施設、ベビー
　　シッターなど）を利用
　　した

エ　仕方なく子どもを同行
　　させた

オ　仕方なく子どもだけで
　　留守番をさせた

カ　その他

　　無回答

64.4

1.1

1.1

11.1

2.2

1.1

32.2

85.6

0.4

0.0

16.5

0.4

2.5

0.7

0 20 40 60 80 100
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問 68で「１ あった」と答えた方に伺います。それぞれの泊数をお答えください。 

ア （同居者を含む）親族・知人に看てもらった泊数（年間） 

「０日～４日」の割合が 77.6％と最も高く、次

いで「５日～10 日」の割合が 17.2％となってい

ます。 

平成 30 年度調査と比較すると、「０日～４日」

の割合が増加しています。一方、「５日～10 日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 子育て短期支援事業（児童養護施設などで子どもを一時的に保護する事業）を利用した泊数（年間） 

「０日～４日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッターなど）を利用した泊数（年間） 

「20日以上」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 58）

平成30年度調査

（回答者数 = 244）

令和５年度調査

（回答者数 = 1）

平成30年度調査

（回答者数 = 1）

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

77.6

17.2

0.0

3.4

1.7

0.0

67.6

24.6

0.4

0.0

4.9

2.5

0 20 40 60 80 100

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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エ 仕方なく子どもを同行させた泊数（年間） 

「０日～４日」の割合が 80.0％と最も高く、次

いで「５日～10 日」の割合が 20.0％となってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「５日～10日」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

オ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた泊数（年間） 

「０日～４日」が２件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ その他の泊数（年間） 

「０日～４日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 10）

平成30年度調査

（回答者数 = 47）

令和５年度調査

（回答者数 = 2）

平成30年度調査

（回答者数 = 1）

令和５年度調査

（回答者数 = 1）

平成30年度調査

（回答者数 = 7）

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

80.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76.6

6.4

2.1

0.0

2.1

12.8

0 20 40 60 80 100

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0 20 40 60 80 100

％

０日～４日

５日～10日

11日～14日

15日～20日

20日以上

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

42.9

0.0

0.0

0.0

28.6

28.6

0 20 40 60 80 100
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問 69 問 68で「ア （同居者を含む）親族・知人に看てもらった」と答えた方にうか

がいます。看てもらうことを頼む際の困難度はどの程度でしたか。 

（１つだけ選択してください。） 

「３ 特に困難ではない」の割合が 46.6％と最

も高く、次いで「２ どちらかというと困難」の

割合が 39.7％、「１ 非常に困難」の割合が

12.1％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ どちらか

というと困難」の割合が増加しています。一方、

「３ 特に困難ではない」の割合が減少していま

す。 

 

 

問 70 宛名のお子さんが生まれた時、父母のいずれか、もしくは双方が育児休業を取得

しましたか。母親、父親それぞれについて、お答えください（ひとり親家庭の場合

は、いずれかで結構です）。（１つだけ選択） 

母親 

「２ 育児休業を取得した（取得中である）」

の割合が 56.9％と最も高く、次いで「１ 働いて

いなかった」の割合が 37.1％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ 育児休業

を取得した（取得中である）」の割合が増加して

います。一方、「１ 働いていなかった」「３ 育

児休業を取得していない」の割合が減少していま

す。 

 

※前回調査では、「育児休業を取得した（取得中である）」の選択肢は「取得した（取得中である）」、「育児休業を取得し

ていない」の選択肢は「取得していない」となっていました。 

 

父親 

「３ 育児休業を取得していない」の割合が

79.2％と最も高く、次いで「２ 育児休業を取得

した（取得中である）」の割合が 14.8％となって

います。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ 育児休業

を取得した（取得中である）」の割合が増加して

います。一方、「３ 育児休業を取得していない」

の割合が減少しています。 

 

※前回調査では、「育児休業を取得した（取得中である）」の選択肢は「取得した（取得中である）」、「育児休業を取得し

ていない」の選択肢は「取得していない」となっていました。  

令和５年度調査

（回答者数 = 58）

平成30年度調査

（回答者数 = 244）

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　非常に困難

２　どちらかというと困
　　難

３　特に困難ではない

　　無回答

12.1

39.7

46.6

1.7

13.1

36.5

50.0

0.4

0 20 40 60 80 100

％

１　働いていなかった

２　育児休業を取得した
　　（取得中である）
３　育児休業を取得して
　　いない

　　無回答

37.1

56.9

4.9

1.1

43.3

45.7

10.1

0.9

0 20 40 60 80 100

％

１　働いていなかった

２　育児休業を取得した
　　（取得中である）
３　育児休業を取得して
　　いない

　　無回答

1.0

14.8

79.2

5.0

0.6

2.8

88.7

8.0

0 20 40 60 80 100



 59 

問 71 母親について 

「１ 育児休業取得後、職場に復帰した」の割

合が 70.7％と最も高く、次いで「２ 現在も育児

休業中である」の割合が 24.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 育児休業

取得後、職場に復帰した」の割合が増加していま

す。一方、「２ 現在も育児休業中である」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

問 71 父親について 

「１ 育児休業取得後、職場に復帰した」の割

合が 97.4％と最も高くなっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 育児休業

取得後、職場に復帰した」の割合が増加していま

す。 

 

 

 

 

 

問 72 問 71で「２ 現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。宛名の

お子さんが１歳になったときに必ず預けられる事業があれば、１歳になるまで育児

休業を取得しますか。または、預けられる事業があっても１歳になる前に仕事に復

帰しますか。（１つだけ選択） 

「１ １歳になるまで育児休業を取得したい」

の割合が 91.0％、「２ １歳になる前に復帰した

い」の割合が 7.6％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ １歳にな

るまで育児休業を取得したい」の割合が増加して

います。 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 597）

平成30年度調査

（回答者数 = 867）

令和５年度調査

（回答者数 = 155）

平成30年度調査

（回答者数 = 53）

令和５年度調査

（回答者数 = 144）

平成30年度調査

（回答者数 = 290）

％

１　育児休業取得後、職
　　場に復帰した
２　現在も育児休業中で
　　ある
３　育児休業中に退職し
　　た

　　無回答

70.7

24.0

4.7

0.7

60.0

33.4

5.9

0.7

0 20 40 60 80 100

％

１　育児休業取得後、職
　　場に復帰した
２　現在も育児休業中で
　　ある
３　育児休業中に退職し
　　た

　　無回答

97.4

2.6

0.0

0.0

92.5

3.8

0.0

3.8

0 20 40 60 80 100

％

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

　　無回答

91.0

7.6

1.4

84.8

9.7

5.5

0 20 40 60 80 100
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問 73 問 70で母親が「３ 育児休業を取得していない」と回答した方に伺います。取

得していない理由はなんですか。あてはまるものすべて選択してください。 

「12 子育てや家事に専念するため退職した」

の割合が 29.4％と最も高く、次いで「６ 職場に

育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがな

かった）」の割合が 25.5％、「８ 仕事が忙しかっ

た」の割合が 11.8％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 職場に育

児休業を取りにくい雰囲気があった」「12 子育

てや家事に専念するため退職した」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 51）

平成30年度調査

（回答者数 = 192）

％

１　職場に育児休業を取り
　　にくい雰囲気があった

２　（産休後に）仕事に早
　　く復帰したかった

３　昇給・昇格などが遅れ
　　そうだった

４　保育園などに預けるこ
　　とができた

５　配偶者が無職、祖父母
　　などの親族に看てもら
　　えるなど、制度を利用
　　する必要がなかった。

６　職場に育児休業の制度
　　がなかった（就業規則
　　に定めがなかった）

７　育児休業を取得できる
　　ことを知らなかった

８　仕事が忙しかった

９　仕事に戻るのが難しそ
　　うだった

10　収入減となり、経済的
　　に苦しくなる

11　配偶者が育児休業制度
　　を利用した

12　子育てや家事に専念す
　　るため退職した

13　有期雇用のため、育児
　　休業の取得要件を満た
　　さなかった

14　産前産後の休暇（産前
　　６週間、産後８週間）
　　を取得できることを知
　　らず、退職した

15　その他

　　無回答

3.9

7.8

0.0

2.0

3.9

25.5

2.0

11.8

5.9

3.9

0.0

29.4

5.9

2.0

23.5

0.0

14.1

5.2

0.0

2.6

5.2

27.1

2.1

7.8

9.4

1.0

0.5

49.0

7.8

4.2

17.7

3.6

0 20 40 60 80 100
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問 73 問 70で父親が「３ 育児休業を取得していない」と回答した方に伺います。取

得していない理由はなんですか。あてはまるものすべて選択してください。 

「１ 職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった」の割合が 40.7％と最も高く、次いで「８ 

仕事が忙しかった」の割合が 37.8％、「10 収入

減となり、経済的に苦しくなる」の割合が 26.1％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 職場に育

児休業を取りにくい雰囲気があった」「８ 仕事

が忙しかった」の割合が増加しています。一方、

「５ 配偶者が無職、祖父母などの親族に看ても

らえるなど、制度を利用する必要がなかった。」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 831）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,682）

％

１　職場に育児休業を取り
　　にくい雰囲気があった

２　（産休後に）仕事に早
　　く復帰したかった

３　昇給・昇格などが遅れ
　　そうだった

４　保育園などに預けるこ
　　とができた

５　配偶者が無職、祖父母
　　などの親族に看てもら
　　えるなど、制度を利用
　　する必要がなかった。

６　職場に育児休業の制度
　　がなかった（就業規則
　　に定めがなかった）

７　育児休業を取得できる
　　ことを知らなかった

８　仕事が忙しかった

９　仕事に戻るのが難しそ
　　うだった

10　収入減となり、経済的
　　に苦しくなる

11　配偶者が育児休業制度
　　を利用した

12　子育てや家事に専念す
　　るため退職した

13　有期雇用のため、育児
　　休業の取得要件を満た
　　さなかった

14　産前産後の休暇（産前
　　６週間、産後８週間）
　　を取得できることを知
　　らず、退職した

15　その他

　　無回答

40.7

0.8

8.8

3.9

22.5

10.5

3.2

37.8

4.6

26.1

23.8

0.5

0.4

0.1

6.4

2.0

22.6

0.3

5.4

1.3

31.4

9.8

3.5

25.4

4.8

26.8

25.9

0.1

0.2

0.1

4.8

21.0

0 20 40 60 80 100



 62 

問 74 子育てと仕事の両立支援として、企業にどのようなことを期待しますか。 

（あてはまるもの全てを選択してください。） 

「３ 子どもが病気やけがをしたときに休暇

を取りやすい環境をつくる」の割合が 70.5％と最

も高く、次いで「１ 妊娠中や育児期間中の勤務

を軽減する（フレックスタイム制度や短時間勤務

制度等）」の割合が 56.0％、「２ 育児休業制度・

再雇用制度などを整備するとともに、制度を利用

しやすい環境をつくる」の割合が 46.1％となって

います。 

平成 30年度調査と比較すると、「１ 妊娠中や

育児期間中の勤務を軽減する（フレックスタイム

制度や短時間勤務制度等）」「２ 育児休業制度・

再雇用制度などを整備するとともに、制度を利用

しやすい環境をつくる」「３ 子どもが病気やけ

がをしたときに休暇を取りやすい環境をつくる」

「４ 事業所内に保育施設を設置する」「６ 子

育てと仕事の両立に向け、職場内の理解を深める

ための啓発を行う」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　妊娠中や育児期間中の
　　勤務を軽減する（フレ
　　ックスタイム制度や短
　　時間勤務制度等）

２　育児休業制度・再雇用
　　制度などを整備すると
　　ともに、制度を利用し
　　やすい環境をつくる

３　子どもが病気やけがを
　　したときに休暇を取り
　　やすい環境をつくる

４　事業所内に保育施設を
　　設置する

６　子育てと仕事の両立に
　　向け、職場内の理解を
　　深めるための啓発を行
　　う

７　特にない

８　その他

　　無回答

５　男性が育児休業制度を
　　利用しやすくなるなど、
　　子育てに男性が参加で
　　きる環境をつくる

56.0

46.1

70.5

27.6

43.0

44.3

2.8

3.0

17.4

71.3

57.5

86.2

39.5

44.5

56.8

2.5

5.8

2.0

0 20 40 60 80 100
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問 75 お子さんが小学生になられた時、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのよう

な場所で過ごさせたいと思いますか。小学校低学年（１～３年生)、高学年（４～６年

生）それぞれの欄であてはまるものの希望する週あたり日数を数字でご記入ください。 

低学年（１～３年生） 

「３ 習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

塾など）」の割合が 54.0％と最も高く、次いで「５ 

放課後児童クラブ（学童保育）」の割合が 52.8％、

「１ 自宅」の割合が 52.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅の日数 

「５日以上」の割合が 39.9％と最も高く、次い

で「３日」の割合が 27.3％、「２日」の割合が

15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

祖父母宅や友人・知人宅の日数 

「１日」の割合が 37.5％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 29.2％、「３日」の割合が 16.8％

となっています。 

 

 

  

回答者数 = 1,049 ％

１　自宅

２　祖父母宅や友人・知人
　　宅

３　習い事（ピアノ教室、
　　サッカークラブ、塾な
　　ど）

４　児童館

５　放課後児童クラブ（学
　　童保育）

６　放課後子ども教室

８　ファミリー・サポー
　　ト・センター

　　無回答

７　放課後等デイサービス
　　（障害児通所サービス）

９　その他（交流センター、
　　公園、図書館等）

52.3

27.7

54.0

9.3

52.8

14.3

4.1

1.6

18.2

7.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 549 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

8.7

15.7

27.3

8.4

39.9

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 291 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

37.5

29.2

16.8

2.4

14.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、塾など）の日数 

「１日」の割合が 46.5％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 38.9％、「３日」の割合が 11.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

児童館の日数 

「１日」の割合が 37.8％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 29.6％、「３日」の割合が 20.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ（学童保育）の日数 

「５日以上」の割合が 61.0％と最も高く、次い

で「３日」の割合が 17.7％、「４日」の割合が

10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ（学童保育）利用終了時刻 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

  

回答者数 = 566 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

46.5

38.9

11.7

1.8

1.2

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 98 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

37.8

29.6

20.4

2.0

10.2

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 554 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

2.9

7.6

17.7

10.8

61.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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放課後子ども教室の日数 

「１日」の割合が 37.3％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 22.7％、「２日」、「５日以上」

の割合が 19.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

放課後等デイサービス（障害児通所サービス）の日数 

「５日以上」の割合が 27.9％と最も高く、次い

で「３日」の割合が 25.6％、「１日」の割合が

23.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

ファミリー・サポート・センターの日数 

「２日」の割合が 41.2％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 35.3％、「３日」、「５日以上」

の割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

その他（交流センター、公園、図書館等）の日数 

「１日」の割合が 49.7％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 30.4％、「３日」の割合が 15.7％

となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 150 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

37.3

19.3

22.7

1.3

19.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 43 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

23.3

20.9

25.6

2.3

27.9

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 17 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

35.3

41.2

11.8

0.0

11.8

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 191 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

49.7

30.4

15.7

0.5

3.7

0.0

0 20 40 60 80 100
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高学年（４～６年生） 

「１ 自宅」の割合が 64.2％と最も高く、次い

で「３ 習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

塾など）」の割合が 60.0％、「５ 放課後児童クラ

ブ（学童保育）」の割合が 32.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅の日数 

「５日以上」の割合が 38.5％と最も高く、次い

で「３日」の割合が 32.4％、「２日」の割合が

19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

祖父母宅や友人・知人宅の日数 

「２日」の割合が 34.4％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 29.6％、「３日」の割合が 23.9％

となっています。 

 

 

  

回答者数 = 1,049 ％

１　自宅

２　祖父母宅や友人・知人
　　宅

３　習い事（ピアノ教室、
　　サッカークラブ、塾な
　　ど）

４　児童館

５　放課後児童クラブ（学
　　童保育）

６　放課後子ども教室

８　ファミリー・サポー
　　ト・センター

　　無回答

７　放課後等デイサービス
　　（障害児通所サービス）

９　その他（交流センター、
　　公園、図書館等）

64.2

29.9

60.0

9.7

32.8

17.3

3.9

1.6

20.0

14.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 673 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

5.1

19.0

32.4

5.1

38.5

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 314 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

29.6

34.4

23.9

1.3

10.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、塾など）の日数 

「２日」の割合が 44.0％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 26.7％、「１日」の割合が 23.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

児童館の日数 

「１日」の割合が 35.3％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 33.3％、「３日」の割合が 25.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ（学童保育）の日数 

「５日以上」の割合が 34.6％と最も高く、次い

で「３日」の割合が 32.3％、「２日」の割合が

21.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ（学童保育）利用終了時刻 

有効回答がありませんでした。 

 

 

  

回答者数 = 629 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

23.5

44.0

26.7

4.0

1.7

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 102 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

35.3

33.3

25.5

1.0

4.9

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 344 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

5.2

21.8

32.3

5.8

34.6

0.3

0 20 40 60 80 100
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放課後子ども教室の日数 

「３日」の割合が 29.1％と最も高く、次いで

「１日」、「２日」の割合が 28.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

放課後等デイサービス（障害児通所サービス）の日数 

「３日」の割合が 36.6％と最も高く、次いで

「５日以上」の割合が 22.0％、「１日」、「２日」

の割合が 19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリー・サポート・センターの日数 

「１日」、「２日」の割合が 35.3％と最も高く、

次いで「３日」の割合が 17.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

その他（交流センター、公園、図書館等）の日数 

「１日」の割合が 39.0％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 30.0％、「３日」の割合が 24.3％

となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 182 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

28.0

28.0

29.1

0.5

14.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 210 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

39.0

30.0

24.3

1.9

4.3

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 41 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

19.5

19.5

36.6

2.4

22.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 17 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

35.3

35.3

17.6

0.0

11.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 76 問 75で「５ 放課後児童クラブ（学童保育）」に記入した方にうかがいます。宛

名のお子さんについて、今後、放課後児童クラブを利用したいですか。平日、土曜

日、日曜日・祝日及び夏休み・冬休みなどの長期休暇中のそれぞれについて回答し

てください。なお、事業の利用には、一定の利用料がかかります。 

平日（１つだけ選択） 

「１ 低学年（１～３年生）の間は利用したい」

の割合が 51.8％と最も高く、次いで「２ 高学年

まで利用したい」の割合が 43.9％、「３ 利用す

る必要はない」の割合が 3.2％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１ 低学年

（１～３年生）の間は利用したい」の割合が増加

しています。一方、「２ 高学年まで利用したい」

の割合が減少しています。 

 

 

問 76－１ 低学年（１～３年生）利用したい時間帯について（下校時から何時まで）（平日） 

「18 時台」の割合が 43.5％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 36.6％、「16時台」の割合

が 11.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 76－２ 高学何年生まで利用したいですか（平日） 

「６年生」の割合が 75.2％と最も高く、次いで

「４年生」の割合が 10.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「６年生」の割

合が増加しています。一方、「４年生」「５年生」

の割合が減少しています。 

 

  

％

２　高学年まで利用した
　　い

３　利用する必要はない

　　無回答

１　低学年（１～３年生）
　　の間は利用したい

51.8

43.9

3.2

1.2

41.3

52.1

3.0

3.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 295 ％

放課後から15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.3

0.7

9.8

36.3

48.8

2.0

0.0

2.0

0 20 40 60 80 100

％

４年生

５年生

６年生

無回答

18.4

18.4

59.8

3.4

10.6

4.9

76.4

8.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 250）

平成30年度調査

（回答者数 = 87）

令和５年度調査

（回答者数 = 570）

平成30年度調査

（回答者数 = 167）
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問 76－３ 高学年で利用したい時間帯について（何時まで）（平日） 

「18 時台」の割合が 53.6％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 32.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 76－４ 土曜日（１つだけ選択） 

「３ 利用する必要はない」の割合が 67.7％と

最も高くなっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１ 低学年

（１～３年生）の間は利用したい」「３ 利用す

る必要はない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 76－５ 低学年（１～３年生）利用したい時間帯について（何時から）（土曜日） 

「８時台」の割合が 43.5％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 28.2％、「７時台」の割合が

21.2％となっています。 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 167）

回答者数 = 85 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

1.2

21.2

43.5

28.2

3.5

2.4

0 20 40 60 80 100

％

２　高学年まで利用した
　　い

３　利用する必要はない

　　無回答

１　低学年（１～３年生）
　　の間は利用したい

8.1

5.0

67.7

19.3

11.4

7.2

71.3

10.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 250 ％

放課後から15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.8

4.8

32.0

53.6

8.0

0.4

0.4

0 20 40 60 80 100
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何時まで 

「18 時台」の割合が 31.8％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 23.5％、「15時より前」の

割合が 18.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 76－６ 高学何年生まで利用したいですか（土曜日） 

「６年生」の割合が 82.7％と最も高くなってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「６年生」の割

合が増加しています。一方、「５年生」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

問 76－７ 高学年で利用したい時間帯について（何時から）（土曜日） 

「８時台」の割合が 48.1％と最も高く、次いで

「７時台」の割合が 23.1％、「９時台」の割合が

21.2％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 85 ％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

18.8

5.9

12.9

23.5

31.8

4.7

0.0

2.4

0 20 40 60 80 100

％

４年生

５年生

６年生

無回答

3.8

1.9

82.7

11.5

0.0

33.3

66.7

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 52）

平成30年度調査

（回答者数 = 12）

回答者数 = 52 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

23.1

48.1

21.2

1.9

5.8

0 20 40 60 80 100
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何時まで 

「18 時台」の割合が 38.5％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 34.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 76－８ 日曜日・祝日（１つだけ選択） 

「３ 利用する必要はない」の割合が 70.4％と

最も高くなっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ 高学年ま

で利用したい」「３ 利用する必要はない」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

問 76－９ 低学年（１～３年生）利用したい時間帯について（何時から）（日曜日・祝日） 

「８時台」の割合が 53.6％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 23.2％、「７時台」の割合が

17.9％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 52 ％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

5.8

1.9

9.6

34.6

38.5

3.8

0.0

5.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 167）

回答者数 = 56 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

17.9

53.6

23.2

0.0

5.4

0 20 40 60 80 100

％

２　高学年まで利用した
　　い

３　利用する必要はない

　　無回答

１　低学年（１～３年生）
　　の間は利用したい

5.3

4.1

70.4

20.1

6.0

9.0

74.9

10.2

0 20 40 60 80 100



 73 

何時まで 

「18 時台」の割合が 39.3％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 26.8％、「16時台」の割合

が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 76－10 高学何年生まで利用したいですか（日曜日・祝日） 

「６年生」の割合が 79.1％と最も高くなってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「６年生」の割

合が増加しています。一方、「４年生」「５年生」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

問 76－11 高学年で利用したい時間帯について（何時から）（日曜日・祝日） 

「８時台」の割合が 60.5％と最も高く、次いで

「７時台」の割合が 23.3％、「９時台」の割合が

11.6％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 56 ％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

5.4

1.8

16.1

26.8

39.3

5.4

0.0

5.4

0 20 40 60 80 100

％

４年生

５年生

６年生

無回答

4.7

9.3

79.1

7.0

26.7

20.0

46.7

6.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 43）

平成30年度調査

（回答者数 = 15）

回答者数 = 43 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

23.3

60.5

11.6

2.3

2.3

0 20 40 60 80 100
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何時まで 

「17 時台」の割合が 34.9％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 27.9％、「19時台」の割合

が 11.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 76－12 長期休暇中（１つだけ選択） 

「２ 高学年まで利用したい」の割合が 31.0％

と最も高く、次いで「１ 低学年（１～３年生）

の間は利用したい」の割合が 28.4％、「３ 利用

する必要はない」の割合が 22.2％となっていま

す。 

平成 30年度調査と比較すると、「３ 利用する

必要はない」の割合が増加しています。一方、「１ 

低学年（１～３年生）の間は利用したい」「２ 高

学年まで利用したい」の割合が減少しています。 

 

 

 

問 76－13 低学年（１～３年生）利用したい時間帯について（何時から）（長期休暇中） 

「８時台」の割合が 54.7％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 23.2％、「７時台」の割合が

16.4％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 43 ％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

7.0

7.0

7.0

34.9

27.9

11.6

0.0

4.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 167）

回答者数 = 298 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.3

16.4

54.7

23.2

1.3

4.0

0 20 40 60 80 100

％

２　高学年まで利用した
　　い

３　利用する必要はない

　　無回答

１　低学年（１～３年生）
　　の間は利用したい

28.4

31.0

22.2

18.4

34.1

57.5

3.6

4.8

0 20 40 60 80 100
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何時まで 

「17 時台」の割合が 42.6％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 32.2％、「16時台」の割合

が 11.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 76－14 高学何年生まで利用したいですか（長期休暇中） 

「６年生」の割合が 80.3％と最も高くなってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「６年生」の割

合が増加しています。一方、「４年生」「５年生」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

問 76－15 高学年で利用したい時間帯について（何時から）（長期休暇中） 

「８時台」の割合が 59.1％と最も高く、次いで

「７時台」の割合が 19.4％、「９時台」の割合が

18.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 298 ％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

4.7

5.7

11.1

42.6

32.2

0.7

0.0

3.0

0 20 40 60 80 100

％

４年生

５年生

６年生

無回答

4.0

6.8

80.3

8.9

12.5

17.7

65.6

4.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 325）

平成30年度調査

（回答者数 = 96）

回答者数 = 325 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.3

19.4

59.1

18.8

0.6

1.8

0 20 40 60 80 100
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何時まで 

「18 時台」の割合が 46.2％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 31.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 77 あなたは、市から子育てに関するどのような情報を得たいですか 

（あてはまるもの全て選択）。 

「４ 子育て支援に関する制度についての情

報」の割合が 68.0％と最も高く、次いで「１ 子

育てに関するイベント情報」の割合が 65.2％、

「２ 子育てに役立つ知識」の割合が 42.6％とな

っています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ 子育てに

役立つ知識」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

問 78 お子さんの発達や発育について、他の子どもと比べて気になることがあります

か。（１つだけ選択） 

「３ あまり気にならない」の割合が 39.4％と

最も高く、次いで「２ 多少は気になる」の割合

が 27.1％、「４ 全く気にならない」の割合が

20.9％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２ 多少は気

になる」の割合が減少しています。 

 

  

回答者数 = 325 ％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

1.5

4.3

8.0

31.7

46.2

6.5

0.0

1.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　子育てに関するイベ
　　ント情報

２　子育てに役立つ知識

３　子育てに関する相談
　　先
４　子育て支援に関する
　　制度についての情報

５　その他

　　無回答

65.2

42.6

30.7

68.0

1.5

4.4

68.7

53.4

30.6

65.8

1.8

3.7

0 20 40 60 80 100

％

１　とても気になる

２　多少は気になる

３　あまり気にならない

４　全く気にならない

５　なんともいえない

　　無回答

7.9

27.1

39.4

20.9

3.0

1.8

5.3

34.0

34.9

20.7

4.1

1.1

0 20 40 60 80 100
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問 79 問 78で１・２と答えた方にうかがいます。お子さんの発達や発育について、家

族以外で相談できる人や場所はありますか。 

「１ ある」の割合が 73.3％と最も高く、次い

で「２ ない」の割合が 13.4％、「３ わからな

い」の割合が 13.1％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「３ わからな

い」の割合が増加しています。一方、「１ ある」

の割合が減少しています。 

 

 

 

問 80 問 79で「１ ある」と答えた方に伺います。それは誰（どこ）ですか。 

（あてはまるもの全てを選択） 

「ア 幼稚園・保育園・こども園など」の割合

が 68.8％と最も高く、次いで「エ 病院」の割合

が 29.0％、「ウ 磐田市発達支援センター（はあ

と）」の割合が 24.5％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「ウ 磐田市発

達支援センター（はあと）」「オ 障害児通所サー

ビス事業所」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 81 子育てに不安や負担を感じることがありますか。（１つだけ選択） 

「２ 多少は不安や負担を感じる」の割合が

49.6％と最も高く、次いで「３ あまり不安や負

担などは感じない」の割合が 21.8％、「４ 不安

や負担などは感じない」の割合が 12.3％となって

います。 

平成 30年度調査と比較すると、「４ 不安や負

担などは感じない」の割合が増加しています。一

方、「２ 多少は不安や負担を感じる」の割合が

減少しています。 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 367）

平成30年度調査

（回答者数 = 745）

令和５年度調査

（回答者数 = 269）

平成30年度調査

（回答者数 = 608）

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　ある

２　ない

３　わからない

　　無回答

73.3

13.4

13.1

0.3

81.6

10.2

7.4

0.8

0 20 40 60 80 100

％

ア　幼稚園・保育園・こ
　　ども園など

イ　子育て支援センター

ウ　磐田市発達支援セン
　　ター（はあと）

エ　病院

オ　障害児通所サービス
　　事業所

カ　保健師

キ　その他

　　無回答

68.8

21.6

24.5

29.0

11.2

7.1

6.7

0.4

64.3

26.3

9.9

29.9

4.4

8.6

10.7

0.2

0 20 40 60 80 100

％

１　不安や負担を感じる

２　多少は不安や負担を
　　感じる
３　あまり不安や負担な
　　どは感じない
４　不安や負担などは感
　　じない

５　なんともいえない

　　無回答

11.3

49.6

21.8

12.3

2.5

2.5

11.2

57.1

20.5

6.9

3.1

1.2

0 20 40 60 80 100



 78 

問 82 磐田市の子育て環境や支援の満足度について、１～５の５段階でお答えください。 

「３ どちらとも言えない」の割合が 42.8％と

最も高く、次いで「２ 高い」の割合が 40.6％と

なっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　非常に高い

２　高い

３　どちらとも言えない

４　低い

５　常に低い

　　無回答

5.4

40.6

42.8

7.6

1.4

2.1

5.7

42.2

42.3

6.5

1.8

1.4

0 20 40 60 80 100
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問 83 子育てを支援するために効果が高いと考えられる施策についてお答えください。 

（あてはまるものすべてを選択） 

「３ 保育園や放課後児童クラブなど、就労している方の子どもを預かる施設の整備」の割合

が 57.5％と最も高く、次いで「13 子どもの遊び場・居場所の整備」の割合が 55.9％、「６ 子

どもの進学にかかる費用負担の軽減」の割合が 54.7％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１ 子育てに関する情報発信の充実」「３ 保育園や放課後

児童クラブなど、就労している方の子どもを預かる施設の整備」「４ 一時的に子どもを預かる

サービスの充実」「５ 幼推園・保育園・こども園などの費用負担の軽減」「６ 子どもの進学に

かかる費用負担の軽減」「７ 多子世帯に対する経済的な支援」「８ 子育て世帯の住宅取得に関

する支援」「９ 妊産婦や乳幼児健康診査、保健指導等の母子保健体制の整備」「10 出産や不妊

治療に対する経済的支援の充実」「12 子どもの見守りなど、地域で子どもを守っていく体制づ

くり」「13 子どもの遊び場・居場所の整備」「16 子どもが安心して医療機関を受診できる体制

づくり」「17 病気や障がいのことなどについての専門的な支援」「18 短時間勤務制度導入など

仕事と家庭の両立を図るための就労環境の整備」「19 男性の家事・育児への参画のための男性

への意識啓発」「20 児童への虐待に対する対策の充実」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和５年度調査

（回答者数 = 1,049）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,897）

％

１　子育てに関する情報発
　　信の充実

２　子育てについて、気軽
　　に相談できる窓口やサ
　　ービスの充実

３　保育園や放課後児童ク
　　ラブなど、就労してい
　　る方の子どもを預かる
　　施設の整備

４　一時的に子どもを預か
　　るサービスの充実

５　幼推園・保育園・こど
　　も園などの費用負担の
　　軽減

６　子どもの進学にかかる
　　費用負担の軽減

７　多子世帯に対する経済
　　的な支援

８　子育て世帯の住宅取得
　　に関する支援

９　妊産婦や乳幼児健康診
　　査、保健指導等の母子
　　保健体制の整備

10　出産や不妊治療に対す
　　る経済的支援の充実

11　子育て世帯同士が繋が
　　りあえる環境づくり

12　子どもの見守りなど、
　　地域で子どもを守って
　　いく体制づくり

23.9

30.3

57.5

37.1

53.3

54.7

28.9

20.6

23.7

29.8

19.2

30.8

29.3

30.1

65.2

44.1

64.9

64.4

34.7

29.1

30.0

40.9

23.9

40.5

0 20 40 60 80 100
％

13　子どもの遊び場・居場
　　所の整備

14　多世代で交流できる場
　　の充実

15　あらゆる世代、性別に
　　関わらず、だれもが子
　　育てについて学べる機
　　会の充実

16　子どもが安心して医療
　　機関を受診できる体制
　　づくり

17　病気や障がいのことな
　　どについての専門的な
　　支援

18　短時間勤務制度導入な
　　ど仕事と家庭の両立を
　　図るための就労環境の
　　整備

19　男性の家事・育児への
　　参画のための男性への
　　意識啓発

20　児童への虐待に対する
　　対策の充実

21　特にない

22　その他

　　無回答

55.9

9.1

12.7

39.4

19.6

34.0

24.6

14.2

3.0

1.7

2.7

64.4

12.2

16.8

47.0

25.1

52.3

30.7

19.7

0.9

2.0

1.3

0 20 40 60 80 100
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問 84 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい

ましたら、自由にご記入ください。 

※（ ）は意見数 

項目 主な意見 

１．お住まいの地域やご家族、ご家庭
の状況について（18） 

・父親が土日も仕事、月４日しか休みがないため、土日はワンオペ育児
の状態となる。祖父母も県外在住。そのため心身ともに休まらず何度
も退職を検討した。 

・共働きが当たり前の時代なのに PTA 制度が残っていて正直しんどい。
旗振り当番など高齢者の方にお願いできないか？子育て世代より時
間に余裕があると思う。 

・雨の日でも身体を動かして遊べる施設が駅周辺に欲しいと思う。道が
狭く街灯も少なく通学路に不安が多い。実際に事故、変質者の報告も
多く不安。 

・地区の小学校統一を希望。費用削減:校舎の管理、教職員の数(特に校
長、教頭等の管理職)等 費用追加:送り迎えのバス運用費用 子供
達:色々な感性の子供と関わる事で感性の成長。部活クラブ活動の充
実。小中一貫校を目指すのは市の取り組みとして理解しているが、そ
こまで一気に持ってくのは時間も労力もかかると感じている。地区に
おいては小学校がひと学年１クラスとなっており少子化が非常に進
んでいる。このため小学校のみでも先行して統合する事で上記の利点
が生まれると感じている。ぜひ早期の検討、実施をお願いする。保育
園、幼稚園の統合。隣同士の施設となる。運用等が可能であれば統合
を視野に検討をお願いしたい。 

・近所に改造車の停まっている家庭があり夜遅くまでバーベキューなど
をしていることがあり大変迷惑。夕方は親子でバイクや車をふかして
いることもあり怖い。地域の警備強化も行ってほしい。 

２．子育てをめぐる環境について（71） 

・子供達がもっと、自由に遊べる場所があるといいと思う。特に、幼稚
園世代、小学生世代の子供の遊び場が減ってきている。公園の遊具も
古いものが多く、少しきけんに感じる。また、小学生の通学路の整備
ももっと、しっかりしてほしい。交通量の多い場所の登下校、古くな
りサビが目立つ歩道橋、もし何かあった時では、遅いと思う。ぜひ、
通学の環境をもっと良くしてほしい。そして、子供だけでも遊べる場
所をもっと増やしてあげてほしい。 

・公園の老朽化、特に遊具、トイレの整備を希望する。学校や保育園の
施設整備、トイレやエアコンの整備を希望する。小学校はトイレが特
に老朽化しており、ドアが壊れていて子供が閉じ込められることが
時々ある。トイレ自体もかなり古く、様式も増やしてほしい。体育館
側のトイレは大人では正直気が引けてしまう。エアコンも体育館や他
の教科で利用する部屋も入れてほしい。幼稚園は、設備が古いという
理由で選択せず、私立を選ぶ方が多いと聞く。また、小学校の学区に
は一つも保育園がない。一応学区外。老朽化も進んでおり、整備を希
望する。 

・病院にかかる費用の自己負担なし、中学生になるときの制服の補助な
ど、いろいろやってくれてありがとう。磐田市がやってくれている事
業の周知をもっとしたほうがいいと思う。今後も医療費用の自己負担
なしは継続してもらえたら嬉しい。住民に通学路の周知をしてもらえ
ると嬉しい。災害があったときなど、子供達がここを通っていること
がわかれば助けあえると思う。逆に知らせることで、犯罪に巻き込ま
れることがあるかもしれないので、何が正解なのか分からないが、協
力できる社会ならいいと思う。 
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・弟が１人いる。母が就業していないので、長男と同じく、３歳まで家
庭保育の予定。支援センターはよく利用させてもらっていて、先生方
と子育てのこと、それ以外のことといろいろ話を聞いてもらい、母の
リフレッシュにもなっていて助かっている。３歳までは親子の信頼関
係などを育てる時期だと思っているが、早いうちから集団生活を少し
でも経験させたい。低価格で１歳児から学年別で集まれる親子教室が
あると嬉しい。 

・10 年程前「子育てなら磐田」と謳っていたように記憶しているが、聞
かなくなったなと思う。磐田に住んでいるからこその子育ての魅力・
強みに繋がっていくと学生の頃の若い自分は未来に思いを馳せてい
たが、結婚出産をしたがそのような特別な何かはなかったなと思う。
今回のアンケートがアンケートだけで終わらぬことに期待している。 

３．保護者の就労状況について（19） 

・子育て支援、色々とありがとう。よく「にこっと」を利用させていた
だき楽しんでいる。男性がもっと気軽に時短勤務等取得できると手助
けになると思う。 

・就学してからも、まだまだ親を必要とする場面は多い。子どもが小学
生のうちは、未就学時期同様の対応が必要と感じる。就労形態を選べ
ると安心した育児へとつながると感じる。 

・子どもの長期休暇に合わせて働ける環境があれば嬉しい。 

・子供３人だが、３人ともアレルギー性鼻炎、乾燥肌(１人はアトピー性
皮膚炎)がある。また１人が風邪を引くと他の子にもうつり、医療機関
にお世話になることが多い。市は子供の医療費が無料なのでとても助
かっている。症状が軽い段階で対処できる。コドモンの導入はとても
よかった。小学生とこども園に通っている子供３人の情報がひとつの
アプリで管理でき、夫婦で情報を共有できることはとても助かった。
特にこども園では、先生とのやり取りが連絡帳に手書きするよりも格
段に楽で時間短縮になったので、家庭での子供の様子や伝えたいこと
などをより細かく伝えることができている(気づいたときにすぐ下書
きとして記入しておけるため)園からのお知らせもアプリ内で確認で
きるためお手紙の紛失で困ることも減った。こども園とのやり取りは
製本できるため、育児日記代わりにおもしろいエピソードなども書き
込み、ネタ帳のように使っている。母子手帳アプリは、我が家ではあ
まり出番がない。医療機関などと連携されて自動的に予防接種の記録
がされたり健診の記録が自動的に入ったりすれば利用頻度は上がる
気がするが、今のところ手帳タイプの方がよく使用されている。３人
目が産まれたときに、３人分を逐一手打ちで入れる作業もしたが、そ
れがとても面倒で結局挫折し、その後は「面倒」というイメージがつ
いてしまい利用頻度が減った。市のラインがとても便利。健診の予約
もできるようになり、それ以外でも災害関連なども必要な情報が手に
入りやすいツールだと思う。子育て関連のお知らせもラインで入って
くると楽にはなるが、あまりにも膨大になると見なくなって必要な情
報が埋もれてしまうため、難しい所だなと思う。健診など大事な情報
だけ流したり、こちらからアクセスしたり、今くらいがいいのかなと
も感じる。しっぺいの存在には意外と助けられている。市役所や市の
関連のものにはしっぺいがついているため見分けやすいし、我が家の
車にもしっぺいのステッカーが貼ってあるが、他の車にしっぺいのス
テッカーがついているのを見つけるとなんとなく仲間意識があって
子供たちとも話が弾む。 

・幼稚園や小学校低学年の母親達が、働きやすい環境ができてくれると
嬉しい。 
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４．保育園や幼稚園などの利用状況や
意向について(91) 

・保育部門に入れなくて、お弁当が負担。夏は特に腐ったりしないか気
をつかう。給食代とは別に料金負担があっても了解されたい方がかな
りいると思う。そういう事も考えてもらえたらと思う。保育園部門に
なぜ入れなかったのかの理由も通知で知らせてほしい。 

・まず、保育環境について、子どもを保育園に預けて働く身として、そ
のありがたみを日々感じている。毎日笑顔で子どもを預かってくれる
先生方にはとても感謝している。そのため、何よりもまず、保育園で
働く保育士さん達が充分な待遇で、良好な職場環境で、保育園で働く
ことができ、安心安全に子供が過ごせるような体制づくり(職員の待
遇改善、各種補助)ができれば今後市で子育てをしていく希望が持て
るのかなと感じている。 

・幼稚園に入園してからは親の負担は少ない。働いていない母親の幼稚
園入園前の子育てに少しつらさがあると思う。 

・娘の幼稚園の保育に関わる先生たちの挨拶のできなさが、驚く。保育
園併設の支援センターに行った時も、保育園側のトイレを借りるた
め、保育園内を通ったら、そこの保育園の先生たちは、挨拶せず。挨
拶ぐらいできる保育士になってほしい！そんな所に預けたいとは、思
わない。去年から、幼稚園の預け時間が 30 分遅くなっているため、
子供の起きる時間も遅くなっている。小学校の集合時間はもっと早い
ため、朝早く起きるという習慣ができない。以前の８時から登園して
良いふうにしてほしい。幼稚園では、主体性を取り入れていると言い、
保育をしているが、先生達は、子供の主体性を待っているのみで、声
かけすらせず、なんも見ていない。主体性をできる保育者とできない
保育者がいるから、市の方で、主体性の保育の研修をしっかりやって
ほしい。 

・妹の保育園が、兄と同じところになかなか入れず待機になっている。
待機児童０だと言っているが、現実待機している。兄妹で同じところ
にスムーズに入園出来るようにしていってほしい。働こうにも働けな
い。 

５．土曜・休日や長期休暇中の教育・ 
保育事業の利用希望について(23) 

・土日に預けられる施設が少なく、特に早朝からの預かり先がない。ま
た、利用料金もかかるため利用しづらく感じる。気軽に預けられる施
設があると嬉しい。 

・日曜日も利用できる支援センターのようなところがあったら嬉しい。
産まれて数ヶ月のころにあった保健師さんの訪問でいろいろ相談で
き、実際に子供を見てもらえたことが心強かった。 

・現在土曜日出勤があっても１歳児のため土曜日保育ができない状態。
土曜日を休むことができないことが多いので在宅ワーク中子守りと
大変であるため１歳から土曜日保育が可能になってほしい。 

・就学前の子ども対象ということだが、対象となった我が子は今、１年
生。就学前のアンケートについては、幼稚園の時のものを書かせても
らった。２点日常的に困り感を持っている。学童日常的に利用してい
ない、長期休み（春休み、冬休み）の利用のみの場合、１年生でも入
れない（待機）となってしまいとても困っている。夏休みは、増設し
てもらっているので入れるのだが。 

・３月末に職場内で配属先が変わり、土日就労が多々ある部署になった
場合、急に土日預かりをしてくれる場所を探すのがとても困難。また、
市で配布しているパンフレットには土曜保育ありと記載がある保育
園でも、口コミを見てみると、実際は快く受け入れてくれないため、
遠慮して預けられない等の意見もあった。こちらも就労のために仕方
なく保育を依頼する状況。パンフレットに載せるからには、責任を持
って（仕事だと割り切って、そしてそれが可能な体制をとって）遂行
してほしい。不可能なのであれば、土日祝日限定の施設等の設置を是
非検討してほしい。土日勤務の方々は日中子どもをどうしているのか
の情報等も開示してもらえると参考になるかと思う。 
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６．お子さんの病気の際の対応に 
ついて(22) 

・病児、病後児保育をより充実させてほしい。地区に住んでいるが、利
用可能な施設が遠い。また、コロナやインフルの回復後の待機期間で
は病後児が利用できず、病児保育は人気のため予約がとれず、仕事を
休まざるをえないことがある。医療費が無料なのは、受診をためらわ
ないでできるため非常に助かっている。 

・現在、小児科の受診や受診のための予約にかなり負担を感じている。
時計の秒針をあわせ、予約開始時間をまつが、予約開始から 10 秒～
30 秒でその日の予約が埋まってしまい、かかりつけ医ですらも、予約
がとれない。子供の高熱が続いているときも、受診できる小児科がな
いときがある。診てもらいたいときに、診てもらえる医療の整備をす
すめてほしい。 

・＜土日の夜間救急について＞また、土日の夜間救急が無くなって子ど
もが夜間に体調不良になった際、救急車を呼ぶ以外の選択肢が無くな
って酷く困ったことがあった。ある程度の年齢であれば自分の体調を
自分の言葉で言い表すことが出来るが、小さい子どもはそうはいかな
い。未就学児対象のみでも構わないので土日の夜間救急を切実に復活
させてほしい。コールセンターだけでは不十分。＜病児、病後児保育
施設について＞現状、磐田市内の病児保育施設は富士見子どもクリニ
ックに併設の「みかん」しか無く 1 日の定員は８人。よく利用させて
貰うが、風邪が流行る季節の予約の際は予約開始時間から５秒程度で
予約の枠が全て埋まってしまう。インターネット回線が弱い方では絶
対に予約することが不可能。また、保育園の併設などで病後児を保育
して貰える施設は複数あるが、現状、自分の知る限りでは前日にネッ
トから予約が可能な施設が「みかん」しか無く、症状的には病"後"で
あるにも関わらず、予約方法の関係で病児保育である「みかん」を利
用せざるを得ないということが多々ある。病児保育施設にもネットか
ら予約が出来るようなシステムが備われば、その分「みかん」の空き
も出来て本当に必要な人が利用出来るようになるのではと思う。市内
のイベント等を開催してくれるのも大変助かってはいるが現状、医
療、福祉の面で困ることが大変多い為、今後の子育て世代のために医
療、福祉の充実に力を入れてもらえたら有難い。 

・現在は子どもの体調不良が頻繁で仕事との両立が大変。知り合いとの
話でも、この２点が理由で第二子や第三子を悩む方は多い。子どもを
親がみられる環境やゆとりがある社会になると嬉しい。 

・コロナが５類になってから、病児保育の予約がまったくとれなくなっ
た。登録しても意味がないと感じている。 
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７．不定期の教育・保育事業や一時 
預かり事業などの利用について
(33) 

・核家族で多胎児(３児)は、金銭的、時間的、身体的に日々の生活が厳
しい。一時保育やベビーシッターなど親のリフレッシュや家事サポー
トする制度を拡充してほしい。既存のファミリーサポート制度は、３
児の家庭では費用が高額で金銭的に負担が大きく、そもそも対応でき
る人材が限られるため利用できない。 

・一時預かりとか制度があっても利用する条件が厳しいし利用しづらい
ので、一体誰のための制度か利用できている人はいるのか疑問。結局は
民間の託児所付きを探して利用するか、母が犠牲になるしかない。祖父
母や親族が近くにいない家は本当にしんどい。市内に大手企業本社も
あり核家族の家もそれなりに多いはずだが、地元で生まれ育った家と
は圧倒的な差があると痛感している。どうしたら母は子育てしながら
就業し続けることができるのだろう。明石市とか結果を出している他
市の良いところをどんどん取り入れていってほしいと強く想う。 

・一時預かりや病児保育、支援センターなどネットで気軽に予約できる
システム作り。市役所やアイプラザで手続きをする際に無料で託児し
たい。 

・今は保育園のためフルタイムで働けるが小学校に入ると学童の関係で
難しくなるのが困る。仕事をしないといけないが、共働きで預かり先も
ないので母親に全て負担がくる。子供だけで家で留守番するのは怖い
ので、どうにかしてほしい。 

・駆け込み寺のような存在があるといい、と思う。１人で育児していると、
ノイローゼになりそう、おかしくなりそうなことが何度もあり、そのよ
うなときに頼る場所がなくてつらかった。預けるにしても事前予約制
で、『今、この瞬間、預けて一人になりたいのに』と本当に辛かった。
そのようなときに子どもに手をあげてしまったり、母親自身が自殺し
てしまったりするのだろうと痛感した。むしろ、私がそうなりそうな状
況だったが、何とか踏みとどまった、という感じ。きっとそんなふうに
苦しんでいる方がたくさんいると思う。そのような方のために、思い立
ったときにすぐに子どもを預かってくれるような、そんな施設ができ
ることを望む。 

８．地域子育て支援拠点事業の 
利用状況について(32) 

・浜松や島田市のように、こども館ができたらいいと思う。 

・絵本や児童書が図書館にもっと増えるといいなと思っている。蔵書検
索しても出てこない本や、人気の本は冊数が少なく、予約で何週間も
待たなければならなく、子供の興味がその間に薄れてしまう為。こど
も園でも小学校でも読書を薦めている割に整っていないように感じ
る。 

・支援センターの先生、保育園の先生には大変感謝している。いつも母
の話を聞いてくれてありがとう。 

・土日祝も開いている支援センターが少ないので増やしてほしい。 

・就学前の子どもが行ける支援センターはたくさんあるのがとてもいい
と思う。 
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９．小学校就学後の放課後の過ごし方 
について(38) 

・仕事で帰宅時間が遅くなってしまう為、小学生になった時に学童の利
用時間が過ぎてしまう。その為、利用する事が難しい。利用しない場
合、学校から帰宅して１人で家にいる時間がとても心配。１人で居な
くていいような環境があればいいなと思う。 

・放課後児童クラブにもっと自由に確実に入れるようにしてほしい。特
に長期休暇の時、就労日数や就労時間に関係なく利用できるようにし
てほしい。子供の遊び場として、夏季の暑い時や雨の日にも遊べる施
設を考えてほしい。交流センターの利用など充実させてほしい。気軽
に少人数から利用出来るなど。 

・放課後児童クラブで、４時間以上から週３日からの利用規約があるが、
通勤時間も入れて、柔軟に対応して受け入れる体制があるといい。勤務
は４時間に満たないが、通勤で１時間かかると長期休みは放課後児童
クラブを利用したい。平日は、児童クラブを利用しないが、長期休みは
利用したい。仕事は行かないといけないので預け先がなくて困る。 

・小学校の予定により通常より下校が早くなるときがある。地域で、公
民館等で一時的に預かる場（居場所）があると安心できる。家に子ど
もだけ居させる家庭が少しでも少なくなるよう対策をお願いしたい。 

・小学校に上がると児童クラブに入れても保育園よりも閉所時間が早い
ため、やむなくパートに勤務を変更する必要がある。また、いくら子供
が小学校高学年になったとしても子どもだけで留守番をさせるのには
不安がある（子どもだけでの留守番は虐待だというニュースもあった
くらいだ）小学校３、４年生で児童クラブに入れないとなると、また更
に仕事時間を短くするなどの対処が必要となり、家計の圧迫に繋がる。
子どもが大きくなり、保育園の頃よりも少し世話が少なくなったため、
仕事にも力を入れたいと思っても、児童クラブに入れず、みてもらえる
時間が短いなどで、働く親としては生活が大変になる。希望する全ての
家庭が、児童クラブの利用ができる必要があるのではないかと思う。 

10．子どもの権利について(３) 

・頭ごなしに、みんなと生活が遅れるからといって、すぐ発達障害にみ
なすのは、やめてもらいたい。子供達にだって、発達の速度が違う。
それを、もう少し一人一人温かく見守るべきだし、発達しやすいよう
に、促すのが、先生達の力なのではないだろうか?昔の事を持ち出すの
は、あまり良くないとは思うが、昔は、発達障害という言葉はあまり
聞きなれなかったので、普通に発達の遅れのある子も同じように生活
していた。今の、学校の方針も、大切だが、先生方も、昔の子供達の
過ごし方も振り返りながら、子供達に、接してほしい。発達障害っぽ
いから、病院に行って下さいという、先生が多いから、子供達も自分
に自信を無くして、学校に行きたがらない、登校拒否がふえているの
ではないか？今、発達障害という、病名ができた中、自分も、そうな
んじゃないか?と思うこともあるのに、子供達ばかり、発達障害じゃな
いのか?というのはおかしいと思う。 

・小学生のランドセルをリュックなど選べる自由化を目指して浸透させ
て貰えたら嬉しい。他県は自由化が進んでいると聞いている。 

・小学校や中学も希望する学校へ通えるようにしてほしい。 
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11．子育て環境や支援対策について
(129) 

・公園がたくさんあったり、さまざまな催し物があったりと、市の子育
て環境は、とてもいいと思う。保育園での先生方の温かな保育にも感
謝している。ただ、子どもを育てるのにはすごくお金がかかる。もっ
と子供と一緒にいる時間をもちたいと思いながらも、共働きでないと
生活していけない現実がある。子育て世帯（特に子どもが多い家庭）
への支援があると嬉しい。 

・日頃、子供の支援や環境の整備をして頂き、感謝をしている。現在の
教育制度の見直しが必要に感じる。国や県から指導要領として下達が
あり、その指導要領をそのまま子供たちに教えて、優劣をつけている
ところに疑問を感じる。教育に関わる方の低賃金や過重労働等は十分
に理解している。正解のある問題に対して、正解を教えることも大事
だが、正解のない問題に対しての対処の仕方や年上の人や年下の人或
いは関係が悪化した人との関係の再構築の仕方や将来に希望を持つ
自信のつけ方等生きていくうえで必要なことを学校で教えてもらい
たい。日本が高度経済成長で右肩上がりの時は傾斜生産方式で全国民
同じことをして、景気を支えることをしているときは、今までの教育
方針で良かったと思うが、今後は１人１人の個人の力が必要になって
くると思う。その為に正解のない問題の対処やコミュニケーション等
のインプットと自分の意見等を言える為（アウトプット）の自信をつ
ける事が必要だと思う。 

・給食費の補助金もあると給食が充実すると思う。小学校施設の老朽化
が気になる。耐震、快適さなど(トイレぐらいは洋式にしてほしい)移
住したくなる、魅力ある小学校づくりをしてほしい。先生の人数を増
やして、学校でも預かりがあったらいいと思う。学校に預かり専任の
先生や地域ボランティアの方が来るとか。外部のスポーツ専門の指導
員とか英語の先生とか放課後を充実させることで親も子供もどちら
も利益があって地域の活性化にもなりそう。 

・各家族が多子世帯となれるような支援の充実をお願いしたい。 

・今後の磐田市を支える若い世代に子どもを１人ではなく２人、３人と
増やしたいと思えるような、磐田市に住みたいと思えるような子育て
世代をサポート（特に金銭面）する施策をつくってほしい。例)オムツ
券配布、保育園の利用料を下げる、塾などを含む教育費の補助これか
らの市は、子育て世代がどれだけ増えるかにかかっていると思う。限
りある財源の中で特に子育て世代にお金を使ってほしい。 

12．情報提供について(11) 

・一時的に預かれる施設の情報習い事の情報。 

・就園後も利用できる支援センターなどの情報がよくわからないので利
用していないがあれば利用したい。土日に片親が仕事のことがおおい
のでわかると助かる。 

・学童や放課後クラブなどの情報がほしい。また高校卒業までをイメー
ジできるように、市内全校の紹介や学区、受験等に関する情報がある
と良い。 

・子育て中の再就職に関する情報を発信している場があれば教えてほし
い。 

・市内に支援センターが複数あって助かっている。保育園の情報がもっ
とほしい。 

 

  



 87 

13．相談について(５) 

・今、車の運転が不安な方が多いし。あと、ふと思った時にどこか気軽
に LINE みたいなので質問や相談が出来ればいいなとどこかに出向か
ないと相談出来ないって事が多い感じなので。 

・相談窓口の開設時間が勤務時間中で、相談はしたいが仕事も抜けられ
ず、気軽に相談できない。 

・支援センターの利用のしやすさや、保健師さん訪問や支援センターへ
の訪問で子育てについて気軽に相談できる場があり、非常に良い。 

・夫婦で飲食店を経営している。就労の時間帯が一般的な家庭と異なる
ため相談事や悩み事も少し特殊だがその都度、市役所の方や支援セン
ターの方に親切かつ丁寧に相談に乗って頂いている。いつもありがと
う。 

・発達支援センターはあとに、気軽に相談に行けるといいかなと。予約
しないといけないとなると、中々行きにくい。 

14．その他(33) 

・こどもの健診が午後なのは変ではないか。昼寝の時間に身長体重測り、
知らない人に会うのはより機嫌を損ねるので母子共に負担が大きい。
出来れば午前中も選べると嬉しい。 

・今之浦公園の白いふわふわは、紫外線の反射が気になる。目に良くな
いのではないかと思う。屋根などつけた方が良くないか。調べてほし
い。 

・このアンケートは、子育て中の方が作成しているか。アンケート作成
側も、もう少し今の子育てをしている世代の意見を聞いて作成してほ
しい。 

・全国的にかもしれないが、幼児の発達などの診療を行う病院が不足し
ている。病院が半年以上待ち。今日明日困っているのに、半年は長い。
また、小学校の通常級と支援級の切り替えが一年単位なのも、非常に
困る。いま何とかしたい。と思っても一年待ちになるので、その間ど
んどん状況は、悪くなる。せめて半年単位で何とかならないか？ 

・子どもは地域の宝。子どもがありのままの自分を受け入れてもらえる
よう、またありのままの自分自身を愛せるように、親はもっと余裕が
必要。親子が主観的な幸福感を上げるために、まずは自分を大切にす
る。そうして初めて人に与えることができる。今まで必要な人にこそ
支援が届きにくいと考えていたが、自分を満たした親が子を満たすこ
とができ、その輪が広がっていったら地域全体が幸せを感じることが
できる。そのために目の前の人に全力で集中してサポートする。だか
らまず、『自分満たし』職員さん、いつも頑張ってくれてありがとう。 

15．特にない(９) ・特にありません。 
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２ 生活状況調査（小学生） 

問１ あなたの性別を教えてください。（あてはまるもの１つにチェック） 

「１ 男」の割合が 51.6％と最も高く、次いで

「２ 女」の割合が 42.3％となっています。 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「１ 男」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

男 

２ 

女 

３ 

そ
の
他
・
答
え
た

く
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 51.6  42.3  5.0  1.1  

１～３点 53 58.5  30.2  11.3  － 

４～６点 302 47.4  43.4  8.6  0.7  

７～10点 929 53.0  42.8  3.6  0.6  

 

 

問２ あなたは、ふだん学校の授業以外で、どのように勉強をしていますか。※勉強に

は学校の宿題もふくみます。（１～８については、あてはまるもの全てにチェック） 

「１ 自分で勉強する」の割合が 75.2％と最も

高く、次いで「６ 家の人に教えてもらう」の割

合が 56.0％、「２ 塾で勉強する」の割合が

29.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,309 ％

１　自分で勉強する

２　塾で勉強する

３　学校の補習を受ける

４　家庭教師に教えてもら
　　う

５　地域の人などが行う無
　　料の勉強会に参加する

６　家の人に教えてもらう

７　友達と勉強する

８　その他

９　学校の授業以外で勉強
　　はしない

　　無回答

75.2

29.0

2.1

1.9

1.6

56.0

27.3

7.6

3.4

0.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,309 ％

１　男

２　女

３　その他・答えたくない

　　無回答

51.6

42.3

5.0

1.1

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

自
分
で
勉
強
す

る ２ 

塾
で
勉
強
す
る 

３ 

学
校
の
補
習
を

受
け
る 

４ 

家
庭
教
師
に
教

え
て
も
ら
う 

５ 

地
域
の
人
な
ど

が
行
う
無
料
の
勉
強

会
に
参
加
す
る 

６ 

家
の
人
に
教
え

て
も
ら
う 

７ 

友
達
と
勉
強
す

る ８ 
そ
の
他 

９ 

学
校
の
授
業
以

外
で
勉
強
は
し
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 75.2  29.0  2.1  1.9  1.6  56.0  27.3  7.6  3.4  0.8  

１～３点 53 66.0  28.3  7.5  5.7  1.9  35.8  9.4  17.0  7.5  － 

４～６点 302 71.5  29.5  2.6  2.6  2.3  51.0  29.5  9.3  4.0  － 

７～10点 929 78.0  29.4  1.6  1.5  1.4  59.2  28.0  6.7  3.0  0.1  

 

 

問３ あなたは、ふだん学校の授業以外に、１日あたりどれくらいの時間勉強をします

か。※学校の宿題をする時間や、塾などでの勉強時間もふくみます。 

ａ 学校がある日（月～金曜日） 

「３ 30分以上、１時間より少ない」の割合が

39.6％と最も高く、次いで「４ １時間以上、２

時間より少ない」の割合が 37.2％、「２ 30分よ

り少ない」の割合が 10.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「２ 30分より少ない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

ま
っ
た
く
し
な

い ２ 

30
分
よ
り
少
な

い ３ 

30
分
以
上
、
１
時

間
よ
り
少
な
い 

４ 

１
時
間
以
上
、
２

時
間
よ
り
少
な
い 

５ 

２
時
間
以
上
、
３

時
間
よ
り
少
な
い 

６ 

３
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 1,309 2.1  10.6  39.6  37.2  6.7  2.2  1.5  

１～３点 53 9.4  18.9  18.9  35.8  15.1  1.9  － 

４～６点 302 4.3  14.6  34.4  37.7  6.6  1.7  0.7  

７～10点 929 0.8  8.9  42.8  37.8  6.5  2.5  0.8  

 

  

回答者数 = 1,309 ％

１　まったくしない

２　30分より少ない

３　30分以上、１時間より
　　少ない

４　１時間以上、２時間よ
　　り少ない

５　２時間以上、３時間よ
　　り少ない

６　３時間以上

　　無回答

2.1

10.6

39.6

37.2

6.7

2.2

1.5

0 20 40 60 80 100
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ｂ 学校がない日（土・日曜日・祝日） 

「３ 30分以上、１時間より少ない」の割合が

29.5％と最も高く、次いで「２ 30分より少ない」

の割合が 25.4％、「４ １時間以上、２時間より

少ない」の割合が 19.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「１ まったくしない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

ま
っ
た
く
し
な

い ２ 

30
分
よ
り
少
な

い ３ 

30
分
以
上
、
１
時

間
よ
り
少
な
い 

４ 

１
時
間
以
上
、
２

時
間
よ
り
少
な
い 

５ 

２
時
間
以
上
、
３

時
間
よ
り
少
な
い 

６ 

３
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 1,309 12.0  25.4  29.5  19.1  5.9  2.1  6.0  

１～３点 53 26.4  22.6  18.9  7.5  9.4  3.8  11.3  

４～６点 302 15.2  25.8  27.8  20.2  4.0  2.0  5.0  

７～10点 929 9.9  25.8  31.1  19.7  6.4  2.2  5.0  

 

 

 

問４ あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「２ だいたいわかる」の割合が 53.5％と最も

高く、次いで「３ 教科によってはわからないこ

とがある」の割合が 22.9％、「１ いつもわかる」

の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,309 ％

１　まったくしない

２　30分より少ない

３　30分以上、１時間より
　　少ない

４　１時間以上、２時間
　　より少ない

５　２時間以上、３時間
　　より少ない

６　３時間以上

　　無回答

12.0

25.4

29.5

19.1

5.9

2.1

6.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,309 ％

１　いつもわかる

２　だいたいわかる

３　教科によってはわから
　　ないことがある

４　わからないことが多い

５　ほとんどわからない

　　無回答

16.7

53.5

22.9

4.7

1.0

1.2

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、４～６点で「３ 教科によってはわからないことがある」の割合が高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

い
つ
も
わ
か
る 

２ 

だ
い
た
い
わ
か

る ３ 

教
科
に
よ
っ
て

は
わ
か
ら
な
い
こ
と

が
あ
る 

４ 

わ
か
ら
な
い
こ

と
が
多
い 

５ 

ほ
と
ん
ど
わ
か

ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 16.7  53.5  22.9  4.7  1.0  1.2  

１～３点 53 13.2  35.8  26.4  15.1  9.4  － 

４～６点 302 10.9  47.7  31.8  6.6  2.6  0.3  

７～10点 929 18.9  56.9  20.0  3.4  － 0.6  

 

 

問５ 前の質問で「３ 教科によってはわからないことがある」「４ わからないことが

多い」「５ ほとんどわからない」と答えた人にお聞きします。いつごろから、授業

がわからないことがあるようになりましたか。（あてはまるもの１つにチェック） 

「４ ５年生になってから」の割合が 44.8％と

最も高く、次いで「３ ４年生のころ」の割合が

32.8％、「２ ３年生のころ」の割合が 12.8％と

なっています。 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、４～６点で「３ ４年生のころ」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

１
・
２
年
生
の
こ

ろ ２ 

３
年
生
の
こ
ろ 

３ 

４
年
生
の
こ
ろ 

４ 

５
年
生
に
な
っ

て
か
ら 

無
回
答 

全  体 375 6.9  12.8  32.8  44.8  2.7  

１～３点 27 11.1  14.8  25.9  44.4  3.7  

４～６点 124 7.3  15.3  41.1  35.5  0.8  

７～10点 218 6.4  10.6  29.8  50.5  2.8  

  

回答者数 = 375 ％

１　１・２年生のころ

２　３年生のころ

３　４年生のころ

４　５年生になってから

　　無回答

6.9

12.8

32.8

44.8

2.7

0 20 40 60 80 100
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問６ あなたは、将来、どの学校まで進学したいですか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「６ 大学」の割合が 31.2％と最も高く、次い

で「９ まだわからない」の割合が 27.3％、「２ 

高校」の割合が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学 

２ 

高
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 

ま
だ
わ
か
ら
な

い 無
回
答 

全  体 1,309 2.1  18.3  11.2  1.0  1.8  31.2  3.5  0.8  27.3  2.7  

１～３点 53 1.9  17.0  11.3  － 1.9  22.6  11.3  － 28.3  5.7  

４～６点 302 2.3  22.2  11.9  2.3  1.0  25.2  3.0  1.7  29.1  1.3  

７～10点 929 2.0  17.1  11.2  0.6  1.9  34.1  3.3  0.6  27.1  1.8  

 

  

回答者数 = 1,309 ％

１　中学

２　高校

３　専門学校

４　５年制の高等専門学校

５　短大

６　大学

７　大学院

８　その他

９　まだわからない

　　無回答

2.1

18.3

11.2

1.0

1.8

31.2

3.5

0.8

27.3

2.7

0 20 40 60 80 100
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問７ 前の質問で１～８と答えた人にお聞きします。その理由を答えてください。 

（１～８については、あてはまるもの全てにチェック） 

「１ 希望する学校や職業があるから」の割合

が 53.9％と最も高く、次いで「２ 自分の成績か

ら考えて」の割合が 19.2％、「３ 親がそう言っ

ているから」の割合が 14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「１ 希望する学校や職業があるから」の割合が高くなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

希
望
す
る
学
校

や
職
業
が
あ
る
か
ら 

２ 

自
分
の
成
績
か

ら
考
え
て 

３ 

親
が
そ
う
言
っ

て
い
る
か
ら 

４ 

兄
・
姉
が
そ
う
し

て
い
る
か
ら 

５ 

ま
わ
り
の
先
輩

や
友
達
が
そ
う
し
て

い
る
か
ら 

６ 

家
に
お
金
が
な

い
と
思
う
か
ら 

７ 

早
く
働
く
必
要

が
あ
る
か
ら 

８ 

そ
の
他 

９ 

と
く
に
理
由
は

な
い 

無
回
答 

全  体 916 53.9  19.2  14.6  7.0  3.2  2.1  4.0  9.0  14.5  1.6  

１～３点 35 68.6  25.7  2.9  2.9  2.9  2.9  11.4  17.1  8.6  2.9  

４～６点 210 47.6  18.1  21.9  9.5  2.9  4.8  7.1  8.6  15.2  1.0  

７～10点 660 55.0  19.2  12.9  6.5  2.9  1.2  2.7  8.8  14.7  1.8  

 

 

問８ あなたは、地域のスポーツクラブや文化クラブに参加していますか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「１ 参加している」の割合が 46.5％、「２ 参

加していない」の割合が 46.8％となっています。 

 

 

  

回答者数 = 916 ％

１　希望する学校や職業が
　　あるから

２　自分の成績から考えて

３　親がそう言っているか
　　ら

４　兄・姉がそうしている
　　から

５　まわりの先輩や友達が
　　そうしているから

６　家にお金がないと思う
　　から

７　早く働く必要があるか
　　ら

８　その他

９　とくに理由はない

　　無回答

53.9

19.2

14.6

7.0

3.2

2.1

4.0

9.0

14.5

1.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,309 ％

１　参加している

２　参加していない

　　無回答

46.5

46.8

6.6

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、４～６点で「２ 参加していない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

参
加
し
て
い
る 

２ 

参
加
し
て
い
な

い 無
回
答 

全  体 1,309 46.5  46.8  6.6  

１～３点 53 43.4  49.1  7.5  

４～６点 302 39.7  55.3  5.0  

７～10点 929 49.2  44.7  6.1  

 

 

問９ 前の質問で「２ 参加していない」と答えた人にお聞きします。参加していない

理由は何ですか。（あてはまるもの全てにチェック） 

「１ 入りたいクラブがないから」の割合が

46.5％と最も高く、次いで「２ 塾や習い事が忙

しいから」の割合が 27.1％、「５ 一緒に入る友

達がいないから」の割合が 13.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「３ 費用がかかるから」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

入
り
た
い
ク
ラ

ブ
が
な
い
か
ら 

２ 

塾
や
習
い
事
が

忙
し
い
か
ら 

３ 

費
用
が
か
か
る

か
ら 

４ 

家
の
事
情
（
家
族

の
世
話
、
家
事
な
ど
）

が
あ
る
か
ら 

５ 

一
緒
に
入
る
友

達
が
い
な
い
か
ら 

６ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 613 46.5  27.1  10.0  10.0  13.4  30.0  1.0  

１～３点 26 46.2  19.2  23.1  11.5  19.2  30.8  3.8  

４～６点 167 41.3  27.5  13.8  11.4  12.6  36.5  － 

７～10点 415 48.9  27.7  7.7  9.2  13.5  26.7  1.2  

  

回答者数 = 613 ％

１　入りたいクラブがない
　　から

２　塾や習い事が忙しいか
　　ら

３　費用がかかるから

５　一緒に入る友達がいな
　　いから

６　その他

　　無回答

４　家の事情（家族の世話、
　　家事など）があるから

46.5

27.1

10.0

10.0

13.4

30.0

1.0

0 20 40 60 80 100
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間 10 あなたは週にどのくらい、食事をしていますか。 

（ａ～ｃそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

『ｂ 夕食』で「毎日食べる（週７日）」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 朝食 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
食
べ
る
（
週
７

日
） 

週
５
～
６
日 

週
３
～
４
日 

週
１
～
２
日 

ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 78.2  8.3  2.6  1.7  2.1  7.2  

１～３点 53 66.0  11.3  7.5  1.9  5.7  7.5  

４～６点 302 68.9  12.6  4.3  4.0  4.3  6.0  

７～10点 929 82.8  6.8  1.8  1.0  1.1  6.6  

 

 

ｂ 夕食 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
食
べ
る
（
週
７

日
） 

週
５
～
６
日 

週
３
～
４
日 

週
１
～
２
日 

ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 87.7  2.2  0.8  0.1  0.3  8.9  

１～３点 53 77.4  7.5  1.9  － 1.9  11.3  

４～６点 302 86.1  5.0  1.3  － 0.3  7.3  

７～10点 929 89.8  1.1  0.6  0.1  0.2  8.2  

  

回答者数 = 1,309

ａ　朝食

ｂ　夕食

ｃ　夏休みや冬休みなどの
　　期間の昼食

78.2

87.7

81.4

8.3

2.2

6.6

2.6

0.8

1.7

1.7

0.1

0.2

2.1

0.3

0.5

7.2

8.9

9.5

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

毎日食べる（週７日） 週５～６日 週３～４日

週１～２日 ほとんど食べない 無回答



 96 

ｃ 夏休みや冬休みなどの期間の昼食 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
食
べ
る
（
週
７

日
） 

週
５
～
６
日 

週
３
～
４
日 

週
１
～
２
日 

ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 81.4  6.6  1.7  0.2  0.5  9.5  

１～３点 53 71.7  9.4  3.8  － 1.9  13.2  

４～６点 302 73.8  10.6  4.3  0.7  2.0  8.6  

７～10点 929 85.4  5.2  0.8  0.1  － 8.6  

 

 

問 11 あなたは、ふだん（月曜日～金曜日）、ほぼ同じ時間に寝ていますか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「２ どちらかといえばそうである」の割合が

45.7％と最も高く、次いで「１ そうである」の

割合が 28.1％、「３ どちらかといえばそうでは

ない」の割合が 15.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

そ
う
で
あ
る 

２ 

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
そ
う
で
あ
る 

３ 

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
そ
う
で
は
な
い 

４ 

そ
う
で
は
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 28.1  45.7  15.6  9.3  1.3  

１～３点 53 20.8  39.6  11.3  24.5  3.8  

４～６点 302 21.2  46.0  19.5  13.2  － 

７～10点 929 31.3  46.3  14.7  7.2  0.4  

 

  

回答者数 = 1,309 ％

１　そうである

２　どちらかといえばそう
　　である

３　どちらかといえばそう
　　ではない

４　そうではない

　　無回答

28.1

45.7

15.6

9.3

1.3

0 20 40 60 80 100
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問 12 あなたに困っていることや悩みごとがあるとき、あなたが相談できると思う人は

だれですか。（１～９については、あてはまるもの全てにチェック） 

「１ 親」の割合が 76.3％と最も高く、次いで

「５ 学校の友達」の割合が 63.9％、「４ 学校

の先生」の割合が 32.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「１ 親」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

親 

２ 

き
ょ
う
だ
い 

３ 

祖
父
母
な
ど 

４ 

学
校
の
先
生 

５ 

学
校
の
友
達 

６ 

学
校
外
の
友
達 

７ 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー

ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど 

８ 

そ
の
他
の
大
人
（
学
童
保
育
所
の
人
、

塾
・
習
い
事
の
先
生
、
地
域
の
人
な
ど
） 

９ 

ネ
ッ
ト
で
知
り
合
っ
た
人 

10 

だ
れ
に
も
相
談
で
き
な
い
、
相
談
し

た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 76.3  26.8  24.1  32.0  63.9  21.5  3.9  7.5  2.8  8.2  1.5  

１～３点 53 32.1  5.7  7.5  18.9  43.4  13.2  11.3  5.7  5.7  28.3  － 

４～６点 302 65.6  21.2  18.9  24.2  55.3  17.2  3.0  6.3  7.0  13.2  0.7  

７～10点 929 83.6  30.0  27.0  36.0  68.5  23.4  3.9  8.1  1.2  5.5  0.6  

  

回答者数 = 1,309 ％

１　親

２　きょうだい

３　祖父母など

４　学校の先生

５　学校の友達

６　学校外の友達

９　ネットで知り合った人

10　だれにも相談できな
　　い、相談したくない

　　無回答

７　スクールカウンセラー、
　　スクールソーシャルワ
　　ーカーなど

８　その他の大人（学童保
　　育所の人、塾・習い事
　　の先生、地域の人など）

76.3

26.8

24.1

32.0

63.9

21.5

3.9

7.5

2.8

8.2

1.5

0 20 40 60 80 100
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問 13 全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。「１」（まっ

たく満足していない）から「10」（十分に満足している）の星の数で答えてくださ

い。（あてはまるもの１つにチェック） 

「10 十分に満足している」の割合が 24.1％と

最も高く、次いで「８」の割合が 18.4％、「９」

の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 以下のそれぞれの質問について、「あてはまらない」「まああてはまる」「あては

まる」のどれかから回答してください。答えに自信がなくても、あるいは、その質

問がばからしいと思えたとしても、全部の質問に答えてください。あなたのここ半

年くらいのことを考えて答えてください。 

（a～ｏそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

『ｇ 私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。』で「あてはまる」の割合が高くなって

います。一方、『ｄ 私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うこ

とを避ける。』『ｌ 私は、他の子供から、いじめられたり、からかわれたりする。』で「あてはま

らない」の割合が高くなっています。 

  

回答者数 = 1,309 ％

１　まったく満足して
　　いない

２

３

４

５

６

７

８

９

10　十分に満足している

　　無回答

1.4

1.2

1.5

4.7

10.6

7.7

13.9

18.4

14.5

24.1

1.9

0 20 40 60 80 100
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回答者数 = 1,309

ａ　私は、他人に対して親切に
　　するようにしている。私は、
　　他人の気持ちをよく考える。

ｂ　私は、よく頭やお腹が
　　いたくなったり、気持ちが
　　悪くなったりする。

ｃ　私は、他の子供たちと、
　　（食べ物・ゲーム・ペン
　　　など）をよく分け合う。

ｄ　私は、たいてい一人でいる。
　　だいたいいつも一人で
　　遊ぶか、人と付き合うことを
　　避ける。

ｅ　私は、心配ごとが多く、
　　いつも不安だ。

ｆ　私は、誰かが心を痛めて
　　いたり、落ち込んでいたり、
　　嫌な思いをしている
　　ときなど、すすんで助ける。

ｇ　私は、仲の良い友だちが
　　少なくとも一人はいる。

ｈ　私は、落ち込んでしずんで
　　いたり、涙ぐんだりする
　　ことがよくある。

ｉ　私は、同じくらいの年齢の
　　子供からは、だいたいは
　　好かれている。

ｊ　私は、新しい場面に直面する
　　と不安になり、自信を
　　なくしやすい。

ｋ　私は、年下の子供たちに
　　対してやさしくしている。

ｌ　私は、他の子供から、
　　いじめられたり、
　　からかわれたりする。

ｍ　私は、自分からすすんで
　　よくお手伝いをする（親
　　・先生・他の子供たち
　　など）。

ｎ　私は、他の子供たちより、
　　大人といる方がうまくいく。

ｏ　私は、こわがりで、
　　すぐにおびえたりする。

37.8

15.3

20.7

7.1

15.7

29.8

77.1

16.0

18.2

25.6

59.4

6.3

25.4

12.1

17.4

56.6

32.0

42.2

18.1

33.4

59.3

9.0

35.1

56.7

44.8

34.5

18.2

58.3

41.3

34.5

4.2

50.9

35.1

73.1

48.9

8.6

11.9

47.1

22.8

27.3

4.3

73.4

14.2

44.8

46.0

1.4

1.8

2.1

1.7

2.1

2.4

2.0

1.9

2.3

2.3

1.9

2.1

2.1

1.8

2.1

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

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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ａ 私は、他人に対して親切にするようにしている。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、４～６点で「まああてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 37.8  56.6  4.2  1.4  

１～３点 53 28.3  56.6  15.1  － 

４～６点 302 31.5  63.9  3.6  1.0  

７～10点 929 40.7  55.2  3.7  0.4  

 

 

ｂ 私は、よく頭やお腹がいたくなったり、気持ちが悪くなったりする。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 15.3  32.0  50.9  1.8  

１～３点 53 22.6  32.1  43.4  1.9  

４～６点 302 18.2  38.1  42.7  1.0  

７～10点 929 14.3  30.1  54.8  0.8  

 

 

ｃ 私は、他の子供たちと、（食べ物・ゲーム・ペンなど）をよく分け合う。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 20.7  42.2  35.1  2.1  

１～３点 53 22.6  39.6  35.8  1.9  

４～６点 302 19.2  46.4  32.8  1.7  

７～10点 929 21.5  41.3  36.4  0.8  
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ｄ 私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避ける。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、４～６点で「まああてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 7.1  18.1  73.1  1.7  

１～３点 53 20.8  22.6  54.7  1.9  

４～６点 302 8.3  26.8  64.2  0.7  

７～10点 929 6.1  15.1  78.1  0.6  

 

 

ｅ 私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 15.7  33.4  48.9  2.1  

１～３点 53 28.3  35.8  34.0  1.9  

４～６点 302 22.8  39.7  36.1  1.3  

７～10点 929 12.9  31.9  54.3  1.0  

 

 

ｆ 私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすんで助け

る。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 29.8  59.3  8.6  2.4  

１～３点 53 30.2  34.0  32.1  3.8  

４～６点 302 26.8  58.9  12.9  1.3  

７～10点 929 31.3  61.7  5.8  1.2  
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ｇ 私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 77.1  9.0  11.9  2.0  

１～３点 53 64.2  18.9  15.1  1.9  

４～６点 302 72.5  14.2  12.6  0.7  

７～10点 929 80.8  6.7  11.4  1.1  

 

 

ｈ 私は、落ち込んでしずんでいたり、涙ぐんだりすることがよくある。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 16.0  35.1  47.1  1.9  

１～３点 53 35.8  28.3  34.0  1.9  

４～６点 302 23.8  36.1  39.1  1.0  

７～10点 929 12.7  35.4  51.1  0.8  

 

 

ｉ 私は、同じくらいの年齢の子供からは、だいたいは好かれている。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 18.2  56.7  22.8  2.3  

１～３点 53 15.1  41.5  39.6  3.8  

４～６点 302 12.3  53.3  32.5  2.0  

７～10点 929 20.5  59.3  19.3  1.0  
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ｊ 私は、新しい場面に直面すると不安になり、自信をなくしやすい。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 25.6  44.8  27.3  2.3  

１～３点 53 32.1  45.3  20.8  1.9  

４～６点 302 30.5  46.4  22.8  0.3  

７～10点 929 24.1  45.1  29.2  1.6  

 

 

ｋ 私は、年下の子供たちに対してやさしくしている。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、４～６点で「まああてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 59.4  34.5  4.3  1.9  

１～３点 53 50.9  30.2  17.0  1.9  

４～６点 302 53.3  42.1  3.6  1.0  

７～10点 929 62.6  32.6  3.9  0.9  

 

 

ｌ 私は、他の子供から、いじめられたり、からかわれたりする。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「まああてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 6.3  18.2  73.4  2.1  

１～３点 53 20.8  34.0  43.4  1.9  

４～６点 302 8.9  25.8  64.6  0.7  

７～10点 929 4.7  15.2  78.8  1.3  
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ｍ 私は、自分からすすんでよくお手伝いをする（親・先生・他の子供たちなど）。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 25.4  58.3  14.2  2.1  

１～３点 53 28.3  34.0  35.8  1.9  

４～６点 302 21.5  59.9  16.9  1.7  

７～10点 929 27.0  59.7  12.4  0.9  

 

 

ｎ 私は、他の子供たちより、大人といる方がうまくいく。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 12.1  41.3  44.8  1.8  

１～３点 53 17.0  34.0  47.2  1.9  

４～６点 302 13.6  40.1  45.0  1.3  

７～10点 929 11.7  42.5  45.1  0.6  

 

 

ｏ 私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 17.4  34.5  46.0  2.1  

１～３点 53 34.0  39.6  24.5  1.9  

４～６点 302 17.2  39.1  42.4  1.3  

７～10点 929 16.9  33.2  48.9  1.1  
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問 15 あなたは今までに、以下の a～hのようなことがありましたか。あてはまる個数

を答えてください。（あてはまるもの１つにチェック） 

「０ ひとつもあてはまらない（０個）」の割

合が 74.3％と最も高く、次いで「１ １個あては

まる」の割合が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a：一緒に住んでいる大人から、あなたの悪口を言い立てられる、けなされる、恥をかかされる、または、身体を傷つけ

られる危険を感じるようなふるまいをされることがよくある 

b：一緒に住んでいる大人から、押される、つかまれる、たたかれる、物を投げつけられるといったことがよくある。ま

たは、けがをするほど強くなぐられたことが一度でもある 

c：家族のだれからも愛されていない、大切にされていない、支えてもらえていないと感じることがある 

d：必要な食事や衣服を与えられなかったり、自分を守ってくれる人はだれもいないと感じることがある 

e：両親が、別居または離婚をしたことが一度でもある 

f：一緒に住んでいる家族が、だれかに押されたり、つかまれたり、けられたりしたことがよくある、または、くり返し

なぐられたり、刃物などでおどされたことが一度でもある 

g：一緒に住んでいる人に、お酒を飲んだり麻薬などで自身の生活や人間関係を損なうようなふるまいをした人がいる 

h：一緒に住んでいる人に、うつ病やその他の心の病気の人、または自殺しようとした人がいる 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「１ １個あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

０ 

ひ
と
つ
も
あ
て
は
ま

ら
な
い
（
０
個
） 

１ 

１
個
あ
て
は
ま
る 

２ 

２
個
あ
て
は
ま
る 

３ 

３
個
あ
て
は
ま
る 

４ 

４
個
あ
て
は
ま
る 

５ 

５
個
あ
て
は
ま
る 

６ 

６
個
あ
て
は
ま
る 

７ 

７
個
あ
て
は
ま
る 

８ 

す
べ
て
あ
て
は
ま
る

（
８
個
） 

無
回
答 

全  体 1,309 74.3  12.5  5.7  2.2  1.2  0.5  0.4  － 0.3  2.9  

１～３点 53 50.9  18.9  11.3  9.4  1.9  5.7  1.9  － － － 

４～６点 302 62.9  17.9  9.6  4.0  1.7  0.3  0.3  － 0.3  3.0  

７～10点 929 80.1  10.5  4.2  1.3  1.1  0.3  0.3  － 0.3  1.8  

 

  

回答者数 = 1,309 ％

０　ひとつもあてはまらな
　　い（０個）

１　１個あてはまる

２　２個あてはまる

３　３個あてはまる

４　４個あてはまる

５　５個あてはまる

６　６個あてはまる

７　７個あてはまる

８　すべてあてはまる（８
　　個）

　　無回答

74.3

12.5

5.7

2.2

1.2

0.5

0.4

0.0

0.3

2.9

0 20 40 60 80 100
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問 16 あなたは、次のａ～ｄのような場所を利用したことがありますか。また、利用し

たことはない場合、今後利用したいと思いますか。 

（a～dそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

『ａ （自分や友人の家以外で）平日の夜や休日を過ごすことができる場所』で「利用したこ

とがある」の割合が、『ｄ （家や学校以外で）何でも相談できる場所（電話やネットの相談を含

む。）』で「利用したことはないが、今後利用したいかどうか分からない」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ （自分や友人の家以外で）平日の夜や休日を過ごすことができる場所 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「利用したことはないが、あれば利用したいと思う」の割合が

高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た
こ
と
が
あ

る 利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
あ
れ
ば
利
用
し

た
い
と
思
う 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
も
利
用
し

た
い
と
思
わ
な
い 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
利
用
し
た

い
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 20.2  15.7  33.7  28.2  2.3  

１～３点 53 24.5  22.6  22.6  28.3  1.9  

４～６点 302 19.2  14.9  32.8  32.8  0.3  

７～10点 929 20.6  15.7  35.0  27.0  1.7  

 

  

利用したことがある

利用したことはないが、あれば利用したいと思う

利用したことはないが、今後も利用したいと思わない

利用したことはないが、今後利用したいかどうか分からない

無回答

回答者数 = 1,309

ａ　（自分や友人の家以外で）
　　　平日の夜や休日を
　　　過ごすことができる場所

ｂ　（自分や友人の家以外で）
　　　夕ごはんを無料か安く
　　　食べることができる場所
　　　（子供食堂など）

ｃ　勉強を無料でみてくれる
　　場所

ｄ　（家や学校以外で）
　　　何でも相談できる場所
　　（電話やネットの相談を
　　　含む。）

20.2

8.3

6.0

4.5

15.7

25.7

25.6

17.6

33.7

29.1

29.1

34.1

28.2

33.5

36.4

40.0

2.3

3.4

3.0

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ｂ （自分や友人の家以外で）夕ごはんを無料か安く食べることができる場所（子供食堂など） 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「利用したことはないが、今後利用したいかどうか分からない」

の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た
こ
と
が
あ

る 利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
あ
れ
ば
利
用
し

た
い
と
思
う 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
も
利
用
し

た
い
と
思
わ
な
い 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
利
用
し
た

い
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 8.3  25.7  29.1  33.5  3.4  

１～３点 53 11.3  17.0  28.3  39.6  3.8  

４～６点 302 8.3  27.5  26.8  36.1  1.3  

７～10点 929 8.4  25.9  30.2  32.6  2.8  

 

ｃ 勉強を無料でみてくれる場所 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「利用したことはないが、今後利用したいかどうか分からない」

の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た
こ
と
が
あ

る 利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
あ
れ
ば
利
用
し

た
い
と
思
う 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
も
利
用
し

た
い
と
思
わ
な
い 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
利
用
し
た

い
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 6.0  25.6  29.1  36.4  3.0  

１～３点 53 9.4  22.6  22.6  41.5  3.8  

４～６点 302 6.6  21.2  33.1  37.7  1.3  

７～10点 929 5.7  27.4  28.8  35.7  2.3  

 

ｄ （家や学校以外で）何でも相談できる場所（電話やネットの相談を含む。） 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た
こ
と
が
あ

る 利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
あ
れ
ば
利
用
し

た
い
と
思
う 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
も
利
用
し

た
い
と
思
わ
な
い 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
利
用
し
た

い
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 1,309 4.5  17.6  34.1  40.0  3.7  

１～３点 53 9.4  20.8  26.4  39.6  3.8  

４～６点 302 7.3  17.5  31.1  42.4  1.7  

７～10点 929 3.4  17.8  35.6  40.0  3.1  
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問 17 前の質問で、１つでも「１ 利用したことがある」と答えた方にお聞きします。

そこを利用したことで、以下のような変化がありましたか。 

（１～８については、あてはまるものすべてに○） 

「３ 生活の中で楽しみなことが増えた」の割

合が 42.9％と最も高く、次いで「４ ほっとでき

る時間が増えた」の割合が 35.8％、「１ 友だち

が増えた」の割合が 32.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「３ 生活の中で楽しみなことが増えた」の割合が高くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

友
だ
ち
が
増
え
た 

２ 

気
軽
に
話
せ
る
大
人

が
増
え
た 

３ 

生
活
の
中
で
楽
し
み

な
こ
と
が
増
え
た 

４ 

ほ
っ
と
で
き
る
時
間

が
増
え
た 

５ 

栄
養
の
あ
る
食
事
を

と
れ
る
こ
と
が
増
え
た 

６ 

勉
強
が
わ
か
る
よ
う

に
な
っ
た 

７ 

勉
強
す
る
時
間
が
増

え
た 

８ 

そ
の
他 

９ 

特
に
変
化
は
な
い 

無
回
答 

全  体 352 32.4  28.7  42.9  35.8  19.3  21.0  17.0  13.1  26.4  2.3  

１～３点 16 18.8  18.8  12.5  37.5  6.3  6.3  18.8  6.3  25.0  6.3  

４～６点 88 25.0  25.0  31.8  31.8  15.9  17.0  12.5  11.4  31.8  1.1  

７～10点 246 36.2  30.5  48.8  37.4  21.5  23.6  18.7  14.2  24.4  2.4  

 

 

 

  

回答者数 = 352 ％

１　友だちが増えた

２　気軽に話せる大人が増
　　えた

３　生活の中で楽しみなこ
　　とが増えた

４　ほっとできる時間が増
　　えた

５　栄養のある食事をとれ
　　ることが増えた

６　勉強がわかるようにな
　　った

７　勉強する時間が増えた

８　その他

９　特に変化はない

　　無回答

32.4

28.7

42.9

35.8

19.3

21.0

17.0

13.1

26.4

2.3

0 20 40 60 80 100
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３ 生活状況調査（中学生） 

問１ あなたの性別を教えてください。（あてはまるもの１つにチェック） 

「２ 女」の割合が 51.8％と最も高く、次いで

「１ 男」の割合が 46.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、４～６点で「２ 女」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

男 

２ 

女 

３ 

そ
の
他
・
答
え
た

く
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 46.8  51.8  0.9  0.4  

１～３点 81 40.7  54.3  4.9  － 

４～６点 380 40.0  58.9  0.8  0.3  

７～10点 731 51.0  48.2  0.5  0.3  

 

 

問２ あなたは、ふだん学校の授業以外で、どのように勉強をしていますか。※勉強に

は学校の宿題もふくみます。（１～８については、あてはまるもの全てにチェック） 

「１ 自分で勉強する」の割合が 87.2％と最も

高く、次いで「２ 塾で勉強する」の割合が 56.3％、

「７ 友達と勉強する」の割合が 34.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,198 ％

１　男

２　女

３　その他・答えたくない

　　無回答

46.8

51.8

0.9

0.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,198 ％

１　自分で勉強する

２　塾で勉強する

３　学校の補習を受ける

４　家庭教師に教えてもら
　　う

５　地域の人などが行う無
　　料の勉強会に参加する

６　家の人に教えてもらう

７　友達と勉強する

８　その他

９　学校の授業以外で勉強
　　はしない

　　無回答

87.2

56.3

0.5

1.6

0.6

31.1

34.3

1.6

1.8

0.2

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

自
分
で
勉
強
す

る ２ 

塾
で
勉
強
す
る 

３ 

学
校
の
補
習
を

受
け
る 

４ 

家
庭
教
師
に
教

え
て
も
ら
う 

５ 

地
域
の
人
な
ど

が
行
う
無
料
の
勉
強

会
に
参
加
す
る 

６ 

家
の
人
に
教
え

て
も
ら
う 

７ 

友
達
と
勉
強
す

る ８ 
そ
の
他 

９ 

学
校
の
授
業
以

外
で
勉
強
は
し
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 87.2  56.3  0.5  1.6  0.6  31.1  34.3  1.6  1.8  0.2  

１～３点 81 79.0  48.1  1.2  1.2  1.2  24.7  24.7  2.5  6.2  － 

４～６点 380 87.1  56.8  － 1.6  0.8  30.8  35.5  1.3  1.6  － 

７～10点 731 88.4  57.2  0.7  1.6  0.4  31.9  34.9  1.6  1.5  － 

 

 

問３ あなたは、ふだん学校の授業以外に、１日あたりどれくらいの時間勉強をします

か。※学校の宿題をする時間や、塾などでの勉強時間も含みます。（ａ、ｂそれぞれ

について、あてはまるもの１つにチェック） 

ａ 学校がある日（月～金曜日） 

「４ １時間以上、２時間より少ない」の割合

が 35.8％と最も高く、次いで「３ 30 分以上、

１時間より少ない」の割合が 29.1％、「５ ２時

間以上、３時間より少ない」の割合が 14.6％とな

っています。 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「２ 30分より少ない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

ま
っ
た
く
し
な

い ２ 

30
分
よ
り
少
な

い ３ 

30
分
以
上
、
１
時

間
よ
り
少
な
い 

４ 

１
時
間
以
上
、
２

時
間
よ
り
少
な
い 

５ 

２
時
間
以
上
、
３

時
間
よ
り
少
な
い 

６ 

３
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 1,198 2.2  14.3  29.1  35.8  14.6  3.5  0.5  

１～３点 81 3.7  22.2  19.8  35.8  12.3  6.2  － 

４～６点 380 2.1  13.9  30.3  34.7  15.0  3.7  0.3  

７～10点 731 2.1  13.3  29.8  36.5  14.8  3.1  0.4  

  

回答者数 = 1,198 ％

１　まったくしない

２　30分より少ない

３　30分以上、１時間より
　　少ない

４　１時間以上、２時間よ
　　り少ない

５　２時間以上、３時間よ
　　り少ない

６　３時間以上

　　無回答

2.2

14.3

29.1

35.8

14.6

3.5

0.5

0 20 40 60 80 100
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ｂ 学校がない日（土・日曜日・祝日） 

「４ １時間以上、２時間より少ない」の割合

が 27.1％と最も高く、次いで「３ 30 分以上、

１時間より少ない」の割合が 24.8％、「２ 30分

より少ない」の割合が 15.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 
ま
っ
た
く
し
な

い ２ 

30
分
よ
り
少
な

い ３ 

30
分
以
上
、
１
時

間
よ
り
少
な
い 

４ 

１
時
間
以
上
、
２

時
間
よ
り
少
な
い 

５ 

２
時
間
以
上
、
３

時
間
よ
り
少
な
い 

６ 

３
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 1,198 7.6  15.9  24.8  27.1  13.4  7.6  3.6  

１～３点 81 24.7  12.3  28.4  17.3  4.9  11.1  1.2  

４～６点 380 8.2  16.6  28.2  25.3  11.6  7.4  2.9  

７～10点 731 5.5  15.9  22.7  29.3  15.5  7.4  3.8  

 

 

問４ あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「３ 教科によってはわからないことがある」

の割合が 46.0％と最も高く、次いで「２ だいた

いわかる」の割合が 35.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,198 ％

１　まったくしない

２　30分より少ない

３　30分以上、１時間より
　　少ない

４　１時間以上、２時間よ
　　り少ない

５　２時間以上、３時間よ
　　り少ない

６　３時間以上

　　無回答

7.6

15.9

24.8

27.1

13.4

7.6

3.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,198 ％

１　いつもわかる

２　だいたいわかる

３　教科によってはわから
　　ないことがある

４　わからないことが多い

５　ほとんどわからない

　　無回答

7.0

35.9

46.0

9.2

1.3

0.6

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、４～６点で「３ 教科によってはわからないことがある」の割合が高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

い
つ
も
わ
か
る 

２ 

だ
い
た
い
わ
か

る ３ 

教
科
に
よ
っ
て

は
わ
か
ら
な
い
こ
と

が
あ
る 

４ 

わ
か
ら
な
い
こ

と
が
多
い 

５ 

ほ
と
ん
ど
わ
か

ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 7.0  35.9  46.0  9.2  1.3  0.6  

１～３点 81 4.9  19.8  48.1  19.8  7.4  － 

４～６点 380 5.8  27.6  52.6  12.9  1.1  － 

７～10点 731 7.9  42.3  42.1  6.2  0.8  0.7  

 

 

問５ 前の質問で３～５と答えた人にお聞きします。いつごろから、授業がわからない

ことがあるようになりましたか。（あてはまるもの１つにチェック） 

「４ 中学１年生のころ」の割合が 55.1％と最

も高く、次いで「３ 小学５・６年生のころ」の

割合が 18.2％、「５ 中学２年生になってから」

の割合が 17.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

小
学
１
・
２
年
生

の
こ
ろ 

２ 

小
学
３
・
４
年
生

の
こ
ろ 

３ 

小
学
５
・
６
年
生

の
こ
ろ 

４ 

中
学
１
年
生
の

こ
ろ 

５ 

中
学
２
年
生
に

な
っ
て
か
ら 

無
回
答 

全  体 677 1.9  6.6  18.2  55.1  17.9  0.3  

１～３点 61 3.3  8.2  13.1  52.5  21.3  1.6  

４～６点 253 2.0  8.7  20.2  50.6  18.6  － 

７～10点 359 1.7  4.7  17.5  58.8  17.0  0.3  

  

回答者数 = 677 ％

１　小学１・２年生のころ

２　小学３・４年生のころ

３　小学５・６年生のころ

４　中学１年生のころ

５　中学２年生になってか
　　ら

　　無回答

1.9

6.6

18.2

55.1

17.9

0.3

0 20 40 60 80 100
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問６ あなたは、将来、どの学校まで進学したいですか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「６ 大学」の割合が 45.1％と最も高く、次い

で「２ 高校」の割合が 19.5％、「９ まだわか

らない」の割合が 17.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学 

２ 

高
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 

ま
だ
わ
か
ら
な

い 無
回
答 

全  体 1,198 0.3  19.5  10.9  1.2  1.9  45.1  1.9  0.3  17.9  0.8  

１～３点 81 1.2  22.2  8.6  － 1.2  44.4  1.2  － 19.8  1.2  

４～６点 380 － 22.1  12.4  1.1  2.1  42.1  1.8  0.3  17.9  0.3  

７～10点 731 0.4  18.1  10.4  1.4  1.9  47.1  2.1  0.3  17.6  0.8  

 

  

回答者数 = 1,198 ％

１　中学

２　高校

３　専門学校

４　５年制の高等専門学校

５　短大

６　大学

７　大学院

８　その他

９　まだわからない

　　無回答

0.3

19.5

10.9

1.2

1.9

45.1

1.9

0.3

17.9

0.8

0 20 40 60 80 100
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問７ 前の質問で１～８と答えた人にお聞きします。その学校まで進学したい理由を答

えてください。（１～８については、あてはまるもの全てにチェック） 

「１ 希望する学校や職業があるから」の割合

が 62.4％と最も高く、次いで「３ 親がそう言っ

ているから」の割合が 25.0％、「２ 自分の成績

から考えて」の割合が 19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

希
望
す
る
学
校

や
職
業
が
あ
る
か
ら 

２ 

自
分
の
成
績
か

ら
考
え
て 

３ 

親
が
そ
う
言
っ

て
い
る
か
ら 

４ 

兄
・
姉
が
そ
う
し

て
い
る
か
ら 

５ 

ま
わ
り
の
先
輩

や
友
達
が
そ
う
し
て

い
る
か
ら 

６ 

家
に
お
金
が
な

い
と
思
う
か
ら 

７ 

早
く
働
く
必
要

が
あ
る
か
ら 

８ 

そ
の
他 

９ 

と
く
に
理
由
は

な
い 

無
回
答 

全  体 973 62.4  19.0  25.0  9.4  7.6  2.1  2.1  10.7  4.7  0.5  

１～３点 64 54.7  18.8  29.7  7.8  4.7  10.9  3.1  17.2  4.7  － 

４～６点 311 58.8  19.9  26.4  11.6  11.9  1.9  2.9  10.3  6.1  0.3  

７～10点 596 65.1  18.6  23.8  8.4  5.5  1.2  1.5  10.2  4.0  0.7  

 

  

回答者数 = 973 ％

１　希望する学校や職業が
　　あるから

２　自分の成績から考えて

３　親がそう言っているか
　　ら

４　兄・姉がそうしている
　　から

５　まわりの先輩や友達が
　　そうしているから

６　家にお金がないと思う
　　から

７　早く働く必要があるか
　　ら

８　その他

９　とくに理由はない

　　無回答

62.4

19.0

25.0

9.4

7.6

2.1

2.1

10.7

4.7

0.5

0 20 40 60 80 100
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問８ あなたは、地域のスポーツクラブや文化クラブ、学校の部活動に参加しています

か。（あてはまるもの１つにチェック） 

「１ 参加している」の割合が 85.6％、「２ 参

加していない」の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「２ 参加していない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

参
加
し
て
い
る 

２ 

参
加
し
て
い
な

い 無
回
答 

全  体 1,198 85.6  12.8  1.7  

１～３点 81 72.8  25.9  1.2  

４～６点 380 84.7  14.2  1.1  

７～10点 731 87.6  10.7  1.8  

 

 

 

 

問９ 前の質問で「２ 参加していない」と答えた人にお聞きします。参加していない

理由は何ですか。（あてはまるもの全てにチェック） 

「１ 入りたいクラブ・部活動がないから」の

割合が 59.5％と最も高く、次いで「２ 塾や習い

事が忙しいから」、「３ 費用がかかるから」の割

合が 22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,198 ％

１　参加している

２　参加していない

　　無回答

85.6

12.8

1.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 153 ％

１　入りたいクラブ・部活
　　動がないから

２　塾や習い事が忙しいか
　　ら

３　費用がかかるから

５　一緒に入る友達がいな
　　いから

６　その他

　　無回答

４　家の事情（家族の世話、
　　家事など) があるから

59.5

22.9

22.9

13.1

21.6

19.0

1.3

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「２ 塾や習い事が忙しいから」「３ 費用がかかるから」の割

合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

入
り
た
い
ク
ラ

ブ
・
部
活
動
が
な
い
か

ら ２ 

塾
や
習
い
事
が

忙
し
い
か
ら 

３ 

費
用
が
か
か
る

か
ら 

４ 

家
の
事
情
（
家
族

の
世
話
、
家
事
な
ど) 

が
あ
る
か
ら 

５ 
一
緒
に
入
る
友

達
が
い
な
い
か
ら 

６ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 153 59.5  22.9  22.9  13.1  21.6  19.0  1.3  

１～３点 21 52.4  33.3  33.3  14.3  28.6  28.6  － 

４～６点 54 66.7  22.2  29.6  14.8  27.8  20.4  － 

７～10点 78 56.4  20.5  15.4  11.5  15.4  15.4  2.6  

 

 

問 10 あなたは週にどのくらい、食事をしていますか。 

（ａ～ｃそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

『ｂ 夕食』で「毎日食べる（週７日）」の割合が、『ａ 朝食』『ｃ 夏休みや冬休みなどの期

間の昼食』で「週５～６日」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,198

ａ　朝食

ｂ　夕食

ｃ　夏休みや冬休みなどの
　　期間の昼食

75.1

94.0

79.3

14.9

3.3

12.5

3.4

0.3

4.5

4.8

0.1

1.3

1.8

2.3

2.3

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

毎日食べる（週７日） 週５～６日

週３～４日 週１～２日、ほとんど食べない

無回答
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ａ 朝食 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
食
べ
る
（
週
７

日
） 

週
５
～
６
日 

週
３
～
４
日 

週
１
～
２
日
、
ほ
と
ん

ど
食
べ
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 75.1  14.9  3.4  4.8  1.8  

１～３点 81 60.5  17.3  4.9  16.0  1.2  

４～６点 380 69.5  18.2  6.3  4.7  1.3  

７～10点 731 79.9  12.9  1.8  3.6  1.9  

 

 

ｂ 夕食 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
食
べ
る
（
週
７

日
） 

週
５
～
６
日 

週
３
～
４
日 

週
１
～
２
日
、
ほ
と
ん

ど
食
べ
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 94.0  3.3  0.3  0.1  2.3  

１～３点 81 88.9  8.6  － － 2.5  

４～６点 380 92.6  5.3  0.8  0.3  1.1  

７～10点 731 95.5  1.6  0.1  － 2.7  

 

 

ｃ 夏休みや冬休みなどの期間の昼食 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
食
べ
る
（
週
７

日
） 

週
５
～
６
日 

週
３
～
４
日 

週
１
～
２
日
、
ほ
と
ん

ど
食
べ
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 79.3  12.5  4.5  1.3  2.3  

１～３点 81 64.2  17.3  9.9  4.9  3.7  

４～６点 380 73.7  16.6  6.6  1.6  1.6  

７～10点 731 84.0  10.0  2.9  0.8  2.3  
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問 11 あなたは、ふだん(月曜日～金曜日)、ほぼ同じ時間に寝ていますか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「２ どちらかといえばそうである」の割合が

49.6％と最も高く、次いで「１ そうである」の

割合が 30.3％、「３ どちらかといえばそうでは

ない」の割合が 13.4％となっています。 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「３ どちらかといえばそうではない」の割合が高くなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

そ
う
で
あ
る 

２ 

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
そ
う
で
あ
る 

３ 

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
そ
う
で
は
な
い 

４ 

そ
う
で
は
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 30.3  49.6  13.4  6.0  0.7  

１～３点 81 21.0  42.0  27.2  9.9  － 

４～６点 380 22.6  52.1  16.6  8.4  0.3  

７～10点 731 35.4  49.1  10.4  4.4  0.7  

 

  

回答者数 = 1,198 ％

１　そうである

２　どちらかといえばそう
　　である

３　どちらかといえばそう
　　ではない

４　そうではない

　　無回答

30.3

49.6

13.4

6.0

0.7

0 20 40 60 80 100
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問 12 あなたに困っていることや悩みごとがあるとき、あなたが相談できると思う人は

だれですか。(１～９については、あてはまるもの全てにチェック) 

「５ 学校の友達」の割合が 72.2％と最も高

く、次いで「１ 親」の割合が 65.9％、「４ 学

校の先生」の割合が 25.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「１ 親」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

親 

２ 

き
ょ
う
だ
い 

３ 

祖
父
母
な
ど 

４ 

学
校
の
先
生 

５ 

学
校
の
友
達 

６ 

学
校
外
の
友
達 

７ 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス

ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど 

８ 

そ
の
他
の
大
人(

塾
・
習
い
事
の

先
生
、
地
域
の
人
な
ど)

  

９ 

ネ
ッ
ト
で
知
り
合
っ
た
人 

10 

だ
れ
に
も
相
談
で
き
な
い
、
相

談
し
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 65.9  23.5  14.3  25.7  72.2  20.2  3.3  6.8  5.7  7.8  0.6  

１～３点 81 25.9  11.1  3.7  8.6  42.0  16.0  3.7  8.6  17.3  30.9  － 

４～６点 380 58.4  21.3  8.7  17.1  63.4  19.7  4.5  4.5  6.8  10.5  0.5  

７～10点 731 74.4  26.0  18.2  32.1  80.4  20.9  2.6  7.7  3.7  4.0  0.4  

  

回答者数 = 1,198 ％

１　親

２　きょうだい

３　祖父母など

４　学校の先生

５　学校の友達

６　学校外の友達

９　ネットで知り合った人

　　無回答

７　スクールカウンセラー、
　　スクールソーシャルワ
　　ーカーなど

８　その他の大人(塾・習
　　い事の先生、地域の人
　　など)

10　だれにも相談できない、
　　相談したくない

65.9

23.5

14.3

25.7

72.2

20.2

3.3

6.8

5.7

7.8

0.6

0 20 40 60 80 100
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問 13 全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。「１」（まっ

たく満足していない）から「10」（十分に満足している）の星の数で答えてくださ

い。（あてはまるもの１つにチェック） 

「８」の割合が 21.0％と最も高く、次いで「７」

の割合が 16.4％、「６」の割合が 12.9％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 以下のそれぞれの質問について、「あてはまらない」「まああてはまる」「あては

まる」のどれかから回答してください。答えに自信がなくても、あるいは、その質

問がばからしいと思えたとしても、全部の質問に答えてください。あなたのここ半

年くらいのことを考えて答えてください。 

（ａ～ｏそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

『ｇ 私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。』で「あてはまる」の割合が高くなって

います。一方、『ｌ 私は、他の子どもから、いじめられたり、からかわれたりする。』で「あて

はまらない」の割合が高くなっています。 

  

回答者数 = 1,198 ％

１：まったく満足して
　　いない

２

３

４

５

６

７

８

９

10：十分に満足している

無回答

1.3

1.8

3.8

6.0

12.8

12.9

16.4

21.0

11.2

12.4

0.5

0 20 40 60 80 100



 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,198

ａ　私は、他人に対して親切に
　　するようにしている。私は、
　　他人の気持ちをよく考える。

ｂ　私は、よく頭やお腹が
　　いたくなったり、気持ちが
　　悪くなったりする。

ｃ　私は、他の子供たちと、
　　（食べ物・ゲーム・ペン
　　　など）をよく分け合う。

ｄ　私は、たいてい一人でいる。
　　だいたいいつも一人で
　　遊ぶか、人と付き合うことを
　　避ける。

ｅ　私は、心配ごとが多く、
　　いつも不安だ。

ｆ　私は、誰かが心を痛めて
　　いたり、落ち込んでいたり、
　　嫌な思いをしている
　　ときなど、すすんで助ける。

ｇ　私は、仲の良い友だちが
　　少なくとも一人はいる。

ｈ　私は、落ち込んでしずんで
　　いたり、涙ぐんだりする
　　ことがよくある。

ｉ　私は、同じくらいの年齢の
　　子供からは、だいたいは
　　好かれている。

ｊ　私は、新しい場面に直面する
　　と不安になり、自信を
　　なくしやすい。

ｋ　私は、年下の子供たちに
　　対してやさしくしている。

ｌ　私は、他の子供から、
　　いじめられたり、
　　からかわれたりする。

ｍ　私は、自分からすすんで
　　よくお手伝いをする（親
　　・先生・他の子供たち
　　など）。

ｎ　私は、他の子供たちより、
　　大人といる方がうまくいく。

ｏ　私は、こわがりで、
　　すぐにおびえたりする。

44.9

19.8

21.0

5.9

19.8

25.0

88.4

18.4

14.8

37.6

59.3

3.7

18.8

9.7

12.7

51.0

31.1

38.1

18.4

35.1

61.9

8.2

33.2

65.6

38.6

35.8

12.2

58.3

29.4

31.7

3.6

48.6

40.2

75.3

44.5

12.5

3.0

47.8

19.0

23.0

4.3

83.6

22.2

60.6

54.8

0.5

0.5

0.6

0.4

0.6

0.6

0.4

0.6

0.6

0.7

0.6

0.6

0.8

0.3

0.8

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

あてはまる まああてはまる あてはまらない 無回答
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ａ 私は、他人に対して親切にするようにしている。私は、他人の気持ちをよく考える。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、４～６点で「まああてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 44.9  51.0  3.6  0.5  

１～３点 81 43.2  50.6  6.2  － 

４～６点 380 36.8  58.7  4.5  － 

７～10点 731 49.7  47.1  2.9  0.4  

 

 

ｂ 私は、よく頭やお腹がいたくなったり、気持ちが悪くなったりする。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 19.8  31.1  48.6  0.5  

１～３点 81 42.0  42.0  16.0  － 

４～６点 380 27.4  35.5  37.1  － 

７～10点 731 13.5  27.8  58.3  0.4  

 

 

ｃ 私は、他の子供たちと、（食べ物・ゲーム・ペンなど）をよく分け合う。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 21.0  38.1  40.2  0.6  

１～３点 81 24.7  38.3  35.8  1.2  

４～６点 380 17.1  39.7  43.2  － 

７～10点 731 22.8  37.5  39.3  0.4  

  



 123 

ｄ 私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避ける。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「まああてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 5.9  18.4  75.3  0.4  

１～３点 81 19.8  32.1  48.1  － 

４～６点 380 8.2  25.3  66.6  － 

７～10点 731 3.3  13.4  83.0  0.3  

 

 

ｅ 私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 19.8  35.1  44.5  0.6  

１～３点 81 53.1  30.9  14.8  1.2  

４～６点 380 27.6  36.3  35.8  0.3  

７～10点 731 12.2  35.2  52.4  0.3  

 

 

ｆ 私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすんで助ける。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 25.0  61.9  12.5  0.6  

１～３点 81 27.2  61.7  11.1  － 

４～６点 380 20.8  61.6  17.4  0.3  

７～10点 731 27.2  62.1  10.3  0.4  
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ｇ 私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 88.4  8.2  3.0  0.4  

１～３点 81 77.8  17.3  3.7  1.2  

４～６点 380 82.4  13.4  3.9  0.3  

７～10点 731 93.0  4.4  2.5  0.1  

 

 

ｈ 私は、落ち込んでしずんでいたり、涙ぐんだりすることがよくある。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 18.4  33.2  47.8  0.6  

１～３点 81 45.7  30.9  22.2  1.2  

４～６点 380 23.4  36.6  39.7  0.3  

７～10点 731 12.9  32.0  54.9  0.3  

 

 

ｉ 私は、同じくらいの年齢の子供からは、だいたいは好かれている。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 14.8  65.6  19.0  0.6  

１～３点 81 11.1  44.4  44.4  － 

４～６点 380 6.6  66.1  27.1  0.3  

７～10点 731 19.6  68.0  12.0  0.4  
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ｊ 私は、新しい場面に直面すると不安になり、自信をなくしやすい。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 37.6  38.6  23.0  0.7  

１～３点 81 55.6  34.6  9.9  － 

４～６点 380 46.8  34.7  18.4  － 

７～10点 731 31.2  41.2  26.9  0.7  

 

 

ｋ 私は、年下の子どもたちに対してやさしくしている。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「まああてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 59.3  35.8  4.3  0.6  

１～３点 81 51.9  43.2  4.9  － 

４～６点 380 53.9  40.0  5.5  0.5  

７～10点 731 63.2  32.8  3.6  0.4  

 

 

ｌ 私は、他の子どもから、いじめられたり、からかわれたりする。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「まああてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 3.7  12.2  83.6  0.6  

１～３点 81 11.1  25.9  63.0  － 

４～６点 380 3.9  15.8  80.0  0.3  

７～10点 731 2.7  8.9  88.0  0.4  
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ｍ 私は、自分からすすんでよくお手伝いをする（親・先生・他の子供たちなど）。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 18.8  58.3  22.2  0.8  

１～３点 81 22.2  59.3  17.3  1.2  

４～６点 380 17.9  57.4  24.5  0.3  

７～10点 731 18.9  59.0  21.6  0.5  

 

 

ｎ 私は、他の子供たちより、大人といる方がうまくいく。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「まああてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 9.7  29.4  60.6  0.3  

１～３点 81 17.3  37.0  45.7  － 

４～６点 380 12.9  31.1  55.8  0.3  

７～10点 731 7.3  27.8  65.0  － 

 

 

ｏ 私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ま
あ
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 12.7  31.7  54.8  0.8  

１～３点 81 23.5  40.7  35.8  － 

４～６点 380 15.3  36.3  48.2  0.3  

７～10点 731 10.3  28.6  60.5  0.7  
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問 15 あなたは今までに、以下の a～hのようなことがありましたか。あてはまる個数

を答えてください。（あてはまるもの１つにチェック） 

「０ ひとつもあてはまらない（０個）」の割

合が 76.0％と最も高く、次いで「１ １個あては

まる」の割合が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a：一緒に住んでいる大人から、あなたの悪口を言い立てられる、けなされる、恥をかかされる、または、身体を傷つけ

られる危険を感じるようなふるまいをされることがよくある 

b：一緒に住んでいる大人から、押される、つかまれる、たたかれる、物を投げつけられるといったことがよくある。ま

たは、けがをするほど強くなぐられたことが一度でもある 

c：家族のだれからも愛されていない、大切にされていない、支えてもらえていないと感じることがある 

d：必要な食事や衣服を与えられなかったり、自分を守ってくれる人はだれもいないと感じることがある 

e：両親が、別居または離婚をしたことが一度でもある 

f：一緒に住んでいる家族が、だれかに押されたり、つかまれたり、けられたりしたことがよくある、または、くり返し

なぐられたり、刃物などでおどされたことが一度でもある 

g：一緒に住んでいる人に、お酒を飲んだり麻薬などで自身の生活や人間関係を損なうようなふるまいをした人がいる 

h：一緒に住んでいる人に、うつ病やその他の心の病気の人、または自殺しようとした人がいる 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

０ 

ひ
と
つ
も
あ
て
は

ま
ら
な
い
（
０
個
） 

１ 

１
個
あ
て
は
ま
る 

２ 

２
個
あ
て
は
ま
る 

３ 

３
個
あ
て
は
ま
る 

４ 

４
個
あ
て
は
ま
る 

５ 

５
個
あ
て
は
ま
る 

６ 

６
個
あ
て
は
ま
る 

７ 

７
個
あ
て
は
ま
る 

８ 

す
べ
て
あ
て
は
ま

る
（
８
個
） 

無
回
答 

全  体 1,198 76.0  14.4  3.6  1.8  0.5  0.5  － 0.1  0.3  2.9  

１～３点 81 59.3  16.0  8.6  7.4  1.2  2.5  － － 1.2  3.7  

４～６点 380 71.3  18.9  5.3  1.8  0.8  － － 0.3  0.3  1.3  

７～10点 731 80.6  11.8  2.2  1.1  0.3  0.5  － － 0.1  3.4  

 

  

回答者数 = 1,198 ％

０　ひとつもあてはまらな
　　い（０個）

１　１個あてはまる

２　２個あてはまる

３　３個あてはまる

４　４個あてはまる

５　５個あてはまる

６　６個あてはまる

７　７個あてはまる

８　すべてあてはまる（８
　　個）

　　無回答

76.0

14.4

3.6

1.8

0.5

0.5

0.0

0.1

0.3

2.9

0 20 40 60 80 100
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問 16 あなたは、次のａ～ｄのような場所を利用したことがありますか。また、利用し

たことはない場合、今後利用したいと思いますか。 

（ａ～ｄそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

『ａ 自分や友人の家以外で平日の夜や休日を過ごすことができる場所』で「利用したことが

ある」の割合が、『ｃ 勉強を無料でみてくれる場所』で「利用したことはないが、あれば利用し

たいと思う」の割合が高くなっています。また、『ｄ 家や学校以外で何でも相談できる場所（電

話やネットの相談を含む。）』で「利用したことはないが、今後も利用したいと思わない」「利用し

たことはないが、今後利用したいかどうか分からない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 自分や友人の家以外で平日の夜や休日を過ごすことができる場所 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「利用したことがある」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た
こ
と
が
あ

る 利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
あ
れ
ば
利
用
し

た
い
と
思
う 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
も
利
用
し

た
い
と
思
わ
な
い 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
利
用
し
た

い
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 18.6  18.4  33.3  28.0  1.6  

１～３点 81 25.9  23.5  25.9  23.5  1.2  

４～６点 380 20.8  18.2  32.1  27.4  1.6  

７～10点 731 16.4  18.2  35.0  29.0  1.4  

  

回答者数 = 1,198

ａ　自分や友人の家以外で
　　平日の夜や休日を
　　過ごすことができる場所

ｂ　自分や友人の家以外で
　　夕ごはんを無料か安く
　　食べることができる場所
　　（子供食堂など）

ｃ　勉強を無料でみてくれる
　　場所

ｄ　家や学校以外で何でも
　　相談できる場所（電話や
　　ネットの相談を含む。）

18.6

5.1

3.8

2.8

18.4

27.2

37.1

17.8

33.3

33.6

27.8

38.1

28.0

32.4

29.5

39.3

1.6

1.7

1.8

1.9

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

利用したことがある

利用したことはないが、あれば利用したいと思う

利用したことはないが、今後も利用したいと思わない

利用したことはないが、今後利用したいかどうか分からない

無回答
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ｂ 自分や友人の家以外で夕ごはんを無料か安く食べることができる場所（子供食堂など） 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「利用したことはないが、あれば利用したいと思う」の割合が

高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た
こ
と
が
あ

る 利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
あ
れ
ば
利
用
し

た
い
と
思
う 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
も
利
用
し

た
い
と
思
わ
な
い 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
利
用
し
た

い
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 5.1  27.2  33.6  32.4  1.7  

１～３点 81 9.9  35.8  27.2  27.2  － 

４～６点 380 6.1  27.4  34.5  30.3  1.8  

７～10点 731 4.0  26.0  34.2  34.3  1.5  

 

ｃ 勉強を無料でみてくれる場所 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た
こ
と
が
あ

る 利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
あ
れ
ば
利
用
し

た
い
と
思
う 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
も
利
用
し

た
い
と
思
わ
な
い 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
利
用
し
た

い
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 3.8  37.1  27.8  29.5  1.8  

１～３点 81 3.7  32.1  29.6  33.3  1.2  

４～６点 380 4.5  33.7  29.7  30.3  1.8  

７～10点 731 3.4  39.5  26.7  28.9  1.5  

 

ｄ 家や学校以外で何でも相談できる場所（電話やネットの相談を含む。） 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「利用したことはないが、今後利用したいかどうか分からない」

の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た
こ
と
が
あ

る 利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
あ
れ
ば
利
用
し

た
い
と
思
う 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
も
利
用
し

た
い
と
思
わ
な
い 

利
用
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
利
用
し
た

い
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 1,198 2.8  17.8  38.1  39.3  1.9  

１～３点 81 6.2  14.8  33.3  45.7  － 

４～６点 380 3.2  19.2  41.1  34.7  1.8  

７～10点 731 2.2  17.4  37.2  41.3  1.9  
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問 17 前の質問で、１つでも「利用したことがある」と答えた方にお聞きします。そこ

を利用したことで、以下のような変化はありましたか。 

（１～８については、あてはまるものすべてにチェック） 

「９ 特に変化はない」の割合が 39.3％と最も

高く、次いで「３ 生活の中で楽しみなことが増

えた」、「４ ほっとできる時間が増えた」の割合

が 32.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「４ ほっとできる時間が増えた」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

友
だ
ち
が
増
え

た ２ 

気
軽
に
話
せ
る

大
人
が
増
え
た 

３ 

生
活
の
中
で
楽

し
み
な
こ
と
が
増
え

た ４ 

ほ
っ
と
で
き
る

時
間
が
増
え
た 

５ 

栄
養
の
あ
る
食

事
を
と
れ
る
こ
と
が

増
え
た 

６ 

勉
強
が
わ
か
る

よ
う
に
な
っ
た 

７ 

勉
強
す
る
時
間

が
増
え
た 

８ 

そ
の
他 

９ 

特
に
変
化
は
な

い 無
回
答 

全  体 290 24.5  12.4  32.1  32.1  6.6  9.3  15.9  5.5  39.3  2.4  

１～３点 29 13.8  10.3  34.5  37.9  10.3  3.4  10.3  6.9  44.8  － 

４～６点 102 20.6  6.9  29.4  31.4  5.9  6.9  15.7  6.9  42.2  1.0  

７～10点 156 29.5  16.7  34.0  32.1  6.4  12.2  17.3  3.8  36.5  3.2  

 

 

 

  

回答者数 = 290 ％

１　友だちが増えた

２　気軽に話せる大人が増
　　えた

３　生活の中で楽しみなこ
　　とが増えた

４　ほっとできる時間が増
　　えた

５　栄養のある食事をとれ
　　ることが増えた

６　勉強がわかるようにな
　　った

７　勉強する時間が増えた

８　その他

９　特に変化はない

　　無回答

24.5

12.4

32.1

32.1

6.6

9.3

15.9

5.5

39.3

2.4

0 20 40 60 80 100
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４ 生活状況調査（保護者） 

問１ お子さんとあなたとの関係は、次のどれにあたりますか。お子さんからみた続柄

でお答えください。（あてはまるもの１つにチェック） 

「１ 母親」の割合が 92.1％と最も高くなって

います。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

※前回調査では、「祖父母」の選択肢は「祖父・祖母」となっていました。 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「１ 母親」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

母
親 

２ 

父
親 

３ 

祖
父
母 

４ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,041 92.1  7.4  0.1  － 0.4  

貧困層 195 97.4  2.6  － － － 

非貧困層 1,808 91.5  8.0  0.1  － 0.4  

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「２ 父親」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

母
親 

２ 

父
親 

３ 

祖
父
母 

４ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,041 92.1  7.4  0.1  － 0.4  

ひとり親世帯 192 87.5  12.5  － － － 

ふたり親世帯 1,787 92.6  6.9  － － 0.4  

その他（不明等） 62 91.9  4.8  3.2  － － 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

母
親 

２ 

父
親 

３ 

祖
父
母 

４ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,041 92.1  7.4  0.1  － 0.4  

１～３点 256 91.4  8.2  － － 0.4  

４～６点 756 91.0  8.3  0.1  － 0.5  

７～10点 1,014 93.4  6.3  － － 0.3  
  

令和５年度調査

（回答者数 = 2,041）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,892）

％

１　母親

２　父親

３　祖父母

４　その他

　　無回答

92.1

7.4

0.1

0.0

0.4

89.6

9.4

0.6

0.1

0.3

0 20 40 60 80 100
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問２ あなたがお住まいの小学校（または中学校）の学区を教えてください。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「24 城山中」の割合が 9.2％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、選択肢が異なるため比較できません。  

回答者数 = 2,041 ％

１　磐田北小

２　磐田中部小

３　磐田西小

４　磐田南小

５　東部小

６　大藤小

７　向笠小

８　長野小

９　岩田小

10　田原小

11　富士見小

12　福田小

13　豊浜小

14　竜洋東小

15　竜洋西小

16　竜洋北小

17　豊田南小

18　豊田北部小

19　青城小

20　豊田東小

21　豊岡南小

22　豊岡北小

23　磐田第一中

24　城山中

25　向陽中

26　神明中

27　南部中

28　福田中

29　竜洋中

30　豊田中

31　豊田南中

32　豊岡中

　　無回答

4.0

4.2

3.2

2.9

4.6

2.0

1.3

1.7

0.6

1.6

4.4

3.3

0.6

1.3

2.5

1.3

1.8

3.2

3.6

3.0

2.4

1.8

5.4

9.2

2.2

3.1

4.6

3.1

4.6

5.1

3.5

3.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「29 竜洋中」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

磐
田
北
小 

２ 

磐
田
中
部
小 

３ 

磐
田
西
小 

４ 

磐
田
南
小 

５ 

東
部
小 

６ 

大
藤
小 

７ 

向
笠
小 

８ 

長
野
小 

９ 

岩
田
小 

10 

田
原
小 

11 

富
士
見
小 

12 

福
田
小 

13 
豊
浜
小 

14 

竜
洋
東
小 

15 

竜
洋
西
小 

16 

竜
洋
北
小 

全  体 2,041 4.0  4.2  3.2  2.9  4.6  2.0  1.3  1.7  0.6  1.6  4.4  3.3  0.6  1.3  2.5  1.3  

貧困層 195 1.0  3.6  1.0  2.6  7.2  2.6  1.5  2.1  0.5  1.0  3.6  3.1  1.0  1.0  4.6  － 

非貧困層 1,808 4.4  4.3  3.4  2.8  4.3  1.9  1.3  1.7  0.6  1.6  4.5  3.3  0.6  1.3  2.3  1.5  
 

区分 

17 

豊
田
南
小 

18 

豊
田
北
部
小 

19 

青
城
小 

20 

豊
田
東
小 

21 

豊
岡
南
小 

22 

豊
岡
北
小 

23 

磐
田
第
一
中 

24 

城
山
中 

25 
向
陽
中 

26 

神
明
中 

27 

南
部
中 

28 

福
田
中 

29 

竜
洋
中 

30 

豊
田
中 

31 

豊
田
南
中 

32 

豊
岡
中 

無
回
答 

全  体 1.8  3.2  3.6  3.0  2.4  1.8  5.4  9.2  2.2  3.1  4.6  3.1  4.6  5.1 3.5 3.8 － 

貧困層 2.1  3.1  2.6  4.6  2.1  0.5  3.1  9.2  1.5  2.1  6.7  2.1  8.7  7.2 4.1 4.1 － 

非貧困層 1.7  3.2  3.7  2.8  2.4  1.9  5.8  9.3  2.3  3.2  4.4  3.3  4.2  4.9 3.5 3.8 0.1 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「１ 磐田北小」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 
磐
田
北
小 

２ 

磐
田
中
部
小 

３ 

磐
田
西
小 

４ 

磐
田
南
小 

５ 

東
部
小 

６ 

大
藤
小 

７ 

向
笠
小 

８ 

長
野
小 

９ 

岩
田
小 

10 

田
原
小 

11 

富
士
見
小 

12 

福
田
小 

13 

豊
浜
小 

14 

竜
洋
東
小 

15 

竜
洋
西
小 

16 

竜
洋
北
小 

全  体 2,041 4.0  4.2  3.2  2.9  4.6  2.0  1.3  1.7  0.6  1.6  4.4  3.3  0.6  1.3  2.5  1.3  

ひとり親

世帯 
192 1.0  2.1  2.1  4.2  6.3  1.0  1.6  0.5  0.5  1.0  5.7  1.6  1.0  － 4.2  0.5  

ふたり親

世帯 
1,787 4.3  4.6  3.2  2.8  4.3  2.1  1.2  1.8  0.6  1.6  4.2  3.2  0.6  1.5  2.4  1.4  

その他

（不明

等） 

62 6.5  － 4.8  3.2  6.5  3.2  1.6  1.6  － 1.6  6.5  9.7  － 1.6  1.6  1.6  

 

区分 

17 

豊
田
南
小 

18 

豊
田
北
部
小 

19 

青
城
小 

20 

豊
田
東
小 

21 

豊
岡
南
小 

22 

豊
岡
北
小 

23 

磐
田
第
一
中 

24 

城
山
中 

25 

向
陽
中 

26 

神
明
中 

27 

南
部
中 

28 

福
田
中 

29 

竜
洋
中 

30 

豊
田
中 

31 

豊
田
南
中 

32 

豊
岡
中 

無
回
答 

全  体 1.8  3.2  3.6  3.0  2.4  1.8  5.4  9.2  2.2  3.1  4.6  3.1  4.6  5.1 3.5 3.8 － 

ひとり親

世帯 
1.6  3.1  4.7  2.1  0.5  1.0  6.8  9.9  3.1  3.1  5.2  4.7  6.8  6.3 3.6 4.2 － 

ふたり親

世帯 
1.8  3.2  3.6  3.1  2.6  1.8  5.4  9.0  2.1  3.2  4.4  2.9  4.4  5.2 3.5 3.8 0.1 

その他

（不明

等） 

1.6  4.8  － 3.2  － 3.2  1.6  12.9  3.2  － 6.5  3.2  4.8  － 3.2 1.6 － 
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

磐
田
北
小 

２ 

磐
田
中
部
小 

３ 

磐
田
西
小 

４ 

磐
田
南
小 

５ 

東
部
小 

６ 

大
藤
小 

７ 

向
笠
小 

８ 

長
野
小 

９ 

岩
田
小 

10 

田
原
小 

11 

富
士
見
小 

12 

福
田
小 

13 
豊
浜
小 

14 

竜
洋
東
小 

15 

竜
洋
西
小 

16 

竜
洋
北
小 

全  体 2,041 4.0  4.2  3.2  2.9  4.6  2.0  1.3  1.7  0.6  1.6  4.4  3.3  0.6  1.3  2.5  1.3  

１～３点 256 2.0  3.5  1.6  4.7  3.9  0.4  2.0  2.0  1.2  1.6  4.3  4.3  0.4  2.0  1.6  0.8  

４～６点 756 3.7  3.6  3.2  2.1  6.1  2.1  0.5  2.5  0.8  0.9  4.1  3.6  0.9  0.9  2.6  1.2  

７～10点 1,014 4.7  4.9  3.6  3.2  3.6  2.3  1.7  1.1  0.3  2.0  4.6  2.8  0.5  1.4  2.8  1.6  
 

区分 

17 

豊
田
南
小 

18 

豊
田
北
部
小 

19 

青
城
小 

20 

豊
田
東
小 

21 

豊
岡
南
小 

22 

豊
岡
北
小 

23 

磐
田
第
一
中 

24 

城
山
中 

25 
向
陽
中 

26 

神
明
中 

27 

南
部
中 

28 

福
田
中 

29 

竜
洋
中 

30 

豊
田
中 

31 

豊
田
南
中 

32 

豊
岡
中 

無
回
答 

全  体 1.8  3.2  3.6  3.0  2.4  1.8  5.4  9.2  2.2  3.1  4.6  3.1  4.6  5.1 3.5 3.8 － 

１～３点 0.8  3.1  3.5  2.3  0.4  2.3  7.4  8.6  3.5  2.3  5.1  5.9  5.9  5.5 3.5 3.9 － 

４～６点 1.6  3.0  3.7  2.8  2.5  1.7  4.4  9.1  1.9  4.5  5.0  3.3  4.8  5.8 3.4 3.4 0.1 

７～10点 2.2  3.4  3.6  3.4  2.8  1.8  5.8  9.4  2.2  2.3  4.1  2.2  4.2  4.3 3.6 4.0 － 
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問３ お子さんと同居し、生計を一にしているご家族の構成と人数をお答えください。

単身赴任中の方や学業のために世帯を離れているお子さんがいる場合には、ご家族

の人数に含めて教えて下さい。 

（ａ～ｈそれぞれについて、あてはまるものにチェック） 

ａ 祖母 

「いない」の割合が 76.2％と最も高く、次いで

「１人」の割合が 19.1％となっています。 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「１人」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

無
回
答 

全  体 2,041 76.2  19.1  0.4  4.4  

貧困層 195 53.8  37.9  1.0  7.2  

非貧困層 1,808 78.8  16.9  0.3  4.0  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「１人」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

無
回
答 

全  体 2,041 76.2  19.1  0.4  4.4  

ひとり親世帯 192 67.2  31.3  － 1.6  

ふたり親世帯 1,787 78.0  17.7  0.4  3.9  

その他（不明等） 62 53.2  19.4  － 27.4  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

いない

１人

２人

無回答

76.2

19.1

0.4

4.4

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

無
回
答 

全  体 2,041 76.2  19.1  0.4  4.4  

１～３点 256 72.7  22.7  1.2  3.5  

４～６点 756 75.8  19.3  0.5  4.4  

７～10点 1,014 77.2  18.1  0.1  4.5  

 

 

 

 

ｂ 祖父 

「いない」の割合が 79.5％と最も高く、次いで

「１人」の割合が 15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「１人」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

無
回
答 

全  体 2,041 79.5  15.4  0.3  4.8  

貧困層 195 61.5  29.7  1.0  7.7  

非貧困層 1,808 81.7  13.7  0.3  4.4  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

いない

１人

２人

無回答

79.5

15.4

0.3

4.8

0 20 40 60 80 100
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「１人」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

無
回
答 

全  体 2,041 79.5  15.4  0.3  4.8  

ひとり親世帯 192 70.8  27.6  － 1.6  

ふたり親世帯 1,787 81.3  14.0  0.3  4.3  

その他（不明等） 62 53.2  16.1  1.6  29.0  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

無
回
答 

全  体 2,041 79.5  15.4  0.3  4.8  

１～３点 256 77.0  17.2  1.2  4.7  

４～６点 756 79.2  16.5  0.1  4.1  

７～10点 1,014 80.3  14.1  0.2  5.4  
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ｃ 母親 

「いない」の割合が 1.8％、「１人」の割合が

96.9％となっています。 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「１人」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

無
回
答 

全  体 2,041 1.8  96.9  1.3  

貧困層 195 4.1  93.8  2.1  

非貧困層 1,808 1.2  97.7  1.1  

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ふたり親世帯で「１人」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

無
回
答 

全  体 2,041 1.8  96.9  1.3  

ひとり親世帯 192 13.0  87.0  － 

ふたり親世帯 1,787 － 100.0  － 

その他（不明等） 62 17.7  38.7  43.5  

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

無
回
答 

全  体 2,041 1.8  96.9  1.3  

１～３点 256 3.5  96.1  0.4  

４～６点 756 1.6  96.8  1.6  

７～10点 1,014 1.4  97.3  1.3  

  

回答者数 = 2,041 ％

いない

１人

無回答

1.8

96.9

1.3

0 20 40 60 80 100
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ｄ 父親 

「いない」の割合が 8.7％、「１人」の割合が

89.6％となっています。 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「いない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

無
回
答 

全  体 2,041 8.7  89.6  1.7  

貧困層 195 42.1  52.3  5.6  

非貧困層 1,808 5.0  93.8  1.2  

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ふたり親世帯で「１人」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

無
回
答 

全  体 2,041 8.7  89.6  1.7  

ひとり親世帯 192 87.0  13.0  － 

ふたり親世帯 1,787 － 100.0  － 

その他（不明等） 62 17.7  25.8  56.5  

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

無
回
答 

全  体 2,041 8.7  89.6  1.7  

１～３点 256 13.7  84.0  2.3  

４～６点 756 11.9  86.5  1.6  

７～10点 1,014 5.2  93.2  1.6  

  

回答者数 = 2,041 ％

いない

１人

無回答

8.7

89.6

1.7

0 20 40 60 80 100
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ｅ 姉・兄 

「いない」の割合が 40.6％と最も高く、次いで

「１人」の割合が 39.5％、「２人」の割合が 11.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「２人」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 40.6  39.5  11.2  1.8  0.1  6.8  

貧困層 195 40.5  33.8  15.9  2.1  － 7.7  

非貧困層 1,808 40.3  40.4  10.8  1.8  0.2  6.6  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「いない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 40.6  39.5  11.2  1.8  0.1  6.8  

ひとり親世帯 192 47.9  35.9  12.0  1.6  － 2.6  

ふたり親世帯 1,787 40.2  40.0  11.1  1.8  0.2  6.7  

その他（不明等） 62 27.4  37.1  9.7  1.6  － 24.2  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

いない

１人

２人

３人

４人以上

無回答

40.6

39.5

11.2

1.8

0.1

6.8

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 40.6  39.5  11.2  1.8  0.1  6.8  

１～３点 256 40.2  40.2  11.3  1.2  0.4  6.6  

４～６点 756 40.7  39.4  11.2  2.1  0.1  6.3  

７～10点 1,014 40.6  39.4  10.9  1.7  0.1  7.2  

 

 

 

 

ｆ 妹・弟 

「いない」の割合が 43.2％と最も高く、次いで

「１人」の割合が 36.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「いない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 43.2  36.7  9.5  1.4  0.1  9.0  

貧困層 195 34.9  37.9  11.8  2.6  0.5  12.3  

非貧困層 1,808 44.1  36.8  9.0  1.3  0.1  8.7  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

いない

１人

２人

３人

４人以上

無回答

43.2

36.7

9.5

1.4

0.1

9.0

0 20 40 60 80 100
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「いない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 43.2  36.7  9.5  1.4  0.1  9.0  

ひとり親世帯 192 56.8  30.2  5.7  － 0.5  6.8  

ふたり親世帯 1,787 41.9  37.8  10.1  1.5  0.1  8.6  

その他（不明等） 62 37.1  25.8  4.8  3.2  － 29.0  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 43.2  36.7  9.5  1.4  0.1  9.0  

１～３点 256 47.7  30.5  11.3  1.6  － 9.0  

４～６点 756 39.8  39.9  10.7  1.3  0.4  7.8  

７～10点 1,014 44.3  36.0  8.3  1.5  － 10.0  

 

 

 

 

ｇ その他 

「いない」の割合が 70.8％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,041 ％

いない

１人

２人

３人

４人以上

無回答

70.8

2.9

0.2

0.0

0.2

25.7

0 20 40 60 80 100
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、非貧困層で「いない」の割合が、貧困層で「１人」の割合が高くなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 70.8  2.9  0.2  － 0.2  25.7  

貧困層 195 56.4  10.3  － － 2.1  31.3  

非貧困層 1,808 72.3  2.1  0.3  0.1  0.1  25.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「いない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 70.8  2.9  0.2  － 0.2  25.7  

ひとり親世帯 192 76.0  6.3  1.0  － － 16.7  

ふたり親世帯 1,787 71.1  2.4  0.2  0.1  0.2  26.0  

その他（不明等） 62 46.8  6.5  － － 1.6  45.2  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
な
い 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 70.8  2.9  0.2  － 0.2  25.7  

１～３点 256 71.1  3.5  0.4  － 0.4  24.6  

４～６点 756 71.6  2.5  － － 0.5  25.4  

７～10点 1,014 70.0  3.1  0.4  0.1  － 26.4  
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問４ お子さんの親の現在の年齢についてお答えください。(母親・父親それぞれについ

て数字で回答、いない場合やわからない場合は「－」と記入) 

母親 

「40 代」の割合が 67.3％と最も高く、次いで

「30 代」の割合が 20.1％、「50代以上」の割合が

10.8％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「40代」「50代

以上」の割合が増加しています。一方、「20 代」

「30 代」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「30代」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

20
代 

30
代 

40
代 

50
代
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 0.1  20.1  67.3  10.8  1.7  

貧困層 195 0.5  31.3  57.4  7.2  3.6  

非貧困層 1,808 0.1  18.6  68.7  11.2  1.4  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「30代」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

20
代 

30
代 

40
代 

50
代
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 0.1  20.1  67.3  10.8  1.7  

ひとり親世帯 192 1.0  24.5  57.3  6.8  10.4  

ふたり親世帯 1,787 － 19.4  68.9  11.1  0.6  

その他（不明等） 62 1.6  25.8  53.2  14.5  4.8  

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 2,041）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,787）

％

20代

30代

40代

50代以上

無回答

0.1

20.1

67.3

10.8

1.7

6.4

39.2

44.9

4.6

4.8

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

20
代 

30
代 

40
代 

50
代
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 0.1  20.1  67.3  10.8  1.7  

１～３点 256 － 21.1  62.9  12.1  3.9  

４～６点 756 0.3  22.5  66.3  9.4  1.6  

７～10点 1,014 0.1  18.2  69.2  11.3  1.1  

 

 

父親 

「40 代」の割合が 58.1％と最も高く、次いで

「50 代以上」の割合が 21.6％、「30代」の割合が

12.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「40代」「50代

以上」の割合が増加しています。一方、「30 代」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「40代」「50代以上」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

20
代 

30
代 

40
代 

50
代
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 － 12.0  58.1  21.6  8.3  

貧困層 195 － 12.8  32.3  13.3  41.5  

非貧困層 1,808 0.1  11.9  61.0  22.5  4.6  

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 2,041）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,692）

％

20代

30代

40代

50代以上

無回答

0.0

12.0

58.1

21.6

8.3

4.0

34.7

46.0

12.3

3.1

0 20 40 60 80 100
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ふたり親世帯で「40代」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

20
代 

30
代 

40
代 

50
代
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 － 12.0  58.1  21.6  8.3  

ひとり親世帯 192 － 4.2  17.2  6.8  71.9  

ふたり親世帯 1,787 0.1  12.9  63.2  23.2  0.6  

その他（不明等） 62 － 8.1  37.1  21.0  33.9  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

20
代 

30
代 

40
代 

50
代
以
上 

無
回
答 

全  体 2,041 － 12.0  58.1  21.6  8.3  

１～３点 256 － 10.2  56.6  18.8  14.5  

４～６点 756 － 14.0  53.7  21.4  10.8  

７～10点 1,014 0.1  10.9  62.1  22.0  4.8  
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問５ お子さんのご家族のうち、現在単身赴任中の方はいらっしゃいますか。 

（あてはまるもの全てにチェック） 

「４ 単身赴任中の者はいない」の割合が

93.6％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「４ 単身赴任中の者はいない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

お
子
さ
ん
の
母

親
が
単
身
赴
任
中 

２ 

お
子
さ
ん
の
父

親
が
単
身
赴
任
中 

３ 

そ
の
他 

４ 

単
身
赴
任
中
の

者
は
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 0.3  4.1  0.8  93.6  1.2  

貧困層 195 2.6  5.6  1.5  89.7  1.0  

非貧困層 1,808 0.1  4.0  0.8  94.1  1.1  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

お
子
さ
ん
の
母

親
が
単
身
赴
任
中 

２ 

お
子
さ
ん
の
父

親
が
単
身
赴
任
中 

３ 

そ
の
他 

４ 

単
身
赴
任
中
の

者
は
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 0.3  4.1  0.8  93.6  1.2  

ひとり親世帯 192 0.5  2.1  0.5  94.8  2.1  

ふたり親世帯 1,787 0.2  4.3  0.9  93.7  1.1  

その他（不明等） 62 4.8  6.5  － 87.1  3.2  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　お子さんの母親が単身
　　赴任中

２　お子さんの父親が単身
　　赴任中

３　その他

４　単身赴任中の者はいな
　　い

　　無回答

0.3

4.1

0.8

93.6

1.2

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

お
子
さ
ん
の
母

親
が
単
身
赴
任
中 

２ 

お
子
さ
ん
の
父

親
が
単
身
赴
任
中 

３ 

そ
の
他 

４ 
単
身
赴
任
中
の

者
は
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 0.3  4.1  0.8  93.6  1.2  

１～３点 256 0.4  2.7  0.4  94.1  2.3  

４～６点 756 0.1  3.2  1.3  94.7  0.7  

７～10点 1,014 0.5  5.2  0.6  92.7  1.3  

 

 

 

問６ お子さんと同居し、生計を同一にしている親の婚姻状況を教えてください。 

（あてはまるもの１つにチェック）※１・３・４・５・６を選んだ人は問８へ 

「１ 結婚している（事実婚を含む。）」の割合

が 89.1％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「２ 離婚」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

結
婚
し
て
い
る

（
事
実
婚
を
含
む
。
） 

２ 

離
婚 

３ 

死
別 

４ 

未
婚 

５ 

わ
か
ら
な
い 

６ 

親
は
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 89.1  8.5  0.9  0.4  0.3  0.3  0.4  

貧困層 195 49.7  41.0  2.6  3.1  2.1  － 1.5  

非貧困層 1,808 93.4  5.1  0.8  0.1  0.2  0.2  0.3  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　結婚している（事実婚
　　を含む。）

２　離婚

３　死別

４　未婚

５　わからない

６　親はいない

　　無回答

89.1

8.5

0.9

0.4

0.3

0.3

0.4

0 20 40 60 80 100
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ふたり親世帯で「１ 結婚している（事実婚を含む。）」の割合が高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

結
婚
し
て
い
る

（
事
実
婚
を
含
む
。
） 

２ 

離
婚 

３ 

死
別 

４ 

未
婚 

５ 

わ
か
ら
な
い 

６ 

親
は
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 89.1  8.5  0.9  0.4  0.3  0.3  0.4  

ひとり親世帯 192 7.8  79.7  8.9  2.6  0.5  － 0.5  

ふたり親世帯 1,787 99.0  0.1  0.1  0.1  0.3  0.1  0.3  

その他（不明等） 62 56.5  30.6  1.6  1.6  1.6  6.5  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「１ 結婚している（事実婚を含む。）」の割合が高くなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

結
婚
し
て
い
る

（
事
実
婚
を
含
む
。
） 

２ 

離
婚 

３ 

死
別 

４ 

未
婚 

５ 

わ
か
ら
な
い 

６ 

親
は
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 89.1  8.5  0.9  0.4  0.3  0.3  0.4  

１～３点 256 80.1  16.4  1.2  0.8  0.8  0.4  0.4  

４～６点 756 85.3  11.5  1.3  0.5  0.3  0.4  0.7  

７～10点 1,014 94.2  4.4  0.6  0.2  0.3  0.1  0.2  

 

 

 

問７ 前問で「２ 離婚」を選んだ人にお聞きします。離婚相手と子どもの養育費の取

り決めをしていますか。また、養育費を現在受け取っていますか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「１ 取り決めをしており、受け取っている」

の割合が 40.2％と最も高く、次いで「４ 取り決

めをしておらず、受け取っていない」の割合が

32.8％、「３ 取り決めをしているが、受け取っ

ていない」の割合が 24.1％となっています。 

 

  

回答者数 = 174 ％

１　取り決めをしており、
　　受け取っている

２　特に取り決めはしてい
　　ないが、受け取ってい
　　る

　　無回答

３　取り決めをしているが、
　　受け取っていない

４　取り決めをしておらず、
　　受け取っていない

40.2

2.9

24.1

32.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「３ 取り決めをしているが、受け取っていない」の割合が高く

なっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

取
り
決
め
を
し

て
お
り
、
受
け
取
っ
て

い
る 

２ 

特
に
取
り
決
め

は
し
て
い
な
い
が
、
受

け
取
っ
て
い
る 

３ 

取
り
決
め
を
し

て
い
る
が
、
受
け
取
っ

て
い
な
い 

４ 

取
り
決
め
を
し

て
お
ら
ず
、
受
け
取
っ

て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 174 40.2  2.9  24.1  32.8  － 

貧困層 80 37.5  1.3  26.3  35.0  － 

非貧困層 92 42.4  4.3  21.7  31.5  － 

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「３ 取り決めをしているが、受け取っていない」

の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

取
り
決
め
を
し

て
お
り
、
受
け
取
っ
て

い
る 

２ 

特
に
取
り
決
め

は
し
て
い
な
い
が
、
受

け
取
っ
て
い
る 

３ 

取
り
決
め
を
し

て
い
る
が
、
受
け
取
っ

て
い
な
い 

４ 

取
り
決
め
を
し

て
お
ら
ず
、
受
け
取
っ

て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 174 40.2  2.9  24.1  32.8  － 

ひとり親世帯 153 40.5  2.6  23.5  33.3  － 

ふたり親世帯 2 50.0  － － 50.0  － 

その他（不明等） 19 36.8  5.3  31.6  26.3  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

取
り
決
め
を
し

て
お
り
、
受
け
取
っ
て

い
る 

２ 

特
に
取
り
決
め

は
し
て
い
な
い
が
、
受

け
取
っ
て
い
る 

３ 

取
り
決
め
を
し

て
い
る
が
、
受
け
取
っ

て
い
な
い 

４ 

取
り
決
め
を
し

て
お
ら
ず
、
受
け
取
っ

て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 174 40.2  2.9  24.1  32.8  － 

１～３点 42 38.1  7.1  23.8  31.0  － 

４～６点 87 42.5  1.1  23.0  33.3  － 

７～10点 45 37.8  2.2  26.7  33.3  － 
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問８ ご家庭ではどれくらい、日本語以外の言語を使用していますか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「１ 日本語のみを使用している」の割合が

95.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「３ 日本語以外の言語を使うことが多い」の割合が高くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

日
本
語
の
み
を

使
用
し
て
い
る 

２ 

日
本
語
以
外
の

言
語
も
使
用
し
て
い

る
が
、
日
本
語
の
方
が

多
い 

３ 

日
本
語
以
外
の

言
語
を
使
う
こ
と
が

多
い 

無
回
答 

全  体 2,041 95.0  2.4  1.9  0.8  

貧困層 195 86.2  4.6  8.2  1.0  

非貧困層 1,808 96.0  2.2  1.2  0.7  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

日
本
語
の
み
を

使
用
し
て
い
る 

２ 

日
本
語
以
外
の

言
語
も
使
用
し
て
い

る
が
、
日
本
語
の
方
が

多
い 

３ 

日
本
語
以
外
の

言
語
を
使
う
こ
と
が

多
い 

無
回
答 

全  体 2,041 95.0  2.4  1.9  0.8  

ひとり親世帯 192 93.8  1.0  3.6  1.6  

ふたり親世帯 1,787 95.6  2.2  1.5  0.7  

その他（不明等） 62 79.0  11.3  8.1  1.6  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　日本語のみを使用して
　　いる

２　日本語以外の言語も使
　　用しているが、日本語
　　の方が多い

３　日本語以外の言語を使
　　うことが多い

　　無回答

95.0

2.4

1.9

0.8

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

日
本
語
の
み
を

使
用
し
て
い
る 

２ 

日
本
語
以
外
の

言
語
も
使
用
し
て
い

る
が
、
日
本
語
の
方
が

多
い 

３ 
日
本
語
以
外
の

言
語
を
使
う
こ
と
が

多
い 

無
回
答 

全  体 2,041 95.0  2.4  1.9  0.8  

１～３点 256 96.1  1.2  2.0  0.8  

４～６点 756 95.4  2.1  2.0  0.5  

７～10点 1,014 94.7  2.9  1.7  0.8  

 

 

 

 

問９ お子さんの親が卒業・修了した学校をお答えください。 

（ａ,ｂそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

ａ 母親 

「２ 高等学校」の割合が 31.2％と最も高く、

次いで「５ 短大」の割合が 22.3％、「６ 大学」

の割合が 21.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、選択肢が異なるため比較できません。 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　中学校

２　高等学校

３　専門学校

４　５年制の高等専門学校

５　短大

６　大学

７　大学院

８　その他

９　わからない

10　いない

　　無回答

3.2

31.2

18.5

0.0

22.3

21.9

1.0

0.3

0.3

0.4

0.7
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「２ 高等学校」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学
校 

２ 

高
等
学
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 
わ
か
ら
な
い 

10 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 3.2  31.2  18.5  － 22.3  21.9  1.0  0.3  0.3  0.4  0.7  

貧困層 195 7.7  43.1  16.9  － 14.4  12.3  1.5  1.0  0.5  1.5  1.0  

非貧困層 1,808 2.8  29.9  18.7  0.1  23.2  23.1  1.0  0.2  0.3  0.3  0.6  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「２ 高等学校」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学
校 

２ 

高
等
学
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 

わ
か
ら
な
い 

10 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 3.2  31.2  18.5  － 22.3  21.9  1.0  0.3  0.3  0.4  0.7  

ひとり親世帯 192 5.2  33.9  22.4  － 18.2  14.1  1.0  － 0.5  3.1  1.6  

ふたり親世帯 1,787 2.9  30.2  18.5  0.1  22.8  23.2  1.0  0.4  0.3  0.1  0.6  

その他（不明

等） 
62 4.8  53.2  8.1  － 21.0  8.1  1.6  － － 1.6  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「２ 高等学校」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学
校 

２ 

高
等
学
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 

わ
か
ら
な
い 

10 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 3.2  31.2  18.5  － 22.3  21.9  1.0  0.3  0.3  0.4  0.7  

１～３点 256 4.7  41.0  21.1  － 16.8  12.1  － 0.8  1.2  1.2  1.2  

４～６点 756 4.5  31.9  18.8  － 23.0  19.6  1.1  0.1  0.3  0.4  0.4  

７～10点 1,014 1.8  28.0  17.8  0.1  23.4  26.3  1.3  0.4  0.2  0.2  0.6  
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ｂ 父親 

「６ 大学」の割合が 33.7％と最も高く、次い

で「２ 高等学校」の割合が 30.9％、「３ 専門

学校」の割合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、選択肢が異なるため比較できません。 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「６ 大学」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学
校 

２ 

高
等
学
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 

わ
か
ら
な
い 

10 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 5.8  30.9  13.5  0.3  3.1  33.7  5.6  0.2  0.8  4.9  1.2  

貧困層 195 8.7  24.6  12.3  0.5  3.1  10.3  2.6  － 4.1  29.2  4.6  

非貧困層 1,808 5.5  31.3  13.7  0.3  3.2  36.4  5.9  0.2  0.4  2.4  0.7  

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「２ 高等学校」「６ 大学」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学
校 

２ 

高
等
学
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 

わ
か
ら
な
い 

10 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 5.8  30.9  13.5  0.3  3.1  33.7  5.6  0.2  0.8  4.9  1.2  

ひとり親世帯 192 3.1  15.6  5.2  － 2.1  13.0  2.6  － 2.6  48.4  7.3  

ふたり親世帯 1,787 5.9  32.7  14.5  0.3  3.3  36.3  6.0  0.2  0.6  － 0.2  

その他（不明

等） 
62 11.3  25.8  9.7  － 1.6  22.6  4.8  － 1.6  12.9  9.7  

  

回答者数 = 2,041 ％

１　中学校

２　高等学校

３　専門学校

４　５年制の高等専門学校

５　短大

６　大学

７　大学院

８　その他

９　わからない

10　いない

　　無回答

5.8

30.9

13.5

0.3

3.1

33.7

5.6

0.2

0.8

4.9

1.2

0 20 40 60 80 100



 155 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「６ 大学」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学
校 

２ 

高
等
学
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 
わ
か
ら
な
い 

10 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 5.8  30.9  13.5  0.3  3.1  33.7  5.6  0.2  0.8  4.9  1.2  

１～３点 256 7.8  35.5  16.0  － 3.1  20.7  3.5  0.4  2.3  8.2  2.3  

４～６点 756 7.9  32.0  11.9  0.3  3.4  29.6  5.6  0.1  0.4  7.7  1.1  

７～10点 1,014 3.7  28.5  14.2  0.4  3.0  40.0  6.3  0.2  0.7  2.2  0.8  

 

 

 

問 10 お子さんの親の就労状況について、あてはまるものを回答してください。 

（ａ,ｂそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

ａ 母親 

「３ パート・アルバイト・日雇い・非常勤職

員」の割合が 44.7％と最も高く、次いで「１ 正

社員・正規職員・会社役員」の割合が 31.5％、「５ 

働いていない（専業主婦／主夫を含む。）」の割合

が 10.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、選択肢が異なるため比較できません。 

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　正社員・正規職員・会
　　社役員

２　嘱託・契約社員・派遣
　　職員

３　パート・アルバイト・
　　日雇い・非常勤職員

４　自営業（家族従業者、
　　内職、自由業、フリー
　　ランスを含む。）

５　働いていない（専業主
　　婦／主夫を含む。）

６　わからない

７　いない

　　無回答

31.5

6.1

44.7

5.8

10.3

0.5

0.7

0.4

0 20 40 60 80 100
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「５ 働いていない（専業主婦／主夫を含む。）」の割合が高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

正
社
員
・
正
規
職

員
・
会
社
役
員 

２ 

嘱
託
・
契
約
社
員
・

派
遣
職
員 

３ 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
・
日
雇
い
・
非
常
勤
職

員 ４ 

自
営
業
（
家
族
従
業

者
、
内
職
、
自
由
業
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
。
） 

５ 

働
い
て
い
な
い
（
専

業
主
婦
／
主
夫
を
含

む
。
） 

６ 
わ
か
ら
な
い 

７ 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 31.5  6.1  44.7  5.8  10.3  0.5  0.7  0.4  

貧困層 195 19.0  12.3  39.5  11.3  15.9  0.5  1.0  0.5  

非貧困層 1,808 33.2  5.4  45.2  5.1  9.5  0.4  0.7  0.3  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「１ 正社員・正規職員・会社役員」の割合が高くなっ

ています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

正
社
員
・
正
規
職

員
・
会
社
役
員 

２ 

嘱
託
・
契
約
社
員
・

派
遣
職
員 

３ 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
・
日
雇
い
・
非
常
勤
職

員 ４ 

自
営
業
（
家
族
従
業

者
、
内
職
、
自
由
業
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
。
） 

５ 

働
い
て
い
な
い
（
専

業
主
婦
／
主
夫
を
含

む
。
） 

６ 

わ
か
ら
な
い 

７ 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 31.5  6.1  44.7  5.8  10.3  0.5  0.7  0.4  

ひとり親世帯 192 50.0  9.9  24.0  2.1  4.2  2.1  6.8  1.0  

ふたり親世帯 1,787 29.2  5.4  47.3  6.4  11.1  0.3  － 0.3  

その他（不明等） 62 41.9  12.9  33.9  1.6  6.5  － 1.6  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

正
社
員
・
正
規
職

員
・
会
社
役
員 

２ 

嘱
託
・
契
約
社
員
・

派
遣
職
員 

３ 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
・
日
雇
い
・
非
常
勤
職

員 ４ 

自
営
業
（
家
族
従
業

者
、
内
職
、
自
由
業
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
。
） 

５ 

働
い
て
い
な
い
（
専

業
主
婦
／
主
夫
を
含

む
。
） 

６ 

わ
か
ら
な
い 

７ 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 31.5  6.1  44.7  5.8  10.3  0.5  0.7  0.4  

１～３点 256 27.7  7.0  43.8  3.5  13.3  2.3  1.6  0.8  

４～６点 756 30.3  7.8  46.6  4.8  9.3  － 0.9  0.4  

７～10点 1,014 33.6  4.5  43.4  7.2  10.5  0.4  0.3  0.1  
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ｂ 父親 

「１ 正社員・正規職員・会社役員」の割合が

82.3％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、選択肢が異なるため比較できません。 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、非貧困層で「１ 正社員・正規職員・会社役員」の割合が高くなっていま

す。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

正
社
員
・
正
規
職

員
・
会
社
役
員 

２ 

嘱
託
・
契
約
社
員
・

派
遣
職
員 

３ 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
・
日
雇
い
・
非
常
勤
職

員 ４ 

自
営
業
（
家
族
従
業

者
、
内
職
、
自
由
業
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
。
） 

５ 

働
い
て
い
な
い
（
専

業
主
婦
／
主
夫
を
含

む
。
） 

６ 

わ
か
ら
な
い 

７ 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 82.3  1.3  0.4  7.9  0.3  0.6  6.1  1.1  

貧困層 195 39.0  3.6  1.5  12.3  2.1  2.1  34.9  4.6  

非貧困層 1,808 87.0  1.0  0.3  7.5  0.2  0.3  3.0  0.7  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　正社員・正規職員・会
　　社役員

２　嘱託・契約社員・派遣
　　職員

３　パート・アルバイト・
　　日雇い・非常勤職員

４　自営業（家族従業者、
　　内職、自由業、フリー
　　ランスを含む。）

５　働いていない（専業主
　　婦／主夫を含む。）

６　わからない

７　いない

　　無回答

82.3

1.3

0.4

7.9

0.3

0.6

6.1

1.1
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ふたり親世帯で「１ 正社員・正規職員・会社役員」の割合が高くなっ

ています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

正
社
員
・
正
規
職

員
・
会
社
役
員 

２ 

嘱
託
・
契
約
社
員
・

派
遣
職
員 

３ 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
・
日
雇
い
・
非
常
勤
職

員 ４ 

自
営
業
（
家
族
従
業

者
、
内
職
、
自
由
業
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
。
） 

５ 

働
い
て
い
な
い
（
専

業
主
婦
／
主
夫
を
含

む
。
） 

６ 
わ
か
ら
な
い 

７ 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 82.3  1.3  0.4  7.9  0.3  0.6  6.1  1.1  

ひとり親世帯 192 26.6  1.6  0.5  3.6  0.5  2.6  58.3  6.3  

ふたり親世帯 1,787 89.1  1.2  0.4  8.4  0.3  0.2  0.1  0.3  

その他（不明等） 62 58.1  1.6  － 6.5  － 6.5  17.7  9.7  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

正
社
員
・
正
規
職

員
・
会
社
役
員 

２ 

嘱
託
・
契
約
社
員
・

派
遣
職
員 

３ 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
・
日
雇
い
・
非
常
勤
職

員 ４ 

自
営
業
（
家
族
従
業

者
、
内
職
、
自
由
業
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
。
） 

５ 

働
い
て
い
な
い
（
専

業
主
婦
／
主
夫
を
含

む
。
） 

６ 

わ
か
ら
な
い 

７ 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 82.3  1.3  0.4  7.9  0.3  0.6  6.1  1.1  

１～３点 256 73.8  2.0  0.8  9.8  1.6  1.2  9.4  1.6  

４～６点 756 80.4  1.6  0.5  6.9  0.3  0.3  8.9  1.2  

７～10点 1,014 86.2  0.8  － 8.2  0.1  0.7  3.3  0.8  

 

 

問 11 問 10で「働いていない」と答えた人にお聞きします。働いていない最も主な理

由を教えてください。 

ａ 母親 

「２ 子育てを優先したいため」の割合が

52.4％と最も高く、次いで「１ 働きたいが、希

望する条件の仕事がないため」の割合が 15.2％、

「６ その他の理由」の割合が 14.8％となってい

ます。 

 

  

回答者数 = 210 ％

１　働きたいが、希望する
　　条件の仕事がないため

２　子育てを優先したいた
　　め

３　家族の介護・介助のた
　　め

４　自分の病気や障害のた
　　め

５　通学しているため

６　その他の理由

　　無回答

15.2

52.4

4.8

11.0

0.0

14.8

1.9
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「４ 自分の病気や障害のため」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

働
き
た
い
が
、
希

望
す
る
条
件
の
仕
事

が
な
い
た
め 

２ 

子
育
て
を
優
先

し
た
い
た
め 

３ 

家
族
の
介
護
・
介

助
の
た
め 

４ 

自
分
の
病
気
や

障
害
の
た
め 

５ 

通
学
し
て
い
る

た
め 

６ 

そ
の
他
の
理
由 

無
回
答 

全  体 210 15.2  52.4  4.8  11.0  － 14.8  1.9  

貧困層 31 12.9  29.0  － 29.0  － 22.6  6.5  

非貧困層 172 16.3  55.8  5.8  7.6  － 13.4  1.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「２ 子育てを優先したいため」の割合が低くなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

働
き
た
い
が
、
希

望
す
る
条
件
の
仕
事

が
な
い
た
め 

２ 

子
育
て
を
優
先

し
た
い
た
め 

３ 

家
族
の
介
護
・
介

助
の
た
め 

４ 

自
分
の
病
気
や

障
害
の
た
め 

５ 

通
学
し
て
い
る

た
め 

６ 

そ
の
他
の
理
由 

無
回
答 

全  体 210 15.2  52.4  4.8  11.0  － 14.8  1.9  

ひとり親世帯 8 12.5  37.5  － 25.0  － 12.5  12.5  

ふたり親世帯 198 15.2  53.0  5.1  10.6  － 14.6  1.5  

その他（不明等） 4 25.0  50.0  － － － 25.0  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「４ 自分の病気や障害のため」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

働
き
た
い
が
、
希

望
す
る
条
件
の
仕
事

が
な
い
た
め 

２ 

子
育
て
を
優
先

し
た
い
た
め 

３ 

家
族
の
介
護
・
介

助
の
た
め 

４ 

自
分
の
病
気
や

障
害
の
た
め 

５ 

通
学
し
て
い
る

た
め 

６ 

そ
の
他
の
理
由 

無
回
答 

全  体 210 15.2  52.4  4.8  11.0  － 14.8  1.9  

１～３点 34 17.6  35.3  2.9  26.5  － 14.7  2.9  

４～６点 70 22.9  42.9  5.7  8.6  － 18.6  1.4  

７～10点 106 9.4  64.2  4.7  7.5  － 12.3  1.9  
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ｂ 父親 

「６ その他の理由」が４件となっています。

「４ 自分の病気や障害のため」が２件となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 
働
き
た
い
が
、
希

望
す
る
条
件
の
仕
事

が
な
い
た
め 

２ 

子
育
て
を
優
先

し
た
い
た
め 

３ 

家
族
の
介
護
・
介

助
の
た
め 

４ 

自
分
の
病
気
や

障
害
の
た
め 

５ 

通
学
し
て
い
る

た
め 

６ 

そ
の
他
の
理
由 

無
回
答 

全  体 7 － － － 28.6  － 57.1  14.3  

貧困層 4 － － － 25.0  － 50.0  25.0  

非貧困層 3 － － － 33.3  － 66.7  － 

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

働
き
た
い
が
、
希

望
す
る
条
件
の
仕
事

が
な
い
た
め 

２ 

子
育
て
を
優
先

し
た
い
た
め 

３ 

家
族
の
介
護
・
介

助
の
た
め 

４ 

自
分
の
病
気
や

障
害
の
た
め 

５ 

通
学
し
て
い
る

た
め 

６ 

そ
の
他
の
理
由 

無
回
答 

全  体 7 － － － 28.6  － 57.1  14.3  

ひとり親世帯 1 － － － － － － 100.0  

ふたり親世帯 6 － － － 33.3  － 66.7  － 

その他（不明等） － － － － － － － － 

 

  

回答者数 = 7 ％

１　働きたいが、希望する
　　条件の仕事がないため

２　子育てを優先したいた
　　め

３　家族の介護・介助のた
　　め

４　自分の病気や障害のた
　　め

５　通学しているため

６　その他の理由

　　無回答

0.0

0.0

0.0

28.6

0.0

57.1

14.3

0 20 40 60 80 100



 161 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

働
き
た
い
が
、
希

望
す
る
条
件
の
仕
事

が
な
い
た
め 

２ 

子
育
て
を
優
先

し
た
い
た
め 

３ 

家
族
の
介
護
・
介

助
の
た
め 

４ 

自
分
の
病
気
や

障
害
の
た
め 

５ 

通
学
し
て
い
る

た
め 

６ 

そ
の
他
の
理
由 

無
回
答 

全  体 7 － － － 28.6  － 57.1  14.3  

１～３点 4 － － － 25.0  － 50.0  25.0  

４～６点 2 － － － － － 100.0  － 

７～10点 1 － － － 100.0  － － － 

 

 

 

問 12 お子さんが０～２歳の間に通っていた教育・保育施設等で最も主なもの（期間が

長いもの）をお答えください。（あてはまるもの１つにチェック） 

「３ 親・親族が面倒を見ていた」の割合が

58.8％と最も高く、次いで「１ 認可保育所・認

定こども園」の割合が 32.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

認
可
保
育
所
・
認

定
こ
ど
も
園 

２ 

そ
の
他
の
教
育
・

保
育
等
の
施
設 

３ 

親
・
親
族
以
外
の

個
人 

４ 

親
・
親
族
が
面
倒

を
見
て
い
た 

５ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,041 32.6  5.7  0.9  58.8  1.2  0.7  

貧困層 195 30.3  7.7  2.6  57.4  1.5  0.5  

非貧困層 1,808 33.1  5.5  0.7  59.0  1.1  0.7  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　認可保育所・認定こど
　　も園

２　その他の教育・保育等
　　の施設

３　親・親族以外の個人

４　親・親族が面倒を見て
　　いた

５　その他

　　無回答

32.6

5.7

0.9

58.8

1.2

0.7
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「１ 認可保育所・認定こども園」の割合が高くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

認
可
保
育
所
・
認

定
こ
ど
も
園 

２ 

そ
の
他
の
教
育
・

保
育
等
の
施
設 

３ 

親
・
親
族
以
外
の

個
人 

４ 

親
・
親
族
が
面
倒

を
見
て
い
た 

５ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,041 32.6  5.7  0.9  58.8  1.2  0.7  

ひとり親世帯 192 43.2  6.3  2.1  46.4  1.6  0.5  

ふたり親世帯 1,787 31.4  5.4  0.8  60.7  1.1  0.6  

その他（不明等） 62 33.9  12.9  － 43.5  4.8  4.8  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

認
可
保
育
所
・
認

定
こ
ど
も
園 

２ 

そ
の
他
の
教
育
・

保
育
等
の
施
設 

３ 

親
・
親
族
以
外
の

個
人 

４ 

親
・
親
族
が
面
倒

を
見
て
い
た 

５ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,041 32.6  5.7  0.9  58.8  1.2  0.7  

１～３点 256 28.9  7.8  0.4  61.3  1.6  － 

４～６点 756 35.2  5.0  1.3  56.7  0.8  0.9  

７～10点 1,014 32.0  5.8  0.7  59.6  1.5  0.5  

 

 

 

問 13 お子さんが３～５歳の間に通っていた教育・保育施設等で最も主なもの（期間が

長いもの）をお答えください。（あてはまるもの１つにチェック） 

「１ 幼稚園・認可保育所・認定こども園」の

割合が 95.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　幼稚園・認可保育所・
　　認定こども園

２　その他の教育・保育等
　　の施設

３　親・親族以外の個人

４　親・親族が面倒を見て
　　いた

５　その他

　　無回答

95.7

2.6

0.0

1.0

0.3

0.3

0 20 40 60 80 100
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「１ 幼稚園・認可保育所・認定こども園」の割合が低くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

幼
稚
園
・
認
可
保

育
所
・
認
定
こ
ど
も
園 

２ 

そ
の
他
の
教
育
・

保
育
等
の
施
設 

３ 

親
・
親
族
以
外
の

個
人 

４ 

親
・
親
族
が
面
倒

を
見
て
い
た 

５ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,041 95.7  2.6  － 1.0  0.3  0.3  

貧困層 195 91.3  5.6  － 1.5  0.5  1.0  

非貧困層 1,808 96.4  2.4  0.1  0.8  0.2  0.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

幼
稚
園
・
認
可
保

育
所
・
認
定
こ
ど
も
園 

２ 

そ
の
他
の
教
育
・

保
育
等
の
施
設 

３ 

親
・
親
族
以
外
の

個
人 

４ 

親
・
親
族
が
面
倒

を
見
て
い
た 

５ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,041 95.7  2.6  － 1.0  0.3  0.3  

ひとり親世帯 192 94.8  2.6  － 1.6  － 1.0  

ふたり親世帯 1,787 96.0  2.6  0.1  0.9  0.3  0.2  

その他（不明等） 62 90.3  4.8  － 1.6  1.6  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

幼
稚
園
・
認
可
保

育
所
・
認
定
こ
ど
も
園 

２ 

そ
の
他
の
教
育
・

保
育
等
の
施
設 

３ 

親
・
親
族
以
外
の

個
人 

４ 

親
・
親
族
が
面
倒

を
見
て
い
た 

５ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,041 95.7  2.6  － 1.0  0.3  0.3  

１～３点 256 94.9  3.1  － 0.4  0.4  1.2  

４～６点 756 96.6  2.5  － 0.8  0.1  － 

７～10点 1,014 95.5  2.7  0.1  1.3  0.4  0.1  
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問 14 あなたとお子さんの関わり方について、次のようなことにどれくらい当てはまり

ますか。（ａ～ｄそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

『ｃ お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをしていた』で「あてはまる」の割合が高く

なっています。一方、『ｂ お子さんに本や新聞を読むように勧めている』で「どちらかといえば

あてはまらない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,041

ａ　テレビ・ゲーム
　　・インターネット等の
　　視聴時間等のルールを
　　決めている

ｂ　お子さんに本や新聞を
　　読むように勧めている

ｃ　お子さんが小さいころ、
　　絵本の読み聞かせを
　　していた

ｄ　お子さんから、勉強や
　　成績のことについて
　　話をしてくれる

27.9

21.0

49.1

39.2

43.6

40.6

35.6

36.7

19.1

25.7

12.6

17.1

9.0

12.5

2.2

6.4

0.4

0.3

0.4

0.5

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

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

無回答
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ａ テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴時間等のルールを決めている 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「あてはまる」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 27.9  43.6  19.1  9.0  0.4  

貧困層 195 24.1  45.6  19.0  9.7  1.5  

非貧困層 1,808 28.0  43.5  19.4  9.0  0.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 27.9  43.6  19.1  9.0  0.4  

ひとり親世帯 192 18.8  43.8  24.0  12.5  1.0  

ふたり親世帯 1,787 28.6  44.0  18.7  8.3  0.3  

その他（不明等） 62 37.1  30.6  14.5  16.1  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「どちらかといえばあてはまらない」の割合が高くなっていま

す。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 27.9  43.6  19.1  9.0  0.4  

１～３点 256 21.5  37.9  28.1  12.5  － 

４～６点 756 24.7  46.2  19.8  8.9  0.4  

７～10点 1,014 31.7  43.4  16.4  8.3  0.3  
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ｂ お子さんに本や新聞を読むように勧めている 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 21.0  40.6  25.7  12.5  0.3  

貧困層 195 14.4  41.0  26.2  18.5  － 

非貧困層 1,808 21.8  40.4  25.5  11.9  0.3  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 21.0  40.6  25.7  12.5  0.3  

ひとり親世帯 192 14.6  39.6  26.0  18.8  1.0  

ふたり親世帯 1,787 21.7  41.0  25.7  11.5  0.2  

その他（不明等） 62 21.0  32.3  24.2  21.0  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 21.0  40.6  25.7  12.5  0.3  

１～３点 256 12.1  42.2  26.6  18.8  0.4  

４～６点 756 19.4  40.6  28.8  11.0  0.1  

７～10点 1,014 24.3  40.3  23.3  11.9  0.2  
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ｃ お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをしていた 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「どちらかといえばあてはまらない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 49.1  35.6  12.6  2.2  0.4  

貧困層 195 46.2  33.3  16.9  3.6  － 

非貧困層 1,808 49.4  35.9  12.2  2.1  0.4  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「どちらかといえばあてはまらない」の割合が高く

なっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 49.1  35.6  12.6  2.2  0.4  

ひとり親世帯 192 43.8  35.4  15.1  5.7  － 

ふたり親世帯 1,787 49.6  35.9  12.2  1.8  0.5  

その他（不明等） 62 50.0  29.0  17.7  3.2  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 49.1  35.6  12.6  2.2  0.4  

１～３点 256 42.6  39.1  12.9  4.7  0.8  

４～６点 756 45.0  39.7  13.5  1.5  0.4  

７～10点 1,014 53.7  31.8  12.0  2.2  0.3  
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ｄ お子さんから、勉強や成績のことについて話をしてくれる 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「どちらかといえばあてはまらない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 39.2  36.7  17.1  6.4  0.5  

貧困層 195 35.9  32.3  24.1  7.2  0.5  

非貧困層 1,808 39.4  37.4  16.4  6.3  0.4  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「あてはまる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 39.2  36.7  17.1  6.4  0.5  

ひとり親世帯 192 31.3  37.5  21.9  9.4  － 

ふたり親世帯 1,787 39.8  36.9  16.7  6.0  0.5  

その他（不明等） 62 45.2  29.0  14.5  9.7  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「どちらかといえばあてはまらない」の割合が高くなっていま

す。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 39.2  36.7  17.1  6.4  0.5  

１～３点 256 30.5  34.8  24.2  10.5  － 

４～６点 756 34.0  37.7  20.4  7.5  0.4  

７～10点 1,014 45.1  36.5  13.2  4.6  0.6  
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問 15 あなたは次のようなことをどの程度していますか。 

（ａ，ｂそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

ａ 授業参観や運動会などの学校行事への参加 

「１ よく参加している」の割合が 79.5％と最

も高く、次いで「２ ときどき参加している」の

割合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「２ ときどき参加している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
参
加
し
て

い
る 

２ 

と
き
ど
き
参
加

し
て
い
る 

３ 

あ
ま
り
参
加
し

て
い
な
い 

４ 

ま
っ
た
く
参
加

し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 79.5  16.1  3.3  0.9  0.2  

貧困層 195 68.2  21.5  7.2  3.1  － 

非貧困層 1,808 80.6  15.6  2.9  0.7  0.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「２ ときどき参加している」の割合が高くなっていま

す。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
参
加
し
て

い
る 

２ 

と
き
ど
き
参
加

し
て
い
る 

３ 

あ
ま
り
参
加
し

て
い
な
い 

４ 

ま
っ
た
く
参
加

し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 79.5  16.1  3.3  0.9  0.2  

ひとり親世帯 192 65.1  24.5  8.3  2.1  － 

ふたり親世帯 1,787 80.9  15.2  2.8  0.8  0.3  

その他（不明等） 62 83.9  14.5  1.6  － － 

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　よく参加している

２　ときどき参加している

３　あまり参加していない

４　まったく参加していな
　　い

　　無回答

79.5

16.1

3.3

0.9

0.2

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
参
加
し
て

い
る 

２ 

と
き
ど
き
参
加

し
て
い
る 

３ 

あ
ま
り
参
加
し

て
い
な
い 

４ 
ま
っ
た
く
参
加

し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 79.5  16.1  3.3  0.9  0.2  

１～３点 256 68.4  20.7  8.2  2.7  － 

４～６点 756 78.0  16.3  4.5  0.8  0.4  

７～10点 1,014 83.5  14.8  1.1  0.6  － 

 

 

 

 

ｂ ＰＴＡ活動や保護者会、放課後学習支援等のボランティアなどへの参加 

「２ ときどき参加している」の割合が 45.3％

と最も高く、次いで「１ よく参加している」の

割合が 25.1％、「３ あまり参加していない」の

割合が 23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「３ あまり参加していない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
参
加
し
て

い
る 

２ 

と
き
ど
き
参
加

し
て
い
る 

３ 

あ
ま
り
参
加
し

て
い
な
い 

４ 

ま
っ
た
く
参
加

し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 25.1  45.3  23.5  5.5  0.6  

貧困層 195 20.5  37.4  29.7  11.8  0.5  

非貧困層 1,808 25.6  46.3  22.8  4.6  0.6  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　よく参加している

２　ときどき参加している

３　あまり参加していない

４　まったく参加していな
　　い

　　無回答

25.1

45.3

23.5

5.5

0.6

0 20 40 60 80 100
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「３ あまり参加していない」の割合が高くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
参
加
し
て

い
る 

２ 

と
き
ど
き
参
加

し
て
い
る 

３ 

あ
ま
り
参
加
し

て
い
な
い 

４ 

ま
っ
た
く
参
加

し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 25.1  45.3  23.5  5.5  0.6  

ひとり親世帯 192 19.3  39.6  29.7  10.9  0.5  

ふたり親世帯 1,787 25.7  46.2  22.6  4.9  0.6  

その他（不明等） 62 25.8  37.1  30.6  6.5  － 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
参
加
し
て

い
る 

２ 

と
き
ど
き
参
加

し
て
い
る 

３ 

あ
ま
り
参
加
し

て
い
な
い 

４ 

ま
っ
た
く
参
加

し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 25.1  45.3  23.5  5.5  0.6  

１～３点 256 27.0  33.2  27.7  11.3  0.8  

４～６点 756 21.3  48.0  23.8  6.1  0.8  

７～10点 1,014 27.8  46.3  22.3  3.4  0.3  

 

 

問 16 お子さんは将来、現実的に見て、どの学校まで進学すると思いますか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「６ 大学」の割合が 45.9％と最も高く、次い

で「２ 高校」の割合が 19.6％、「９ まだわか

らない」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　中学

２　高校

３　専門学校

４　５年制の高等専門学校

５　短大

６　大学

７　大学院

８　その他

９　まだわからない

　　無回答

0.4

19.6

14.4

0.2

2.1

45.9

1.0

0.4

15.8

0.2

0 20 40 60 80 100
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「２ 高校」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学 

２ 

高
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 
そ
の
他 

９ 

ま
だ
わ
か
ら
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.4  19.6  14.4  0.2  2.1  45.9  1.0  0.4  15.8  0.2  

貧困層 195 － 28.7  23.1  1.5  2.6  21.5  1.5  0.5  20.0  0.5  

非貧困層 1,808 0.4  18.4  13.6  0.1  2.0  48.6  0.9  0.4  15.3  0.1  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「２ 高校」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学 

２ 
高
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 

ま
だ
わ
か
ら
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.4  19.6  14.4  0.2  2.1  45.9  1.0  0.4  15.8  0.2  

ひとり親世帯 192 1.0  30.2  19.3  － 2.1  29.7  0.5  1.0  16.1  － 

ふたり親世帯 1,787 0.4  18.2  13.8  0.2  2.1  47.7  1.1  0.4  15.8  0.2  

その他（不明

等） 
62 － 25.8  14.5  1.6  1.6  43.5  － － 12.9  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「２ 高校」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

中
学 

２ 

高
校 

３ 

専
門
学
校 

４ 

５
年
制
の
高
等

専
門
学
校 

５ 

短
大 

６ 

大
学 

７ 

大
学
院 

８ 

そ
の
他 

９ 

ま
だ
わ
か
ら
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.4  19.6  14.4  0.2  2.1  45.9  1.0  0.4  15.8  0.2  

１～３点 256 0.4  29.7  18.0  0.4  2.3  31.3  1.2  1.2  15.2  0.4  

４～６点 756 0.5  24.1  14.8  0.1  2.1  40.2  0.4  0.4  17.2  0.1  

７～10点 1,014 0.4  13.7  13.3  0.3  2.0  53.6  1.4  0.3  14.9  0.1  
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問 17 問 16で１～８と答えた人にお聞きします。その学校まで進学すると思う理由は

何ですか。（あてはまるもの全てにチェック） 

「１ お子さんがそう希望しているから」の割

合が 43.7％と最も高く、次いで「２ 一般的な進

路だと思うから」の割合が 33.2％、「３ お子さ

んの学力から考えて」の割合が 28.6％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「４ 家庭の経済的な状況から考えて」の割合が高くなっていま

す。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

お
子
さ
ん
が
そ

う
希
望
し
て
い
る
か

ら ２ 

一
般
的
な
進
路

だ
と
思
う
か
ら 

３ 

お
子
さ
ん
の
学

力
か
ら
考
え
て 

４ 

家
庭
の
経
済
的

な
状
況
か
ら
考
え
て 

５ 

そ
の
他 

６ 

特
に
理
由
は
な

い 無
回
答 

全  体 1,715 43.7  33.2  28.6  8.7  5.0  5.8  1.0  

貧困層 155 43.2  28.4  24.5  13.5  5.8  5.2  1.3  

非貧困層 1,529 43.7  33.7  29.0  8.3  5.0  5.9  0.9  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「４ 家庭の経済的な状況から考えて」の割合が高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

お
子
さ
ん
が
そ

う
希
望
し
て
い
る
か

ら ２ 

一
般
的
な
進
路

だ
と
思
う
か
ら 

３ 

お
子
さ
ん
の
学

力
か
ら
考
え
て 

４ 

家
庭
の
経
済
的

な
状
況
か
ら
考
え
て 

５ 

そ
の
他 

６ 

特
に
理
由
は
な

い 無
回
答 

全  体 1,715 43.7  33.2  28.6  8.7  5.0  5.8  1.0  

ひとり親世帯 161 46.0  28.0  29.2  14.9  5.0  3.7  1.2  

ふたり親世帯 1,500 43.4  33.9  28.3  8.1  5.0  6.0  1.0  

その他（不明等） 54 44.4  31.5  33.3  9.3  3.7  5.6  － 

  

回答者数 = 1,715 ％

１　お子さんがそう希望し
　　ているから

２　一般的な進路だと思う
　　から

３　お子さんの学力から考
　　えて

４　家庭の経済的な状況か
　　ら考えて

５　その他

６　特に理由はない

　　無回答

43.7

33.2

28.6

8.7

5.0

5.8

1.0

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

お
子
さ
ん
が
そ

う
希
望
し
て
い
る
か

ら ２ 

一
般
的
な
進
路

だ
と
思
う
か
ら 

３ 

お
子
さ
ん
の
学

力
か
ら
考
え
て 

４ 

家
庭
の
経
済
的

な
状
況
か
ら
考
え
て 

５ 

そ
の
他 

６ 

特
に
理
由
は
な

い 無
回
答 

全  体 1,715 43.7  33.2  28.6  8.7  5.0  5.8  1.0  

１～３点 216 36.1  30.6  31.9  16.2  6.0  7.4  0.5  

４～６点 625 41.1  33.0  26.6  7.4  5.1  6.1  1.3  

７～10点 862 47.1  34.2  29.4  7.9  4.5  5.2  0.9  

 

 

 

 

問 18 あなたは次に挙げる事柄で頼れる人はいますか。 

『ａ 子育てに関する相談』『ｂ 重要な事柄の相談』で「頼れる人がいる」の割合が高くなっ

ています。一方、『ｃ いざという時のお金の援助』で「いない」「そのことで人には頼らない」

の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,041

ａ　子育てに関する相談

ｂ　重要な事柄の相談

ｃ　いざという時のお金の援助

85.5

85.3

54.5

8.1

8.4

20.4

4.5

4.7

23.5

1.8

1.6

1.5

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

頼れる人がいる いない そのことで人には頼らない 無回答
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ａ 子育てに関する相談 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「頼れる人がいる」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

頼
れ
る
人
が
い
る 

い
な
い 

そ
の
こ
と
で
人
に
は

頼
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 85.5  8.1  4.5  1.8  

貧困層 195 76.4  12.3  8.2  3.1  

非貧困層 1,808 86.6  7.8  4.1  1.5  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「いない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

頼
れ
る
人
が
い
る 

い
な
い 

そ
の
こ
と
で
人
に
は

頼
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 85.5  8.1  4.5  1.8  

ひとり親世帯 192 75.5  16.1  6.8  1.6  

ふたり親世帯 1,787 86.7  7.2  4.2  1.8  

その他（不明等） 62 82.3  9.7  6.5  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「頼れる人がいる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

頼
れ
る
人
が
い
る 

い
な
い 

そ
の
こ
と
で
人
に
は

頼
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 85.5  8.1  4.5  1.8  

１～３点 256 68.8  22.7  7.0  1.6  

４～６点 756 84.1  9.7  4.1  2.1  

７～10点 1,014 91.0  3.4  4.0  1.6  
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ｂ 重要な事柄の相談 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「いない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

頼
れ
る
人
が
い
る 

い
な
い 

そ
の
こ
と
で
人
に
は

頼
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 85.3  8.4  4.7  1.6  

貧困層 195 74.4  15.9  7.2  2.6  

非貧困層 1,808 86.6  7.7  4.4  1.3  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「いない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

頼
れ
る
人
が
い
る 

い
な
い 

そ
の
こ
と
で
人
に
は

頼
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 85.3  8.4  4.7  1.6  

ひとり親世帯 192 71.4  17.2  9.9  1.6  

ふたり親世帯 1,787 86.8  7.4  4.0  1.7  

その他（不明等） 62 82.3  9.7  8.1  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「頼れる人がいる」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

頼
れ
る
人
が
い
る 

い
な
い 

そ
の
こ
と
で
人
に
は

頼
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 85.3  8.4  4.7  1.6  

１～３点 256 63.3  27.7  7.4  1.6  

４～６点 756 84.7  9.4  4.4  1.6  

７～10点 1,014 91.3  2.8  4.3  1.6  
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ｃ いざという時のお金の援助 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「いない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

頼
れ
る
人
が
い
る 

い
な
い 

そ
の
こ
と
で
人
に
は

頼
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 54.5  20.4  23.5  1.5  

貧困層 195 50.8  29.2  17.4  2.6  

非貧困層 1,808 55.1  19.6  24.1  1.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「そのことで人には頼らない」の割合が高くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

頼
れ
る
人
が
い
る 

い
な
い 

そ
の
こ
と
で
人
に
は

頼
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 54.5  20.4  23.5  1.5  

ひとり親世帯 192 47.9  30.2  20.8  1.0  

ふたり親世帯 1,787 55.8  19.3  23.3  1.6  

その他（不明等） 62 37.1  24.2  38.7  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「いない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

頼
れ
る
人
が
い
る 

い
な
い 

そ
の
こ
と
で
人
に
は

頼
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 54.5  20.4  23.5  1.5  

１～３点 256 35.9  41.8  21.1  1.2  

４～６点 756 51.6  25.5  21.4  1.5  

７～10点 1,014 61.7  11.0  25.6  1.6  
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問 19 問 18で１つでも頼れる人がいると答えた方にお聞きします。頼れる人は誰です

か。（あてはまるもの１つにチェック） 

「１ 家族・親族」の割合が 89.6％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 
家
族
・
親
族 

２ 

友
人
・
知
人 

３ 

近
所
の
人 

４ 

職
場
の
人 

５ 

民
生
委
員
・
児
童

委
員 

６ 

相
談
・
支
援
機
関

や
福
祉
の
人 

７ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,851 89.6  5.6  － 0.6  － 0.5  0.5  3.1  

貧困層 161 88.2  7.5  － 0.6  － 0.6  1.9  1.2  

非貧困層 1,659 89.6  5.5  － 0.6  － 0.5  0.4  3.4  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ふたり親世帯で「１ 家族・親族」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

家
族
・
親
族 

２ 

友
人
・
知
人 

３ 

近
所
の
人 

４ 

職
場
の
人 

５ 

民
生
委
員
・
児
童

委
員 

６ 

相
談
・
支
援
機
関

や
福
祉
の
人 

７ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,851 89.6  5.6  － 0.6  － 0.5  0.5  3.1  

ひとり親世帯 155 86.5  8.4  － 1.3  － － 2.6  1.3  

ふたり親世帯 1,642 90.3  5.2  － 0.5  － 0.6  0.3  3.1  

その他（不明等） 54 79.6  9.3  － 1.9  － － － 9.3  

 

  

回答者数 = 1,851 ％

１　家族・親族

２　友人・知人

３　近所の人

４　職場の人

５　民生委員・児童委員

６　相談・支援機関や福祉
　　の人

７　その他

　　無回答

89.6

5.6

0.0

0.6

0.0

0.5

0.5

3.1

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

家
族
・
親
族 

２ 

友
人
・
知
人 

３ 

近
所
の
人 

４ 

職
場
の
人 

５ 

民
生
委
員
・
児
童

委
員 

６ 

相
談
・
支
援
機
関

や
福
祉
の
人 

７ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,851 89.6  5.6  － 0.6  － 0.5  0.5  3.1  

１～３点 195 80.0  7.7  － 1.5  － 1.0  2.1  7.7  

４～６点 684 90.8  5.4  － 0.4  － 0.9  0.3  2.2  

７～10点 959 90.9  5.2  － 0.5  － 0.2  0.3  2.8  

 

 

 

 

問 20 あなたは、現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「３ ふつう」の割合が 64.8％と最も高く、次

いで「４ 苦しい」の割合が 17.8％、「２ ゆと

りがある」の割合が 11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「４ 苦しい」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

大
変
ゆ
と
り
が

あ
る 

２ 

ゆ
と
り
が
あ
る 

３ 

ふ
つ
う 

４ 

苦
し
い 

５ 

大
変
苦
し
い 

無
回
答 

全  体 2,041 1.1  11.5  64.8  17.8  4.6  0.2  

貧困層 195 － 3.1  44.1  36.9  15.9  － 

非貧困層 1,808 1.3  12.6  66.8  15.9  3.3  0.2  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　大変ゆとりがある

２　ゆとりがある

３　ふつう

４　苦しい

５　大変苦しい

　　無回答

1.1

11.5

64.8

17.8

4.6

0.2

0 20 40 60 80 100
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「４ 苦しい」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

大
変
ゆ
と
り
が

あ
る 

２ 

ゆ
と
り
が
あ
る 

３ 

ふ
つ
う 

４ 

苦
し
い 

５ 
大
変
苦
し
い 

無
回
答 

全  体 2,041 1.1  11.5  64.8  17.8  4.6  0.2  

ひとり親世帯 192 0.5  2.1  47.4  36.5  13.0  0.5  

ふたり親世帯 1,787 1.2  12.6  66.9  15.6  3.5  0.2  

その他（不明等） 62 － 9.7  56.5  25.8  8.1  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「４ 苦しい」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

大
変
ゆ
と
り
が

あ
る 

２ 

ゆ
と
り
が
あ
る 

３ 

ふ
つ
う 

４ 

苦
し
い 

５ 

大
変
苦
し
い 

無
回
答 

全  体 2,041 1.1  11.5  64.8  17.8  4.6  0.2  

１～３点 256 0.4  6.3  32.4  37.1  23.8  － 

４～６点 756 0.1  3.4  65.3  27.9  2.9  0.3  

７～10点 1,014 2.0  18.8  72.7  5.7  0.7  0.1  
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問 21 令和５年中における世帯全体のおおよその年間収入はいくらですか。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「1,000万円以上」の割合が 14.9％と最も高く、

次いで「600～700 万円未満」の割合が 13.9％、

「500～600 万円未満」の割合が 12.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,041 ％

50万円未満

50～100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800～900万円未満

900～1,000万円未満

1,000万円以上

無回答

0.5

0.5

1.2

1.7

1.8

2.4

2.8

4.5

4.8

7.4

12.8

13.9

12.0

9.9

7.2

14.9

1.6

0 20 40 60 80 100
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「200～250 万円未満」「250～300万円未満」「300～350万円未満」

「350～400 万円未満」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

50
万
円
未
満 

50
～
100
万
円
未
満 

100
～
150
万
円
未
満 

150
～
200
万
円
未
満 

200
～
250
万
円
未
満 

250
～
300
万
円
未
満 

300
～
350
万
円
未
満 

350
～
400
万
円
未
満 

全  体 2,041 0.5  0.5  1.2  1.7  1.8  2.4  2.8  4.5  

貧困層 195 4.6  5.6  12.8  17.4  17.9  16.9  10.8  11.3  

非貧困層 1,808 － － － － 0.1  0.9  2.0  3.9  
 

区分 

400
～
450
万
円
未
満 

450
～
500
万
円
未
満 

500
～
600
万
円
未
満 

600
～
700
万
円
未
満 

700
～
800
万
円
未
満 

800
～
900
万
円
未
満 

900
～
1,000
万
円
未
満 

1,000
万
円
以
上 

無
回
答 

全  体 4.8  7.4  12.8  13.9  12.0  9.9  7.2  14.9  1.6  

貧困層 1.5  1.0  － － － － － － － 

非貧困層 5.1  8.2  14.5  15.7  13.5  11.2  8.1  16.8  － 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「150～200万円未満」「200～250 万円未満」「250～300万

円未満」「300～350 万円未満」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

50
万
円
未
満 

50
～
100
万
円
未
満 

100
～
150
万
円
未
満 

150
～
200
万
円
未
満 

200
～
250
万
円
未
満 

250
～
300
万
円
未
満 

300
～
350
万
円
未
満 

350
～
400
万
円
未
満 

全  体 2,041 0.5  0.5  1.2  1.7  1.8  2.4  2.8  4.5  

ひとり親世帯 192 2.1  2.6  4.7  13.5  13.5  10.4  7.8  5.2  

ふたり親世帯 1,787 0.2  0.3  0.5  0.3  0.6  1.5  2.1  4.4  

その他（不明

等） 
62 4.8  1.6  11.3  4.8  1.6  4.8  6.5  6.5  

 

区分 

400
～
450
万
円
未
満 

450
～
500
万
円
未
満 

500
～
600
万
円
未
満 

600
～
700
万
円
未
満 

700
～
800
万
円
未
満 

800
～
900
万
円
未
満 

900
～
1,000
万
円
未
満 

1,000
万
円
以
上 

無
回
答 

全  体 4.8  7.4  12.8  13.9  12.0  9.9  7.2  14.9  1.6  

ひとり親世帯 8.3  8.9  10.9  8.9  － 1.0  0.5  0.5  1.0  

ふたり親世帯 4.4  7.3  13.4  14.6  13.3  11.0  8.0  16.7  1.6  

その他（不明

等） 
4.8  6.5  3.2  8.1  12.9  6.5  3.2  9.7  3.2  
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「1,000万円以上」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

50
万
円
未
満 

50
～
100
万
円
未
満 

100
～
150
万
円
未
満 

150
～
200
万
円
未
満 

200
～
250
万
円
未
満 

250
～
300
万
円
未
満 

300
～
350
万
円
未
満 

350
～
400
万
円
未
満 

全  体 2,041 0.5  0.5  1.2  1.7  1.8  2.4  2.8  4.5  

１～３点 256 2.0  1.2  2.7  2.3  3.9  5.1  6.3  5.1  

４～６点 756 0.1  0.5  1.6  2.2  2.5  4.0  2.8  5.4  

７～10点 1,014 0.4  0.4  0.6  1.1  0.8  0.7  1.9  3.7  
 

区分 

400
～
450
万
円
未
満 

450
～
500
万
円
未
満 

500
～
600
万
円
未
満 

600
～
700
万
円
未
満 

700
～
800
万
円
未
満 

800
～
900
万
円
未
満 

900
～
1,000
万
円
未
満 

1,000
万
円
以
上 

無
回
答 

全  体 4.8  7.4  12.8  13.9  12.0  9.9  7.2  14.9  1.6  

１～３点 4.7  10.9  16.8  10.5  7.0  7.0  3.5  9.4  1.6  

４～６点 5.7  9.0  15.1  14.7  12.6  8.6  5.7  8.2  1.3  

７～10点 4.1  5.1  10.3  14.2  12.8  11.8  9.3  21.4  1.4  
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問 22 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りず、家族が必要とする食料が買

えなかったことがありましたか。ただし、嗜好品は含みません。 

（あてはまるもの１つにチェック） 

「４ まったくなかった」の割合が 91.2％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「１ よくあった」「２ ときどきあった」「３ まれにあった」

の割合が、非貧困層で「４ まったくなかった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
あ
っ
た 

２ 

と
き
ど
き
あ
っ

た ３ 

ま
れ
に
あ
っ
た 

４ 

ま
っ
た
く
な
か

っ
た 

無
回
答 

全  体 2,041 0.8  2.7  4.9  91.2  0.4  

貧困層 195 5.1  10.3  16.4  67.7  0.5  

非貧困層 1,808 0.3  1.8  3.7  93.9  0.3  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「２ ときどきあった」「３ まれにあった」の割合が高

くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
あ
っ
た 

２ 

と
き
ど
き
あ
っ

た ３ 

ま
れ
に
あ
っ
た 

４ 

ま
っ
た
く
な
か

っ
た 

無
回
答 

全  体 2,041 0.8  2.7  4.9  91.2  0.4  

ひとり親世帯 192 2.6  8.3  12.0  76.6  0.5  

ふたり親世帯 1,787 0.5  2.1  3.9  93.1  0.4  

その他（不明等） 62 3.2  3.2  11.3  82.3  － 

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　よくあった

２　ときどきあった

３　まれにあった

４　まったくなかった

　　無回答

0.8

2.7

4.9

91.2

0.4

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「４ まったくなかった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
あ
っ
た 

２ 

と
き
ど
き
あ
っ

た ３ 

ま
れ
に
あ
っ
た 

４ 
ま
っ
た
く
な
か

っ
た 

無
回
答 

全  体 2,041 0.8  2.7  4.9  91.2  0.4  

１～３点 256 4.3  11.7  12.5  71.1  0.4  

４～６点 756 0.7  2.2  6.9  89.7  0.5  

７～10点 1,014 － 0.8  1.4  97.6  0.2  

 

 

 

問 23 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りず、家族が必要とする衣服が買

えないことがありましたか。ただし、高価な衣服や貴金属、宝飾品は含みません。

（あてはまるもの１つにチェック） 

「４ まったくなかった」の割合が 88.2％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「１ よくあった」「２ ときどきあった」「３ まれにあった」

の割合が、非貧困層で「まったくなかった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
あ
っ
た 

２ 

と
き
ど
き
あ
っ

た ３ 

ま
れ
に
あ
っ
た 

４ 

ま
っ
た
く
な
か

っ
た 

無
回
答 

全  体 2,041 1.3  3.2  6.8  88.2  0.5  

貧困層 195 7.7  15.4  17.4  59.5  － 

非貧困層 1,808 0.6  1.9  5.7  91.4  0.5  

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　よくあった

２　ときどきあった

３　まれにあった

４　まったくなかった

　　無回答

1.3

3.2

6.8

88.2

0.5

0 20 40 60 80 100
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「２ ときどきあった」「３ まれにあった」の割合が高

くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
あ
っ
た 

２ 

と
き
ど
き
あ
っ

た ３ 

ま
れ
に
あ
っ
た 

４ 

ま
っ
た
く
な
か

っ
た 

無
回
答 

全  体 2,041 1.3  3.2  6.8  88.2  0.5  

ひとり親世帯 192 4.2  10.4  15.6  69.3  0.5  

ふたり親世帯 1,787 0.8  2.2  5.8  90.6  0.5  

その他（不明等） 62 4.8  9.7  8.1  77.4  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「４ まったくなかった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

よ
く
あ
っ
た 

２ 

と
き
ど
き
あ
っ

た ３ 

ま
れ
に
あ
っ
た 

４ 

ま
っ
た
く
な
か

っ
た 

無
回
答 

全  体 2,041 1.3  3.2  6.8  88.2  0.5  

１～３点 256 7.0  9.8  18.0  64.8  0.4  

４～６点 756 0.3  4.1  9.8  85.3  0.5  

７～10点 1,014 0.6  0.9  1.8  96.4  0.4  

 

 

 

問 24 あなたの世帯では、過去１年の間に、以下の料金について、経済的な理由で未払

いになったことがありましたか。 

（１～３については、あてはまるもの全てにチェック） 

「４ あてはまるものはない」の割合が 96.9％

と最も高くなっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 2,041 ％

１　電気料金

２　ガス料金

３　水道料金

４　あてはまるものはない

　　無回答

2.0

1.6

1.5

96.9

0.5

0 20 40 60 80 100
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【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「１ 電気料金」「２ ガス料金」「３ 水道料金」の割合が高く

なっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

電
気
料
金 

２ 

ガ
ス
料
金 

３ 

水
道
料
金 

４ 

あ
て
は
ま
る
も

の
は
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.0  1.6  1.5  96.9  0.5  

貧困層 195 9.2  9.2  8.2  88.2  － 

非貧困層 1,808 1.2  0.8  0.8  98.0  0.4  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「１ 電気料金」「２ ガス料金」「３ 水道料金」の割

合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

電
気
料
金 

２ 

ガ
ス
料
金 

３ 

水
道
料
金 

４ 

あ
て
は
ま
る
も

の
は
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.0  1.6  1.5  96.9  0.5  

ひとり親世帯 192 6.8  6.3  4.7  90.1  0.5  

ふたり親世帯 1,787 1.3  0.9  1.0  97.8  0.6  

その他（不明等） 62 6.5  6.5  6.5  91.9  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

電
気
料
金 

２ 

ガ
ス
料
金 

３ 

水
道
料
金 

４ 

あ
て
は
ま
る
も

の
は
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.0  1.6  1.5  96.9  0.5  

１～３点 256 6.6  4.3  5.5  90.2  1.2  

４～６点 756 2.0  1.9  1.6  96.8  0.3  

７～10点 1,014 0.7  0.6  0.3  98.8  0.5  
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問 25 次のａ～ｆの質問について、この１か月間のあなたの気持ちはどのようでした

か。（ａ～ｆそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

『ａ 神経過敏に感じた』で「ときどき」の割合が、『ｅ 何をするのも面倒だと感じた』で「少

しだけ」の割合が高くなっています。また、『ｂ 絶望的だと感じた』『ｆ 自分は価値のない人

間だと感じた』で「まったくない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いつも たいてい ときどき 少しだけ まったくない 無回答

回答者数 = 2,041

ａ　神経過敏に感じた

ｂ　絶望的だと感じた

ｃ　そわそわ、落ち着かなく
　　感じた

ｄ　気分が沈み込んで、
　　何が起こっても気が
　　晴れないように感じた

ｅ　何をするのも面倒だと
　　感じた

ｆ　自分は価値のない人間だと
　　感じた

4.8

2.0

2.0

2.4

3.8

2.7

6.3

2.7

3.6

4.0

6.6

3.3

25.3

11.3

15.6

16.3

20.2

10.3

26.5

15.3

24.9

26.3

35.7

17.8

36.3

68.0

52.9

50.3

33.3

64.9

0.8

0.6

1.0

0.7

0.4

1.0

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



 189 

ａ 神経過敏に感じた 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「いつも」「たいてい」「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 4.8  6.3  25.3  26.5  36.3  0.8  

貧困層 195 12.8  11.3  30.8  21.5  21.5  2.1  

非貧困層 1,808 3.8  5.9  24.9  27.2  37.8  0.4  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「いつも」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 4.8  6.3  25.3  26.5  36.3  0.8  

ひとり親世帯 192 9.9  9.9  28.1  24.5  27.1  0.5  

ふたり親世帯 1,787 4.4  5.9  24.9  26.9  37.2  0.8  

その他（不明等） 62 1.6  8.1  29.0  21.0  38.7  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「まったくない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 4.8  6.3  25.3  26.5  36.3  0.8  

１～３点 256 19.5  18.4  29.3  21.5  9.8  1.6  

４～６点 756 5.0  8.1  34.8  26.9  24.6  0.7  

７～10点 1,014 0.7  2.1  17.7  27.6  51.4  0.6  
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ｂ 絶望的だと感じた 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「いつも」「たいてい」「ときどき」「少しだけ」の割合が高くなっ

ています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.0  2.7  11.3  15.3  68.0  0.6  

貧困層 195 6.7  7.7  21.5  25.1  37.9  1.0  

非貧困層 1,808 1.4  2.2  10.2  14.4  71.2  0.5  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.0  2.7  11.3  15.3  68.0  0.6  

ひとり親世帯 192 2.6  5.7  20.8  21.9  48.4  0.5  

ふたり親世帯 1,787 1.8  2.3  10.1  14.4  70.7  0.7  

その他（不明等） 62 4.8  4.8  17.7  22.6  50.0  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.0  2.7  11.3  15.3  68.0  0.6  

１～３点 256 11.3  11.7  31.6  19.9  25.0  0.4  

４～６点 756 1.1  3.0  15.1  22.2  58.1  0.5  

７～10点 1,014 0.3  － 3.6  9.2  86.4  0.6  
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ｃ そわそわ、落ち着かなく感じた 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「いつも」「たいてい」「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.0  3.6  15.6  24.9  52.9  1.0  

貧困層 195 6.2  8.2  23.1  24.6  37.4  0.5  

非貧困層 1,808 1.4  3.2  14.9  25.2  54.4  1.0  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.0  3.6  15.6  24.9  52.9  1.0  

ひとり親世帯 192 3.1  5.2  23.4  20.3  46.4  1.6  

ふたり親世帯 1,787 1.8  3.4  14.8  25.4  53.7  1.0  

その他（不明等） 62 3.2  4.8  16.1  25.8  48.4  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.0  3.6  15.6  24.9  52.9  1.0  

１～３点 256 9.4  12.5  31.3  21.5  24.6  0.8  

４～６点 756 1.3  3.8  20.6  31.7  41.9  0.5  

７～10点 1,014 0.5  1.1  8.1  21.0  68.0  1.3  
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ｄ 気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じた 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「いつも」「たいてい」「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.4  4.0  16.3  26.3  50.3  0.7  

貧困層 195 8.2  8.2  25.6  22.6  33.8  1.5  

非貧困層 1,808 1.7  3.7  15.4  26.7  51.9  0.6  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.4  4.0  16.3  26.3  50.3  0.7  

ひとり親世帯 192 4.2  8.3  23.4  25.5  38.0  0.5  

ふたり親世帯 1,787 2.2  3.6  15.3  26.7  51.5  0.7  

その他（不明等） 62 1.6  3.2  22.6  17.7  51.6  3.2  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「まったくない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.4  4.0  16.3  26.3  50.3  0.7  

１～３点 256 13.3  15.2  30.9  25.8  13.7  1.2  

４～６点 756 1.3  4.9  22.4  33.5  37.6  0.4  

７～10点 1,014 0.4  0.5  8.2  21.3  68.9  0.7  
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ｅ 何をするのも面倒だと感じた 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「まったくない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 3.8  6.6  20.2  35.7  33.3  0.4  

貧困層 195 7.2  10.8  24.1  33.3  24.1  0.5  

非貧困層 1,808 3.4  6.3  19.8  36.1  34.1  0.3  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、その他（不明等）で「まったくない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 3.8  6.6  20.2  35.7  33.3  0.4  

ひとり親世帯 192 4.7  9.4  22.4  35.4  28.1  － 

ふたり親世帯 1,787 3.8  6.3  19.9  35.9  33.6  0.5  

その他（不明等） 62 － 8.1  22.6  30.6  38.7  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「まったくない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 3.8  6.6  20.2  35.7  33.3  0.4  

１～３点 256 16.0  16.0  32.0  28.9  6.6  0.4  

４～６点 756 3.3  9.1  27.9  36.8  22.5  0.4  

７～10点 1,014 1.0  2.4  11.7  36.9  47.7  0.3  
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ｆ 自分は価値のない人間だと感じた 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「いつも」「たいてい」「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.7  3.3  10.3  17.8  64.9  1.0  

貧困層 195 6.7  6.7  17.4  16.4  51.3  1.5  

非貧困層 1,808 2.3  2.9  9.7  18.0  66.3  0.8  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「ときどき」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.7  3.3  10.3  17.8  64.9  1.0  

ひとり親世帯 192 5.2  3.6  17.2  17.2  56.3  0.5  

ふたり親世帯 1,787 2.5  3.2  9.4  17.9  65.9  1.0  

その他（不明等） 62 － 4.8  16.1  16.1  61.3  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「まったくない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

い
つ
も 

た
い
て
い 

と
き
ど
き 

少
し
だ
け 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 2,041 2.7  3.3  10.3  17.8  64.9  1.0  

１～３点 256 13.7  12.1  21.5  24.2  28.1  0.4  

４～６点 756 2.2  4.0  16.0  22.9  54.2  0.7  

７～10点 1,014 0.3  0.6  3.5  12.2  82.2  1.2  
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問 26 あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。 

「７」の割合が 17.3％と最も高く、次いで「８」、

「５」の割合が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「１ まったく満足していない」「２」「３」「４」の割合が高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

ま
っ
た
く
満
足

し
て
い
な
い 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

十
分
に
満
足
し

て
い
る 

無
回
答 

全  体 2,041 3.1  2.7  6.7  7.2  16.3  13.6  17.3  16.3  6.6  9.4  0.7  

貧困層 195 7.7  6.2  9.2  20.0  13.8  12.3  15.9  7.2  3.1  4.6  － 

非貧困層 1,808 2.5  2.4  6.5  6.0  16.5  13.7  17.5  17.2  7.1  9.9  0.6  

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「１ まったく満足していない」「２」「３」「４」の割合

が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１ 

ま
っ
た
く
満
足

し
て
い
な
い 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

十
分
に
満
足
し

て
い
る 

無
回
答 

全  体 2,041 3.1  2.7  6.7  7.2  16.3  13.6  17.3  16.3  6.6  9.4  0.7  

ひとり親世帯 192 6.3  6.3  9.4  14.6  16.1  18.8  17.2  6.3  1.6  3.1  0.5  

ふたり親世帯 1,787 2.7  2.3  6.5  6.4  16.3  13.0  17.3  17.7  7.1  9.9  0.7  

その他（不明等） 62 4.8  3.2  4.8  6.5  14.5  12.9  19.4  8.1  9.7  14.5  1.6  

  

回答者数 = 2,041 ％

１　まったく満足していな
　　い

２

３

４

５

６

７

８

９

10　十分に満足している

　　無回答

3.1

2.7

6.7

7.2

16.3

13.6

17.3

16.3

6.6

9.4

0.7

0 20 40 60 80 100
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問 27 あなたのご家庭では、以下の支援制度をこれまでに利用したことがありますか。

（ａ～ｅそれぞれについて、あてはまるもの１つにチェック） 

『ａ 就学援助』『ｄ 児童扶養手当』で「現在利用している」の割合が高くなっています。一

方、『ｂ 生活保護』『ｃ 生活困窮者の自立支援相談窓口』『ｅ 母子家庭等就業・自立支援セン

ター』で「利用したことがない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2,041

ａ　就学援助

ｂ　生活保護

ｃ　生活困窮者の
　　自立支援相談窓口

ｄ　児童扶養手当

ｅ　母子家庭等就業
　　・自立支援センター

7.9

0.2

0.2

11.1

0.6

2.3

0.3

0.5

3.0

0.6

88.5

98.1

98.0

84.5

97.5

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

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

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答



 197 

ａ 就学援助 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「現在利用している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 7.9  2.3  88.5  1.2  

貧困層 195 43.1  6.7  48.7  1.5  

非貧困層 1,808 4.2  1.9  92.8  1.1  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「現在利用している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 7.9  2.3  88.5  1.2  

ひとり親世帯 192 50.5  3.6  45.3  0.5  

ふたり親世帯 1,787 2.7  2.0  94.0  1.3  

その他（不明等） 62 27.4  6.5  66.1  － 

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、７～10点で「利用したことがない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 7.9  2.3  88.5  1.2  

１～３点 256 18.0  3.5  75.8  2.7  

４～６点 756 10.6  2.4  85.8  1.2  

７～10点 1,014 3.6  1.9  93.9  0.7  
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ｂ 生活保護 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.2  0.3  98.1  1.3  

貧困層 195 1.0  1.5  96.4  1.0  

非貧困層 1,808 0.1  0.2  98.5  1.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.2  0.3  98.1  1.3  

ひとり親世帯 192 － 0.5  99.0  0.5  

ふたり親世帯 1,787 0.1  0.3  98.4  1.2  

その他（不明等） 62 4.8  － 88.7  6.5  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.2  0.3  98.1  1.3  

１～３点 256 0.4  0.8  97.3  1.6  

４～６点 756 0.3  － 98.9  0.8  

７～10点 1,014 0.2  0.4  97.9  1.5  
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ｃ 生活困窮者の自立支援相談窓口 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、非貧困層で「利用したことがない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.2  0.5  98.0  1.3  

貧困層 195 1.0  3.6  94.4  1.0  

非貧困層 1,808 0.1  0.2  98.6  1.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.2  0.5  98.0  1.3  

ひとり親世帯 192 0.5  1.0  97.4  1.0  

ふたり親世帯 1,787 0.1  0.2  98.6  1.1  

その他（不明等） 62 1.6  6.5  83.9  8.1  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.2  0.5  98.0  1.3  

１～３点 256 0.4  1.6  96.9  1.2  

４～６点 756 0.1  0.7  98.0  1.2  

７～10点 1,014 0.2  0.1  98.5  1.2  
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ｄ 児童扶養手当 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「現在利用している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 11.1  3.0  84.5  1.3  

貧困層 195 47.7  3.6  46.7  2.1  

非貧困層 1,808 7.2  3.0  88.6  1.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「現在利用している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 11.1  3.0  84.5  1.3  

ひとり親世帯 192 51.6  13.5  33.9  1.0  

ふたり親世帯 1,787 6.0  1.8  90.9  1.3  

その他（不明等） 62 33.9  6.5  58.1  1.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、１～３点で「現在利用している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 11.1  3.0  84.5  1.3  

１～３点 256 21.1  4.3  71.9  2.7  

４～６点 756 13.4  4.2  81.6  0.8  

７～10点 1,014 6.9  1.9  90.1  1.1  
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ｅ 母子家庭等就業・自立支援センター 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、非貧困層で「利用したことがない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.6  0.6  97.5  1.3  

貧困層 195 2.6  2.6  93.8  1.0  

非貧困層 1,808 0.3  0.4  98.1  1.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「現在利用している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.6  0.6  97.5  1.3  

ひとり親世帯 192 3.6  2.1  92.7  1.6  

ふたり親世帯 1,787 0.2  0.4  98.2  1.2  

その他（不明等） 62 3.2  － 91.9  4.8  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
利
用
し
て
い
る 

現
在
利
用
し
て
い
な

い
が
、
以
前
利
用
し
た

こ
と
が
あ
る 

利
用
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 2,041 0.6  0.6  97.5  1.3  

１～３点 256 2.0  0.8  96.5  0.8  

４～６点 756 0.7  0.9  97.1  1.3  

７～10点 1,014 0.3  0.3  98.1  1.3  

 

  



 202 

問 28 「利用したことがない」を選んだ人にお聞きします。利用したことがない理由は

何ですか。（あてはまるもの１つにチェック） 

『ｂ 生活保護』『ｄ 児童扶養（ふよう）手当』で「制度の対象外（収入等の条件を満たさな

い）だと思うから」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,807

ａ　就学援助

ｂ　生活保護

ｃ　生活困窮者
　　（こんきゅうしゃ）の自立
　　支援相談窓口

ｄ　児童扶養（ふよう）手当

ｅ　母子家庭等就業・自立支援
　　センター

93.8

94.9

93.5

95.4

91.3

0.9

0.6

0.8

0.2

2.1

0.8

0.2

0.7

0.5

0.9

0.9

0.4

0.3

0.3

0.6

2.4

2.6

3.1

2.5

3.8

1.2

1.3

1.5

1.1

1.4

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

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続がわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由

無回答



 203 

ａ 就学援助 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「利用したいが、手続がわからなかったり、利用しにくいから」

の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 1,807 93.8  0.9  0.8  0.9  2.4  1.2  

貧困層 95 75.8  4.2  3.2  9.5  7.4  － 

非貧困層 1,678 95.2  0.7  0.5  0.4  2.0  1.2  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから」

「利用したいが、手続がわからなかったり、利用しにくいから」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 1,807 93.8  0.9  0.8  0.9  2.4  1.2  

ひとり親世帯 87 82.8  4.6  1.1  6.9  3.4  1.1  

ふたり親世帯 1,679 94.7  0.7  0.6  0.6  2.3  1.1  

その他（不明等） 41 80.5  － 7.3  － 7.3  4.9  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 1,807 93.8  0.9  0.8  0.9  2.4  1.2  

１～３点 194 88.7  1.5  2.1  2.1  5.2  0.5  

４～６点 649 93.2  0.9  0.9  1.5  2.2  1.2  

７～10点 952 95.6  0.7  0.4  0.1  1.8  1.4  
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ｂ 生活保護 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「それ以外の理由」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 2,003 94.9  0.6  0.2  0.4  2.6  1.3  

貧困層 188 83.0  2.1  － 3.2  8.5  3.2  

非貧困層 1,781 96.7  0.4  0.1  0.1  1.8  0.8  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ふたり親世帯で「制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思う

から」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 2,003 94.9  0.6  0.2  0.4  2.6  1.3  

ひとり親世帯 190 88.9  2.1  － 1.6  4.7  2.6  

ふたり親世帯 1,758 95.9  0.4  0.1  0.2  2.3  1.1  

その他（不明等） 55 83.6  1.8  3.6  1.8  5.5  3.6  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 2,003 94.9  0.6  0.2  0.4  2.6  1.3  

１～３点 249 90.4  1.2  0.8  0.8  5.2  1.6  

４～６点 748 96.0  0.3  － 0.4  2.3  1.1  

７～10点 993 95.6  0.7  0.2  0.3  2.0  1.2  
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ｃ 生活困窮者（こんきゅうしゃ）の自立支援相談窓口 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「それ以外の理由」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 2,001 93.5  0.8  0.7  0.3  3.1  1.5  

貧困層 184 76.6  3.8  3.3  2.7  12.0  1.6  

非貧困層 1,783 95.7  0.5  0.3  0.1  2.1  1.3  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思う

から」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 2,001 93.5  0.8  0.7  0.3  3.1  1.5  

ひとり親世帯 187 81.8  2.7  3.7  1.6  8.0  2.1  

ふたり親世帯 1,762 94.9  0.6  0.3  0.2  2.6  1.4  

その他（不明等） 52 86.5  1.9  3.8  － 3.8  3.8  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 2,001 93.5  0.8  0.7  0.3  3.1  1.5  

１～３点 248 87.1  1.6  1.2  0.8  7.3  2.0  

４～６点 741 94.6  0.5  0.7  0.3  3.0  0.9  

７～10点 999 94.6  0.8  0.6  0.2  2.1  1.7  
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ｄ 児童扶養（ふよう）手当 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「それ以外の理由」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 1,725 95.4  0.2  0.5  0.3  2.5  1.1  

貧困層 91 81.3  1.1  3.3  2.2  11.0  1.1  

非貧困層 1,602 96.7  0.2  0.1  0.2  1.8  0.9  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「それ以外の理由」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 1,725 95.4  0.2  0.5  0.3  2.5  1.1  

ひとり親世帯 65 83.1  － 1.5  1.5  10.8  3.1  

ふたり親世帯 1,624 96.1  0.2  0.3  0.3  2.0  1.0  

その他（不明等） 36 83.3  － 5.6  － 8.3  2.8  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 1,725 95.4  0.2  0.5  0.3  2.5  1.1  

１～３点 184 90.2  0.5  1.1  1.1  5.4  1.6  

４～６点 617 95.6  － 0.3  0.5  2.4  1.1  

７～10点 914 96.5  0.3  0.4  0.1  1.9  0.8  
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ｅ 母子家庭等就業・自立支援センター 

【貧困層別】 

貧困層別にみると、貧困層で「それ以外の理由」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 1,989 91.3  2.1  0.9  0.6  3.8  1.4  

貧困層 183 63.9  9.3  4.9  5.5  14.2  2.2  

非貧困層 1,773 94.5  1.4  0.4  0.1  2.5  1.1  

 

 

【世帯構成別】 

世帯構成別にみると、ひとり親世帯で「利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから」

「それ以外の理由」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 1,989 91.3  2.1  0.9  0.6  3.8  1.4  

ひとり親世帯 178 56.7  16.9  5.1  5.1  14.0  2.2  

ふたり親世帯 1,754 95.3  0.4  0.3  0.2  2.7  1.1  

その他（不明等） 57 75.4  7.0  5.3  － 7.0  5.3  

 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
の
対
象
外
（
収
入

等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
）
だ
と
思
う
か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、
特

に
利
用
し
た
い
と
思

わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今
ま

で
こ
の
支
援
制
度
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
手
続

が
わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、
利
用
し
に
く
い
か

ら そ
れ
以
外
の
理
由 

無
回
答 

全  体 1,989 91.3  2.1  0.9  0.6  3.8  1.4  

１～３点 247 83.8  2.4  2.0  2.0  8.9  0.8  

４～６点 734 90.6  3.0  0.7  0.7  4.0  1.1  

７～10点 995 94.0  1.2  0.8  0.2  2.3  1.5  
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Ⅲ 調査票 

１ ニーズ調査 
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 210 
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 212 



 213 



 214 



 215 



 216 



 217 



 218 



 219 



 220 



 221 



 222 
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２ 生活状況調査（小学生） 
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 225 



 226 



 227 
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３ 生活状況調査（中学生） 
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 230 



 231 
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４ 生活状況調査（保護者） 
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 234 



 235 



 236 



 237 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磐田市 

子育て支援に関するニーズ調査 

子どもの生活状況調査 

発 行 年 月：令和６年１１月 

発 行：磐田市 こども部 こども未来課 

       〒４３８-００７７ 
       静岡県磐田市国府台５７-７ 

電 話：０５３８-３７-２８０８ 

 


