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Ⅰ．アンケート調査結果 

１.調査の概要 
 

調査時期 令和６年４月～５月 

調査対象者 市内の小・中学校に在籍する小学５年生と中学２年生全員とその保護者 

調査方法 学校を通じた配布・回収 

配布数 

保護者及び児童生徒 2,435世帯 4,870件 

（内訳）小学５年生 1,211世帯 

中学２年生 1,224世帯 

有効回収数・

有効回答率 

保護者合計  1,978件（81.2％） 

児童生徒合計 1,966件（80.7％） 

（内訳）小学５年生1,013件（83.6％） 

中学２年生 953件（77.8％） 
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２. 本調査における世帯収入別分類について 

 

本報告書においては、世帯の年間収入の水準について、「子どもと同居し、生計を同一にして

いる家族の人数」（問３を参照）の情報も踏まえて下記のような処理をし、「等価世帯収入」に

よる分類を行いました。 

 

①年間収入に関する回答の各選択肢の中央値をその世帯の収入の値とする（例えば、「50

万円未満」であれば 25万円、「50～100 万円未満」であれば 75万円とする。なお、「1000

万円以上」は 1050 万円とする。） 

②上記の値を、保護者票問３で把握される同居家族の人数の平方根をとったもので除す。 

例）「３人世帯」が世帯収入を「300～350 万円」と回答した場合 

【世帯収入】325 万円 ÷ 【世帯人数の平方根】√３ 

＝【等価世帯収入】187.6 万円 

③上記の方法で算出した値（等価世帯収入）の中央値を求め、さらに、その 2 分の 1 未

満であるか否かで分類する。「中央値の２分の１未満である層」「中央値の２分の１以

上中央値未満である層」「中央値以上である層」に分類した。（本調査における「等価世

帯収入の中央値」は 246.0 万円） 

 

（参考）国民生活基礎調査における相対的貧困率算出方法  

 

※厚生労働省公表資料抜粋  
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（保護者 問 38及び問３） 

 

◇全体では、「等価世帯収入の中央値以上」が 50.3％と最も高く、次いで、「等価世帯収入の中

央値の２分の１以上中央値未満」が 35.0％、「等価世帯収入の中央値の２分の１未満」が

10.0％となっています。また、ひとり親世帯の「等価世帯収入の中央値の２分の１未満」の

割合は、40.7％となっています。 

 

 

 

 

 

※「2021年国民生活基礎調査」（厚生労働省）によると、「子どもの相対的貧困率」は 11.5％

となり、2018 年の 13.5％より下がっています。また、ひとり親世帯の場合は、44.5％と

なっています。 

 

  

50.3

51.8

48.6

35.0

34.0

36.1

10.0

9.5

10.4

4.8

4.7

4.9

全体(n=1,978)

小学５年生(n=1,016)

中学２年生(n=961)

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

等価世帯収入の中央値以上 等価世帯収入の中央値の２分の１以上中央値未満

等価世帯収入の中央値の２分の１未満 無回答

〈単数回答〉

57.3

10.6

8.8

33.2

47.6

46.8

4.9

40.7

43.2

4.6

1.1

1.2

ふたり親世帯(n=1,659)

ひとり親世帯(n=273)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)

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

等価世帯収入の中央値以上 等価世帯収入の中央値の２分の１以上中央値未満

等価世帯収入の中央値の２分の１未満 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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３. 霧島市における検討すべき子どもの貧困対策 

 

●本報告書では、保護者・子どもの生活状況について、「等価世帯収入」の水準と「親の婚姻状

況」別に比較分析を行いました。分析の結果、世帯収入の水準や婚姻状況によって、子ども

の学力や生活状況などに影響を及ぼしているとともに、保護者本人においても生活状況や精

神状態などに影響を受けていることがうかがえました。 

 

●「等価世帯収入の中央値の２分の１未満」の世帯において、

「家庭の経済的な状況からみて子どもの進学が希望どおり

進むと思わない」、「子どもの学習意欲にこたえられなかっ

た経験があった」と回答した保護者の割合がその他の世帯

より高くなっています。 

●また、保護者の収入が少ない世帯の子どもの授業以外での

学習習慣や成績、授業の理解度の割合が低くなっています。

親の経済的貧困は、子どもから学習や体験の機会を奪うこ

とにつながります。これらの教育機会の格差は子どもの学

力格差や進学格差を生み、将来的には職業選択にも影響を

及ぼすことが考えられます。このような貧困の世代間連鎖を解消するためにも「就学援助」

などの経済的な支援のほか、大人との多様な人間関係の中で自発的な学習習慣を身に付ける

ことができる教育の支援が求められています。 

 

●保護者の収入が少ない世帯の方が、子どもの朝食の欠食割合や、学校の欠席割合が高くなっ

ています。「等価世帯収入の中央値の２分の１未満」の世帯では、「生活リズムのみだれ」を

主な欠席の理由と回答した保護者の割合が他の世帯より高くなっており、基本的な生活習慣

が身についていないことが伺えます。また、「等価世帯収入の中央値の２分の１未満」の世帯

や「ひとり親世帯」では、学校行事や社会参加の割合が低くなっていることから、保護者が

時間に余裕を持つことができるような環境を整備するとともに、地域と触れ合える場や機会

が必要となっています。 

 

●収入が少ない世帯において、心理的な負担を抱えている保護者の割合が高く、生活の満足度

も低くなっています。このような保護者の精神的な状況は子どもに与える影響も大きいと考

えられることから、信頼できる包括的な相談体制が求められています。 

 

●「ひとり親世帯」や非正規で就労している世帯の収入が少なくなっていることから、職業生

活の安定と向上に資するための就労の支援が必要となります。 
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４.主な回答結果（保護者調査） 

（１）回答者（保護者）の状況 

■回答者（保護者 問１） 

 

■家族の合計人数（保護者 問３） 

 

■婚姻状況（保護者 問６） 

 

  

90.0

89.1

91.1

9.4

10.5

8.0

0.2

0.3

0.5

0.4

0.6

全体(n=1,978)

小学５年生(n=1,016)

中学２年生(n=961)

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

母親 父親 祖父母 その他 無回答

〈単数回答〉

3.4

3.9

2.8

11.4

9.9

13.0

39.9

39.6

40.4

32.6

33.1

31.9

7.9

8.7

7.1

2.8

3.2

2.4

0.8

0.5

1.0

0.3

0.2

0.3

0.1

0.1

0.9

0.8

1.0

全体(n=1,978)

小学５年生(n=1,016)

中学２年生(n=961)

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

２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人 10人以上 無回答

〈単数回答〉

83.9

84.7

82.9

12.3

11.6

13.1

0.7

0.9

0.4

0.9

0.7

1.1

0.2

0.3

0.7

1.0

0.3

1.4

1.1

1.8

全体(n=1,978)

小学５年生(n=1,016)

中学２年生(n=961)

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

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

〈単数回答〉
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○子どもの養育費を受け取っている（「取り決めをしており、受け取っている」と「特に取り

決めはしていないが、受け取っている」の合計）割合を世帯収入別にみると、「中央値の 1

／2未満」の世帯では 25.9％と他の世帯より低くなっています。 

○また、「中央値の 1／2未満」の世帯の「取り決めをしておらず、受け取っていない」割合

も 56.5％と５割を超えています。 

○「日本語以外の言語を使うことが多い」割合は、「中央値の 1/2 未満」の世帯で 3.6％とな

っています。 

 

■子どもの養育費の取り決め、受け取りの状況（保護者 問７） 

※問６で「離婚」・「未婚」と回答した方のみ 

 

 

■家庭における日本語以外の言語の使用状況（保護者 問８） 

 

 

  

37.5

30.9

22.2

8.3

1.6

3.7

29.2

18.7

16.7

25.0

48.0

56.5

0.8

0.9

中央値以上(n=24)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=123)

中央値の1/2未満(n=108)

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

取り決めをしており、受け取っている 特に取り決めはしていないが、受け取っている

取り決めをしているが、受け取っていない 取り決めをしておらず、受け取っていない

無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

90.3

92.3

92.9

1.8

2.7

3.6

0.1

0.1

7.7

4.8

3.6

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

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

日本語以外の言語を使うことが多い 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別
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○親の学歴が、世帯収入に影響していることがうかがえます。 

 

■親が卒業・修了した学校（保護者 問９） 

【母親】 

 

 

■親が卒業・修了した学校（保護者 問９） 

【父親】 

 

 

  

1.3

4.6

13.7

26.6

37.4

43.7

21.5

25.3

19.8

3.0

1.0

1.0

25.5

19.5

14.7

17.0

6.9

3.0

3.5

2.2

0.5

1.2

1.2

1.0
0.5

0.3

0.4

0.1

1.4

2.0

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

中学まで 高校まで 専門学校まで 5年制の高等専門学校まで

短大まで 大学まで 大学院まで その他

わからない いない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

2.7

6.4

7.1

31.3

36.0

26.9

14.0

19.5

9.6

3.4

1.2

1.0

6.6

3.8

3.0

27.1

14.5

3.6

12.8

4.3

1.5

0.3

0.3

0.5

0.1

0.1

1.5

0.9

3.9

12.2

0.8

10.1

33.0

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

中学まで 高校まで 専門学校まで 5年制の高等専門学校まで

短大まで 大学まで 大学院まで その他

わからない いない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別
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○母親、父親ともに世帯収入が少なくなるにつれ、正社員・正規職員・会社役員の割合が低

くなっています。 

 

■親の就労状況（保護者 問10） 

【母親】 

 

 

■親の就労状況（保護者 問10） 

【父親】 

 

  

36.1

29.9

22.3

4.5

4.0

4.6

42.3

45.4

43.1

5.2

6.4

14.7

11.2

11.7

11.7

0.1

0.4

0.5

0.4

0.6

0.5

0.2

1.6

2.5

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない（専業主婦／主夫を含む） わからない

いない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

90.0

68.6

25.9

0.5

1.0

3.6

0.1

1.0

2.0

7.1

12.4

18.8

0.2

1.3

1.0

0.1

0.6

1.0

0.9

4.6

11.7

1.0

10.4

36.0

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない（専業主婦／主夫を含む） わからない

いない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別
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（２）小学校入学前の教育・保育の状況 

○０～２歳における教育・保育施設等の利用状況（「ふたり親世帯」：「ひとり親世帯」） 

「認可保育園・認定こども園」（48.0％：69.2％） 

「親・親族が面倒を見ていた」（41.6％：19.0％） 

○３～５歳では「幼稚園・認可保育園・認定こども園」の利用が 94.9％となっています。 

 

■０～２歳の間に通っていた教育・保育施設等（保護者 問13） 

 

 

■３～５歳の間に通っていた教育・保育施設等（保護者 問14） 

 

  

48.0

69.2

69.6

7.1

7.7

8.0

41.6

19.0

18.0

0.7

0.7

0.8

1.0

1.8

2.0

1.6

1.5

1.6

ふたり親世帯(n=1,659)

ひとり親世帯(n=273)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)

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

認可保育所・認定こども園 その他の教育・保育等の施設 親・親族が面倒を見ていた

親・親族以外の個人 その他 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別

94.9

93.0

92.8

3.3

4.0

4.4

0.8

1.1

1.2

0.1 0.1

0.4

0.4

0.9

1.5

1.2

ふたり親世帯(n=1,659)

ひとり親世帯(n=273)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)

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

幼稚園・認可保育所・認定こども園 その他の教育・保育等の施設 親・親族が面倒を見ていた

親・親族以外の個人 その他 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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（３）子どもとの関わり方について 

○授業参観や運動会等の学校行事への参加状況を世帯収入別にみると、「よく参加している」

割合は、世帯収入が高いほど高くなっています。 

○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状況についても、

同様の傾向となっています。 

○また、婚姻状況別にみると、「ひとり親世帯」では、学校行事やＰＴＡ活動、保護者会、ボ

ランティアなどの活動に『参加していない』割合が高くなっています。 

 

■授業参観や運動会等の学校行事への参加（保護者 問16a） 

 

 

 

  

83.0

78.9

58.4

15.3

18.1

33.0

1.6

2.2

5.6

0.6

2.5

0.1

0.3

0.5

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

よく参加している ときどき参加している あまり参加していない まったく参加していない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

81.9

64.5

65.2

16.5

26.7

26.0

1.3

6.2

6.4

0.2

1.8

1.6

0.2

0.7

0.8

ふたり親世帯(n=1,659)

ひとり親世帯(n=273)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)

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

よく参加している ときどき参加している あまり参加していない まったく参加していない 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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■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（保護者 問16b） 

 

 

 

  

47.8

42.1

32.0

38.7

38.0

35.5

12.2

15.2

18.3

1.1

3.8

12.7

0.2

1.0

1.5

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

よく参加している ときどき参加している あまり参加していない まったく参加していない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

46.5

32.6

33.2

38.6

35.9

36.0

12.5

20.5

19.6

1.8

10.3

10.4

0.7

0.7

0.8

ふたり親世帯(n=1,659)

ひとり親世帯(n=273)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)

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

よく参加している ときどき参加している あまり参加していない まったく参加していない 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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（４）子どもの学校生活について 

○年間 30日以上欠席している割合は、５％程度となっています。 

○その割合は、世帯収入が少ないほど、高くなっています。 

 

■子どもの通学状況（保護者 問17） 

 

 

  

89.6

91.9

87.2

6.5

6.0

7.0

2.0

1.1

2.9

1.0

0.5

1.6

0.1

0.1

0.2

0.3

0.7

0.5

0.9

全体(n=1,978)

小学５年生(n=1,016)

中学２年生(n=961)

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

ほぼ毎日通っている 欠席は年間30日未満である 欠席が年間30日以上、60日未満である

欠席が年間60日以上、１年未満である 欠席が１年以上続いている わからない

無回答

〈単数回答〉

93.3

88.2

77.7

4.4

8.2

11.7

1.3

1.6

7.1

0.7

1.4

1.5 0.5

0.3

0.5

0.3

0.3

1.0

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

ほぼ毎日通っている 欠席は年間30日未満である 欠席が年間30日以上、60日未満である

欠席が年間60日以上、１年未満である 欠席が１年以上続いている わからない

無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別
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○『欠席が年間 30日以上』と回答した方の欠席の主な理由については、全体では、「学校が

楽しくない」が 51.7％と最も高く、次いで、「体調がすぐれない」が 50.0％、「学校内で

の人間関係」が 36.7％となっています。 

○世帯収入別にみると、「中央値の 1／2 未満」の世帯では、「生活リズムのみだれ」の割合

が 38.9％と他の世帯より高くなり、差も大きくなっています。 

 

■欠席の主な理由（保護者 問18） 

※問17で『欠席が年間30日以上』と回答した方のみ 

 
 

 
  

50.0 

51.7 

25.0 

36.7 

20.0 

16.7 

1.7 

43.8 

62.5 

25.0 

31.3 

12.5 

25.0 

6.3 

52.3 

47.7 

25.0 

38.6 

22.7 

13.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

体調がすぐれない

学校が楽しくない

授業がわからない

学校内での人間関係

生活リズムのみだれ

その他

無回答

〈複数回答〉

全体(n=60) 小学５年生(n=16) 中学２年生(n=44)

40.0 

50.0 

20.0 

15.0 

5.0 

25.0 

5.0 

61.9 

52.4 

33.3 

52.4 

19.0 

9.5 

0.0 

50.0 

50.0 

22.2 

44.4 

38.9 

11.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

体調がすぐれない

学校が楽しくない

授業がわからない

学校内での人間関係

生活リズムのみだれ

その他

無回答

〈複数回答〉

中央値以上(n=20) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=21)

中央値の1/2未満(n=18)
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（５）子どもの進路希望について 

○子どもの進路希望について世帯収入別にみると、「中央値以上」では「大学」の割合が

45.1％、「中央値の 1/2 以上中央値未満」（37.9％）及び「中央値の 1/2 未満」（45.2％）

では「高校」の割合が最も高くなっています。 

○子どもの進学について希望どおり進むと思わないと回答した方の理由としては、全体で

は、「お子さんの学力から考えて」が 54.9％と最も高くなり、特に「中央値 1/2未満」の

世帯では 71.4％と高くなっています。 

○また、「家庭の経済的な状況から考えて」の割合が、「中央値 1/2 未満」の世帯では 42.9％

となり、他の世帯より高くなっています。 

 

■子どもの進学希望（保護者 問19） 

 

 

■子どもの進学希望が希望通り進むと思わない理由（保護者 問21） 

※問20子どもの進学について希望どおり進むと思わないと回答した方のみ 

 

  

0.4

0.6

1.5

17.3

37.9

45.2

14.0

13.9

16.8

45.1

24.4

13.2

1.2

0.9

1.6

1.3

0.5

2.7

3.9

2.5

1.0

0.9

1.5

15.1

14.7

16.8

1.6

1.6

2.0

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

中学 高校 5年制の高等専門学校、短大

大学 大学院 留学

その他 考えたことがない まだわからない

無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

38.1 

52.4 

9.5 

14.3 

4.8 

14.3 

47.6 

33.3 

14.3 

9.5 

28.6 

71.4 

42.9 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

お子さんの希望と異なるから

お子さんの学力から考えて

家庭の経済的な状況から考えて

その他

無回答

〈複数回答〉

中央値以上(n=21) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=21)

中央値の1/2未満(n=7)
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（６）子どもの放課後等の居場所について 

○「子どもの居場所」を利用したことがある人は、約 1割となっています。 

○「子どもの居場所」を利用することで良いと思うことは、「お子さんが楽しんでいるから」

が約６割と最も高くなっています。 

○「子どもの居場所」を利用しない理由については、「どこにあるか知らないから」が 65.8％

と最も高くなっています。 

 

■子どもは、「子どもの居場所」を利用したことがあるか（保護者 問27） 

 

■子どもが「子どもの居場所」を利用することで良いと思うこと（保護者 問28） 

  

10.2

10.5

9.9

88.9

88.7

89.2

0.9

0.8

0.9

全体(n=1,978)

小学５年生(n=1,016)

中学２年生(n=961)

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

利用したことがある 利用したことがない 無回答

〈単数回答〉

35.1 

6.4 

9.9 

13.9 

19.8 

28.7 

60.9 

10.4 

4.0 

1.5 

32.7 

7.5 

8.4 

10.3 

17.8 

29.0 

68.2 

13.1 

2.8 

0.9 

37.9 

5.3 

11.6 

17.9 

22.1 

28.4 

52.6 

7.4 

5.3 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80%

地域の人とつながれるから

お子さんが一人でご飯を食べずにすむから

栄養バランスがとれた食事がでるから

運営者が相談に乗ってくれるから

低額（無料）でご飯が食べられるから

宿題など勉強をみてくれるから

お子さんが楽しんでいるから

その他

特になし

無回答

〈複数回答〉

全体(n=202) 小学５年生(n=107) 中学２年生(n=95)
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■子どもが「子どもの居場所」をを利用しない理由（保護者 問29） 

 

 

  

65.8 

31.5 

18.8 

3.9 

6.8 

5.7 

19.0 

16.0 

4.9 

0.6 

67.5 

34.3 

15.3 

3.4 

5.5 

5.9 

18.8 

16.8 

4.8 

0.7 

64.1 

28.6 

22.3 

4.3 

8.1 

5.5 

19.4 

15.2 

5.1 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80%

どこにあるか知らないから

家の近くにないから

家で過ごしてほしいと思うから

居場所のイメージがよくないから

お子さんが「行きたくない」と言っているから

行きたい日・時間に開いていないから

利用したいと思わないから

何をしているかわからないから

その他

無回答

〈複数回答〉

全体(n=1,759) 小学５年生(n=901) 中学２年生(n=857)
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○子どもは自分の家を居心地がいいと感じていると思うかについては、「そう思う」が 73.8％

と最も高く、次いで、「どちらかというとそう思う」が 23.2％、「どちらかというとそう思

わない」が 1.8％となっています。 

○世帯収入別、婚姻状況別に大きな差はみられないが、「そう思う」割合が「中央値の 1/2以

上中央値未満」「中央値の 1/2 未満」せ世帯及び「ひとり親世帯」において若干低くなっ

ている。 

 

■子どもは自分の家を居心地がいいと感じていると思うか（保護者 問30） 

 

 

  

73.8

77.6

69.8

23.2

20.7

25.9

1.8

1.0

2.6

0.1

0.2

1.1

0.8

1.5

全体(n=1,978)

小学５年生(n=1,016)

中学２年生(n=961)

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

そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない 無回答

〈単数回答〉

76.8

70.7

69.5

21.1

26.2

27.4

1.1

2.7

2.5

0.1

0.1

0.9

0.3

0.5

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

74.9

70.0

70.0

22.7

26.4

26.0

1.6

2.9

3.2

0.1

0.8

0.7

0.8

ふたり親世帯(n=1,659)

ひとり親世帯(n=273)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)

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

そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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（７）経済状況について 

○世帯での経済的理由による経験の有無（中央値以上：中央値の 1/2 以上中央値未満：中央値の 1/2未満） 

・子どもの学習意欲にこたえられなかった経験があった割合（17.9％：42.1％：52.8％） 

・子どもの進路に不安をいだいた経験があった割合（40.2％：66.0％：74.1％） 

・家族が必要とする食料が買えなかったことがよくあった割合（0.1％：3.6％：9.1％） 

・家族が必要とする衣服が買えないことがよくあった割合（0.6％：5.1％：13.7％） 

・過去１年の間に、料金未払になった経験があった割合は、「中央値の 1/2 未満」の世帯に

おいて１～２割程度となっています。 

○現在の暮らしの状況については、「苦しい」「大変苦しい」と回答した世帯の割合は、「中央

値以上」が 17.0％、「中央値の 1/2 以上中央値未満」が 44.4％、「中央値の 1/2 未満」が

67.6％となっています。 

 

①世帯での経済的理由による経験の有無 

■子どもの学習意欲にこたえられなかった経験の有無（保護者 問31） 

 

■子どもの進路に不安をいだいた経験の有無（保護者 問32） 

 

  

17.9

42.1

52.8

82.0

57.7

47.2

0.1

0.3

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

ある ない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

40.2

66.0

74.1

59.6

33.7

25.4

0.2

0.3

0.5

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

ある ない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別
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■過去１年の間に、家族が必要とする食料が買えなかった経験の有無（保護者 問33） 

 

■過去１年の間に、家族が必要とする衣服が買えなかった経験の有無（保護者 問34） 

 

■過去１年の間に、料金未払になった経験の有無（保護者 問34） 

 

  

0.1

3.6

9.1

1.6

10.4

22.8

5.7

15.2

26.4

92.6

70.8

41.1 0.5

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

0.6

5.1

13.7

1.5

11.1

18.8

8.1

17.3

23.9

89.5

66.3

43.7

0.2

0.1

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

1.4 

1.3 

0.7 

98.0 

0.3 

6.6 

4.3 

3.8 

91.3 

0.1 

19.8 

16.2 

11.7 

74.6 

0.0 

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

電気料金

ガス料金

水道料金

あてはまるものはない

無回答

〈複数回答〉

中央値以上(n=994) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)
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■現在の暮らしの状況をどのように感じているか（保護者 問37） 

 

 

  

2.4

0.3

15.3

3.9

1.0

65.2

50.9

31.5

15.6

35.0

50.3

1.4

9.4

17.3

0.1

0.6

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

1.5

10.6

3.3

2.8

59.9

36.6

36.0

22.8

48.7

49.2

4.8

11.4

12.0

0.4ふたり親世帯(n=1,659)

ひとり親世帯(n=273)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)

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

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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（８）ふだんの生活と必要な支援について 

○K6※判定による保護者の心理的な状態については、『心に深刻な問題が発生している可能性

が高い状態』とされている「13点以上」の割合は全体では 8.3%となっています。 

○世帯収入別にみると、、K6 のスコアが「13 点以上」の割合は、「中央値以上」の世帯では

4.2%、「中央値の２分の１以上中央値未満」の世帯では 10.0%、「中央値の２分の１未満」

の世帯では 21.3%となっています。 

○婚姻状況別に見ると、K6のスコアが「13 点以上」の割合は、「ふたり親世帯」では 6.8%、

「ひとり親世帯」全体では 16.8%、「母子世帯」のみでは 17.2%となっています。 

○（全体として）最近の生活の満足度を「0（まったく満足していない）」から「10（十分に

満足している）」の数字で回答してもらった結果、「中央値以上」の世帯では８点、「中央値

の２分の１以上中央値未満」及び「中央値の２分の１未満」の世帯では５点がそれぞれ最

も多くなっています。 

○身近にあると良いと思うことについては、全体では「支援制度など必要な情報を届けてく

れること」のが 55.0％と最も高くなっており、世帯収入別にみると、収入が少ない世帯ほ

どその割合は高くなっています。 

○相談しやすい窓口については、全体では、「匿名性がある」が 43.7％と最も高く、次いで、

「いつでも相談できる」が 37.4％、「同じ人に相談できる」が 37.1％となっています。 

 

■a)～f)の質問について、この１か月間の気持ち（保護者 問39） 

 

  

4.1

1.9

1.6

2.4

4.1

2.1

7.6

3.6

5.0

4.3

6.5

3.0

22.9

9.8

15.2

15.6

21.0

9.0

23.5

15.7

23.5

24.5

31.5

17.4

40.5

67.8

53.4

51.9

35.6

67.1

1.3

1.2

1.3

1.3

1.2

1.3

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%〈単数回答〉n=1,978

いつも たいてい ときどき 少しだけ まったくない 無回答
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＜K6※判定＞ 

問 39 の回答結果から保護者の心理的な状態について分析しました。 

※K6とは 

米国の Kesslerらによって、うつ病・不安障がいなどの精神疾患をスクリーニングすること

を目的として開発された指標。 

「神経過敏に感じた」「絶望的だと感じた」「そわそわ落ち着かなく感じた」「気分が沈み、気

が晴れないように感じた」「何をするのも面倒だと感じた」「自分は価値のない人間だと感じ

た」の 6項目ごとに「いつも」4点、「たいてい」3点、「ときどき」2 点、「少しだけ」1点、

「まったくない」0点を与え、合計点を算出したもの。 

合計点数が高くなるほど、抑うつ状態が強いことを示している 

出典：厚生労働省 

 

◆この６つの調査項目の結果を足し合わせて、K6のスコアを算出しました（0～24点）。 

０～４点・・・『問題なし』 

５～12 点・・・『心に何らかの負担を抱えている状態』 

13点以上・・・『心に深刻な問題が発生している可能性が高い状態』 

 

 

 

57.6

60.0

55.0

24.0

22.9

25.2

8.1

8.6

7.7

8.3

6.8

9.9

2.0

1.7

2.2

全体(n=1,978)

小学５年生(n=1,016)

中学２年生(n=961)

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

0～4点 5～9点 10～12点 13点以上 無回答

〈単数回答〉

65.0

52.6

43.1

22.1

27.0

26.4

7.4

9.1

7.1

4.2

10.0

21.3

1.2

1.3

2.0

中央値以上(n=994)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

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

0～4点 5～9点 10～12点 13点以上 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別
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■（全体として）最近の生活の満足度（保護者 問40） 

 

 
■世帯収入別 

  

59.3

49.1

48.0

23.9

26.4

26.4

8.3

6.6

7.2

6.8

16.8

17.2

1.7

1.1

1.2

ふたり親世帯(n=1,659)

ひとり親世帯(n=273)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)

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

0～4点 5～9点 10～12点 13点以上 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別

1.0
1.3

3.3

7.3 7.3

16.4

10.1

14.4

19.4

9.0 9.6

1.0
1.4

0.9

2.7

7.4

6.6

15.5

9.6

15.0

21.3

8.8
10.0

1.0

0.5
1.8

4.1

7.2
8.0

17.5

10.6

13.6

17.4

9.3

9.1

1.0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 無回答

〈単数回答〉

全体(n=1,978) 小学５年生(n=1,016) 中学２年生(n=961)

まったく満足

していない

十分に満足

している

0.4 0.3
1.6

4.0 4.6

14.4

10.5

16.0

24.4

11.0
12.4

0.4
0.7 1.4

4.2

10.3 11.0

17.8

10.0

13.6

15.8

8.1
6.5

0.7

4.6
5.6

9.1

13.7

8.6

22.3

9.6
11.2

7.1

3.6 4.6

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 無回答

〈単数回答〉

中央値以上(n=994) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

まったく満足

していない

十分に満足

している
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■婚姻状況別 

 

■身近にあると良いと思うこと（保護者 問42） 
 

■世帯収入別 

 
■婚姻状況別 

  

0.7 0.6

2.8

6.8 6.8

15.6

10.2

15.3

20.9

9.4 10.2

0.7

2.2
4.8 5.1

11.7 10.3

22.3

10.6 10.6

9.9

6.6 5.5

0.4
2.0

5.2
5.6

12.0
10.8

22.4

10.8
9.6

10.0

6.8

4.4

0.4

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 無回答

〈単数回答〉

ふたり親世帯(n=1,659) ひとり親世帯(n=273) ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)

まったく満足

していない

十分に満足

している

27.3 

10.7 

36.6 

50.8 

7.8 

8.0 

25.7 

9.2 

30.3 

58.1 

7.9 

8.4 

23.4 

11.2 

33.5 

70.1 

4.1 

6.6 

0% 20% 40% 60% 80%

保護者どうしで気軽に話せる場

ＳＮＳなどのインターネットを通じて悩みごとを

話せるコミュニティ

家事の援助が受けられること

支援制度など必要な情報を届けてくれること

その他

無回答

〈複数回答〉

中央値以上(n=994) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=692)

中央値の1/2未満(n=197)

27.2 

10.2 

34.0 

53.2 

7.8 

8.7 

16.5 

9.9 

33.7 

68.1 

6.2 

8.1 

16.8 

10.0 

34.0 

68.4 

5.6 

8.8 

0% 20% 40% 60% 80%

保護者どうしで気軽に話せる場

ＳＮＳなどのインターネットを通じて悩みごとを

話せるコミュニティ

家事の援助が受けられること

支援制度など必要な情報を届けてくれること

その他

無回答

〈複数回答〉

ふたり親世帯(n=1,659) ひとり親世帯(n=273) ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=250)
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■市の相談窓口がどのような場所（相手）であれば相談しやすい（保護者 問44） 

 

 

 

  

43.7 

27.2 

25.6 

34.4 

37.1 

35.0 

37.4 

27.2 

17.3 

3.8 

5.9 

43.7 

27.0 

24.1 

33.7 

35.4 

34.7 

36.4 

29.3 

16.6 

4.4 

5.5 

43.8 

27.5 

27.3 

35.2 

38.8 

35.3 

38.4 

25.0 

18.1 

3.1 

6.2 

0% 20% 40% 60%

匿名性がある

電話で相談できる

継続して相談できる

ゆっくり相談できる

同じ人に相談できる

１か所でいろいろな相談ができる

いつでも相談できる

インターネットやSNSで相談できる

同じ境遇の人と相談できる

その他

無回答

〈複数回答〉

全体(n=1,978) 小学５年生(n=1,016) 中学２年生(n=961)
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■毎日の生活で感じていることや、子育てに対する不安や必要な支援などを自由に記入して

ください。（保護者 問45） 

 

カテゴリ 件数 

教育費に関すること 100 

学校に関すること 84 

教育費以外の経済的⽀援 68 

医療費に関すること 56 

⼦どもの居場所、遊び場、交流の場 52 

相談支援体制 42 

ひとり親への支援 33 

アンケート、情報提供体制 25 

保護者の就労に関すること 18 

子どもの生活状況（生活習慣、夜更かし、スマホ） 16 

進学・学力に関すること 11 

こどもが安心・安全に暮らせる社会・環境づくり 10 

その他 63 

回答者数 578 
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４.主な回答結果（小・中学生調査調査） 

（１）学校生活について 

○全体では、「自分で勉強する」が 80.4％と最も高く、次いで、「家の人に教えてもらう」が

40.1％、「友だちと勉強する」が 19.3％となっています。 

○世帯収入別にみると、「中央値の 1/2 未満」の世帯では「自分で勉強する」、「塾で勉強す

る」の割合が低くなっています。 

○婚姻状況別にみると、「中央値の 1/2 未満」の世帯では「自分で勉強する」、「塾で勉強す

る」の割合が低くなっています。 

 

■ふだん学校の授業以外での勉強（小・中学生 問２） 
 

 

  

80.4 

18.0 

1.3 

0.4 

0.4 

40.1 

19.3 

3.8 

5.2 

0.9 

75.8 

12.3 

2.1 

0.1 

0.2 

50.0 

20.0 

5.0 

5.4 

1.0 

85.2 

23.9 

0.4 

0.6 

0.6 

29.6 

18.5 

2.4 

5.0 

0.8 

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

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友だちと勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

〈複数回答〉

全体(n=1,966) 小学５年生(n=1,013) 中学２年生(n=953)
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■世帯収入別 

 

 
■婚姻状況別 

  

82.0 

22.9 

1.4 

0.3 

0.3 

41.3 

18.3 

4.8 

3.3 

0.5 

79.9 

13.2 

1.5 

0.4 

0.4 

38.4 

19.4 

2.9 

6.6 

0.4 

75.8 

9.8 

0.5 

0.5 

1.0 

40.7 

23.2 

2.6 

9.8 

3.6 

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

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友だちと勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

〈複数回答〉

中央値以上(n=988) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)

81.3 

19.0 

1.3 

0.4 

0.3 

41.3 

19.6 

4.1 

4.8 

0.5 

74.9 

12.0 

1.5 

0.0 

0.7 

34.5 

18.7 

1.9 

7.9 

3.0 

74.6 

11.9 

1.6 

0.0 

0.8 

36.1 

19.3 

1.6 

8.2 

2.5 

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

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友だちと勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

〈複数回答〉

ふたり親世帯(n=1,651) ひとり親世帯(n=267) ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)
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○自分の成績について世帯収入別にみると、クラスの中で「やや下のほう」及び「下のほう」

と回答した割合が「中央値の 1/2未満」の世帯で高くなっています。 

○同じく、婚姻状況別にみると、クラスの中で「やや下のほう」及び「下のほう」と回答し

た割合が「ひとり親世帯」で高くなっています。 

 

■成績は、クラスの中でどのくらいだと思うか（小・中学生 問４） 
 

 

 

  

15.1

7.3

4.1

21.9

14.4

13.9

34.2

33.3

27.8

11.9

17.3

18.6

8.1

15.3

26.8

8.2

11.5

8.2

0.6

0.9

0.5

中央値以上(n=988)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)

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

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

11.7

6.4

7.0

19.4

12.7

13.1

32.8

32.2

31.6

14.7

16.1

16.4

11.3

20.2

19.3

9.4

11.6

12.3

0.7

0.7

0.4

ふたり親世帯(n=1,651)

ひとり親世帯(n=267)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)

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

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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○学校の授業について世帯収入別にみると、「教科によってはわからないことがある」及び

「わからないことが多い」と回答した割合は収入が少ないほど高くなっています。 

○同じく、「教科によってはわからないことがある」及び「わからないことが多い」と回答し

た割合は「ひとり親世帯」高くなっています。 

 

 

■学校の授業がわからないことがあるか（小・中学生 問５） 
 

 

 

 

  

14.7

9.6

7.2

48.6

39.9

35.1

32.5

41.6

44.3

2.9

7.4

7.7

0.6

1.2

4.6

0.7

0.3

1.0

中央値以上(n=988)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)

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

いつもわかる だいたいわかる

教科によってはわからないことがある わからないことが多い

ほとんどわからない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

12.6

10.5

9.8

45.3

35.2

35.7

35.7

42.3

43.4

4.7

8.2

7.8

1.1

3.0

2.9

0.5

0.7

0.4

ふたり親世帯(n=1,651)

ひとり親世帯(n=267)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)

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

いつもわかる だいたいわかる

教科によってはわからないことがある わからないことが多い

ほとんどわからない 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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○将来の進路希望について世帯収入別にみると、「中央値以上」では「大学まで」の割合が

34.1％、「中央値の 1/2 以上中央値未満」（27.7％）及び「中央値の 1/2 未満」（36.6％）

では「高校まで」の割合が最も高くなっています。 

 

■将来の進路を希望（小・中学生 問７） 
 

 

 

 

  

0.2

0.6

1.5

16.0

27.7

36.6

12.6

18.5

18.0

3.4

1.5

2.1

4.0

4.9

4.1

34.1

15.0

11.9

2.9

1.9

1.0

0.5

0.4

0.5

25.3

27.8

22.2

0.9

1.7

2.1

中央値以上(n=988)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)

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

中学まで 高校まで 専門学校まで 5年制の高等専門学校まで

短大まで 大学まで 大学院まで その他

まだわからない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

0.4

1.1

1.2

20.9

31.8

32.4

15.1

15.7

15.2

2.6

3.0

2.9

4.4

3.4

3.3

25.9

18.7

18.4

2.7

1.5

1.6

0.4

0.4

26.3

22.5

23.4

1.3

1.9

1.6

ふたり親世帯(n=1,651)

ひとり親世帯(n=267)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)

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

中学まで 高校まで 専門学校まで 5年制の高等専門学校まで

短大まで 大学まで 大学院まで その他

まだわからない 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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（２）ふだんの生活について 

○朝食を「毎日食べる（週７日）」割合を世帯収入別にみると、「中央値以上」が 87.7％、「中

央値の 1/2 以上中央値未満」が 79.9％、「中央値の 1/2 未満」が 76.3％なっています。ま

た、「ひとり親世帯」では 71.5％とさらに低くなっています。 

 

■１週間の食事の摂取状況（小・中学生 問14） 

a）朝食 

 

 

  

83.6

86.3

80.7

9.9

8.8

11.1

2.7

2.4

3.0

3.2

2.3

4.2

0.6

0.3

0.9

全体(n=1,966)

小学５年生(n=1,013)

中学２年生(n=953)

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

〈単数回答〉

87.7

79.9

76.3

8.9

11.2

11.3

1.3

3.6

5.7

1.8

4.7

5.7

0.3

0.6

1.0

中央値以上(n=988)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)

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

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

85.9

71.5

71.3

9.2

14.2

14.3

1.9

6.7

6.6

2.7

5.6

6.1

0.3

1.9

1.6

ふたり親世帯(n=1,651)

ひとり親世帯(n=267)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)

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

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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b）夕食 

 

 

 

  

96.2

97.1

95.2

2.6

1.9

3.5

0.3

0.2

0.3

0.3

0.3

0.2

0.7

0.5

0.8

全体(n=1,966)

小学５年生(n=1,013)

中学２年生(n=953)

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

〈単数回答〉

98.2

94.9

91.2

1.1

3.8

6.7

0.3

1.0

0.3

0.3

0.4

0.7

1.0

中央値以上(n=988)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)

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

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

97.3

90.6

91.4

2.1

6.0

5.7

0.2

0.4

0.4

0.2

0.7

0.4

0.3

2.2

2.0

ふたり親世帯(n=1,651)

ひとり親世帯(n=267)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)

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

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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（３）困っていることや悩みについて 

○全体では、「いやなことや悩んでいることはない」が 44.3％と最も高く、次いで、「学校や

勉強のこと」が 16.3％、「進学・進路のこと」が 14.7％となっています。 

○世帯収入別にみると、収入が少なくなるにつれ「学校や勉強のこと」「わからない」の割合

が高くなっています。 

 

■今、いやなことや悩んでいること（小・中学生 問19） 

 

 
 

  

4.5 

16.3 

8.3 

9.8 

13.1 

5.6 

14.7 

1.0 

44.3 

14.4 

3.3 

3.6 

9.8 

2.6 

5.4 

11.4 

4.0 

3.8 

1.1 

51.3 

15.9 

3.6 

5.6 

23.2 

14.4 

14.4 

15.0 

7.3 

26.2 

0.9 

36.7 

12.8 

2.9 

0% 20% 40% 60%

家族のこと

学校や勉強のこと

クラブ活動や部活動のこと

自分のこと

友だちのこと

好きな人のこと

進学・進路のこと

その他のこと

いやなことや悩んでいることはない

わからない

無回答

〈複数回答〉

全体(n=1,966) 小学５年生(n=1,013) 中学２年生(n=953)
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■世帯収入別 

 

 
■婚姻状況別 

  

3.7 

14.3 

8.6 

10.4 

13.3 

4.9 

14.6 

0.9 

46.9 

13.0 

3.5 

5.5 

17.5 

7.9 

9.3 

13.5 

7.0 

14.6 

1.6 

43.1 

14.7 

2.9 

5.2 

20.1 

8.8 

9.8 

10.8 

6.2 

14.9 

0.0 

36.6 

20.1 

2.6 

0% 20% 40% 60%

家族のこと

学校や勉強のこと

クラブ活動や部活動のこと

自分のこと

友だちのこと

好きな人のこと

進学・進路のこと

その他のこと

いやなことや悩んでいることはない

わからない

無回答

〈複数回答〉

中央値以上(n=988) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)

4.6 

15.7 

8.1 

9.9 

13.1 

5.5 

15.0 

1.1 

45.4 

13.6 

3.3 

4.5 

18.4 

7.9 

9.7 

13.9 

7.1 

13.1 

0.7 

39.0 

18.0 

2.6 

4.5 

19.3 

7.8 

9.4 

13.5 

6.6 

13.9 

0.8 

40.2 

18.4 

2.0 

0% 20% 40% 60%

家族のこと

学校や勉強のこと

クラブ活動や部活動のこと

自分のこと

友だちのこと

好きな人のこと

進学・進路のこと

その他のこと

いやなことや悩んでいることはない

わからない

無回答

〈複数回答〉

ふたり親世帯(n=1,651) ひとり親世帯(n=267) ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)
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（４）ふだん考えていることについて 

○全体として最近の生活の満足度を「0（まったく満足していない）」から「10（十分に満足

している）」の数字で回答してもらった結果、「１０」が 26.6％と最も高く、次いで、「８」

が 18.7％、「９」が 13.8％となっています。 

 

■最近の生活の満足度（小・中学生 問21） 

 
■世帯収入別 

 
■婚姻状況別 

  

0.5 0.5 0.7
2.3

4.3

11.3

7.5

13.0

18.7

13.8

26.6

0.8

0.6
0.6

0.9
1.2 3.8

11.5

7.8
10.3

17.2

13.7

31.8

0.7

0.4 0.4 0.5

3.5
4.7

11.2

7.2

15.9

20.4

13.9

21.0

0.8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 無回答

〈単数回答〉

全体(n=1,966) 小学５年生(n=1,013) 中学２年生(n=953)

まったく満足

していない

十分に満足

している

0.4 0.6 0.3
2.0

3.9

9.6

7.6

12.3

20.6

15.1

26.9

0.5

0.6
0.3

1.0
2.9

4.7

13.0

7.4

14.1

16.9

12.8

26.1

0.3

0.5 0.5 1.0 2.6
4.1

14.9

7.7

15.5
15.5

12.4

24.2

1.0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 無回答

〈単数回答〉

中央値以上(n=988) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)

まったく満足

していない

十分に満足

している

0.5 0.5 0.7
2.0

4.1

10.9

7.6

12.8

19.7

14.3

26.3

0.5
0.4 0.4

4.1
5.6

14.6

7.9

15.0
13.9

10.1

27.0

1.1

0.4 0.4

3.7
5.3

15.2

8.6

14.8

13.1
11.1

26.6

0.8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 無回答

〈単数回答〉

ふたり親世帯(n=1,651) ひとり親世帯(n=267) ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)

まったく満足

していない

十分に満足

している
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○a)～o)の項目について、世帯収入別にみると大きな差はみられませんでした。 

 

■ここ半年くらいのことを考え（小・中学生 問21） 

 

  

3.3

55.2

36.4

80.2

61.7

11.0

6.1

57.3

19.6

33.5

5.2

80.7

16.7

55.4

52.4

55.6

27.9

41.9

14.3

25.8

58.2

7.1

28.6

56.4

39.0

35.2

13.6

56.6

33.1

29.9

40.0

15.9

20.3

4.4

11.2

29.6

85.8

12.9

22.2

26.0

58.3

4.0

25.5

10.1

16.4

1.1

1.0

1.3

1.1

1.3

1.1

1.1

1.2

1.7

1.4

1.2

1.6

1.2

1.3

1.3

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、他の子どもたちと、よく分け合う（食べ

物・ゲーム・文房具など)。

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どもからは、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、年下の子どもたちに対してやさしくしてい

る。

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。

m)私は、自分からすすんでよくお手伝いをする

（親・先生・他の子どもたちなど)。

n)私は、他の子どもたちより、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。

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

〈単数回答〉n=1,966

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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（５）持ち物やおこづかいについて 

○持っているものや、あなたが使うことができるものについては、全体では「文房具」が

92.2％と最も高く、次いで、「ゲーム機」が 82.2％、「運動用具（ボール・ラケットなど）」

が 81.5％となっています。 

○世帯収入別にみると、ほとんどの項目で世帯収入が少ないほど割合は低くなっている一

方、「スマートフォン・タブレット機器」については、世帯収入が少ないほど割合は高くな

っています。 

 

■持っているものや、あなたが使うことができるもの（小・中学生 問26） 

 

  

73.1 

74.8 

82.2 

79.8 

31.5 

72.9 

19.2 

77.8 

81.5 

49.0 

92.2 

71.0 

34.5 

78.2 

73.0 

1.6 

0.2 

0.9 

68.5 

68.3 

83.2 

76.9 

28.9 

62.7 

25.5 

76.2 

81.1 

53.6 

90.3 

72.5 

32.4 

76.2 

70.8 

2.3 

0.3 

0.8 

78.1 

81.7 

81.1 

82.9 

34.2 

83.8 

12.5 

79.4 

81.8 

44.2 

94.2 

69.4 

36.8 

80.3 

75.4 

0.8 

0.0 

0.9 

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

本・参考書（教科書をのぞく）

マンガ・雑誌

ゲーム機

テレビ

パソコン

スマートフォン・タブレット機器（SNSを使えるも

の）

子ども用けいたい電話

自転車

運動用具（ボール・ラケットなど）

習い事などの道具（ピアノなど）

文房具

キャラクターグッズ

化粧品・アクセサリー

自分で選んだ服

子ども部屋

その他

あてはまるものはない

無回答

〈複数回答〉

全体(n=1,966) 小学５年生(n=1,013) 中学２年生(n=953)
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■世帯収入別 
 

 

 

  

76.5 

79.6 

84.9 

82.1 

35.0 

71.8 

21.2 

80.3 

85.8 

57.5 

94.1 

73.7 

36.1 

81.1 

80.1 

2.1 

0.1 

0.6 

71.0 

72.9 

80.8 

78.0 

28.7 

73.2 

18.2 

77.3 

78.0 

41.9 

91.4 

70.3 

34.9 

75.8 

67.7 

0.9 

0.3 

0.9 

68.0 

59.3 

76.3 

77.3 

23.7 

76.3 

17.0 

68.0 

74.7 

30.4 

89.2 

61.3 

28.9 

74.2 

55.7 

1.0 

0.0 

0.5 

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

本・参考書（教科書をのぞく）

マンガ・雑誌

ゲーム機

テレビ

パソコン

スマートフォン・タブレット機器（SNSを使えるも

の）

子ども用けいたい電話

自転車

運動用具（ボール・ラケットなど）

習い事などの道具（ピアノなど）

文房具

キャラクターグッズ

化粧品・アクセサリー

自分で選んだ服

子ども部屋

その他

あてはまるものはない

無回答

〈複数回答〉

中央値以上(n=988) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)
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■婚姻状況別 
 

 

 

  

74.6 

76.2 

83.2 

80.6 

33.4 

72.5 

19.7 

79.8 

82.7 

51.5 

93.1 

72.0 

34.9 

78.6 

75.3 

1.8 

0.2 

0.7 

65.2 

68.2 

77.2 

77.2 

19.9 

75.7 

16.9 

67.0 

75.7 

34.1 

87.6 

66.3 

33.3 

76.8 

59.6 

0.0 

0.0 

1.5 

65.6 

68.9 

76.6 

77.9 

19.7 

76.6 

18.0 

66.8 

76.2 

34.8 

87.7 

67.6 

33.2 

77.0 

59.8 

0.0 

0.0 

1.2 

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

本・参考書（教科書をのぞく）

マンガ・雑誌

ゲーム機

テレビ

パソコン

スマートフォン・タブレット機器（SNSを使えるも

の）

子ども用けいたい電話

自転車

運動用具（ボール・ラケットなど）

習い事などの道具（ピアノなど）

文房具

キャラクターグッズ

化粧品・アクセサリー

自分で選んだ服

子ども部屋

その他

あてはまるものはない

無回答

〈複数回答〉

ふたり親世帯(n=1,651) ひとり親世帯(n=267) ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)
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（６）あなたの家族について 

○世話をしている人が「いる」と回答した割合全体では、「いる」が 12.2％、「いない」が

84.6％となっています。 

○世帯収入別にみると、収入が少なくなるほど「いる」の割合が高くなっています。 

 

■あなたがお世話をしている人がいるか（小・中学生 問29） 

 

 

  

12.2

16.1

8.0

84.6

80.9

88.5

3.3

3.0

3.6

全体(n=1,966)

小学５年生(n=1,013)

中学２年生(n=953)

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

いる いない 無回答

〈単数回答〉

9.3

14.6

19.1

87.6

82.1

78.9

3.1

3.3

2.1

中央値以上(n=988)

中央値の1/2以上

中央値未満(n=687)

中央値の1/2未満(n=194)

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

いる いない 無回答

〈単数回答〉

世

帯

収

入

別

12.2

11.2

11.1

84.7

85.0

85.7

3.0

3.7

3.3

ふたり親世帯(n=1,651)

ひとり親世帯(n=267)

ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=244)

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

いる いない 無回答

〈単数回答〉

婚

姻

状

況

別
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■誰(だれ)のお世話をしているか【問29で世話をしている人が「いる」と回答した方のみ】

（小・中学生 問30） 

○全体では、「きょうだい」が 71.5％と最も高く、次いで、「お母さん」が 32.6％、「お父さ

ん」が 22.2％となっています。 

○世帯収入別にみると、「中央値未満」の世帯では「お母さん」「おばあちゃん」「おじいちゃ

ん」の割合が他の世帯より高くなっています。 

 

 

 

 

  

32.6 

22.2 

12.1 

9.2 

71.5 

0.8 

5.0 

31.3 

23.9 

12.3 

9.2 

71.8 

1.2 

5.5 

35.5 

18.4 

11.8 

9.2 

71.1 

0.0 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80%

お母さん

お父さん

おばあちゃん

おじいちゃん

きょうだい

その他

無回答

〈複数回答〉

全体(n=239) 小学５年生(n=163) 中学２年生(n=76)
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■世帯収入別 

 
 
■婚姻状況別 

 

 

 

  

29.3 

21.7 

9.8 

8.7 

78.3 

1.1 

3.3 

33.0 

24.0 

11.0 

6.0 

71.0 

0.0 

7.0 

40.5 

18.9 

24.3 

21.6 

59.5 

2.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

お母さん

お父さん

おばあちゃん

おじいちゃん

きょうだい

その他

無回答

〈複数回答〉

中央値以上(n=92) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=100)

中央値の1/2未満(n=37)

31.7 

23.3 

10.9 

7.9 

73.8 

1.0 

5.0 

36.7 

16.7 

20.0 

13.3 

50.0 

0.0 

6.7 

40.7 

11.1 

22.2 

14.8 

51.9 

0.0 

7.4 

0% 20% 40% 60% 80%

お母さん

お父さん

おばあちゃん

おじいちゃん

きょうだい

その他

無回答

〈複数回答〉

ふたり親世帯(n=202) ひとり親世帯(n=30) ひとり親世帯のうち…
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■お世話の内容【問29で世話をしている人が「いる」と回答した方のみ】 

（小・中学生 問31） 

○全体では、全体では、「きょうだいのめんどうを見ることや、保育園の送りむかえなど」が

54.4％と最も高く、次いで、「家事（料理や買い物、そうじ、洗濯など）」が 50.6％、「見

守りをする、話し相手になる」が 36.4％となっています。 

○世帯収入別にみると、収入が少なくなるほど「家事（料理や買い物、そうじ、洗濯など）」

の割合が高くなっています。 

 

 
 

  

50.6 

54.4 

18.0 

36.4 

1.7 

2.1 

1.7 

3.8 

47.9 

58.9 

20.9 

35.0 

1.8 

1.2 

0.6 

4.9 

56.6 

44.7 

11.8 

39.5 

1.3 

3.9 

3.9 

1.3 

0% 20% 40% 60%

家事（料理や買い物、そうじ、洗濯など）

きょうだいのめんどうを見ることや、保育園の送

りむかえなど

病院へ一緒に行くことやお風呂・トイレのお世話

見守りをする、話し相手になる

通訳をする（日本語や手話など）

お金の管理、薬の管理、医療的ケア

その他

無回答

〈複数回答〉

全体(n=239) 小学５年生(n=163) 中学２年生(n=76)
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■世帯収入別 

 

 
■婚姻状況別 

 

  

42.4 

55.4 

17.4 

41.3 

2.2 

3.3 

2.2 

2.2 

54.0 

57.0 

21.0 

31.0 

1.0 

2.0 

2.0 

6.0 

59.5 

45.9 

13.5 

43.2 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60%

家事（料理や買い物、そうじ、洗濯など）

きょうだいのめんどうを見ることや、保育園の送

りむかえなど

病院へ一緒に行くことやお風呂・トイレのお世話

見守りをする、話し相手になる

通訳をする（日本語や手話など）

お金の管理、薬の管理、医療的ケア

その他

無回答

〈複数回答〉

中央値以上(n=92) 中央値の1/2以上

中央値未満(n=100)

中央値の1/2未満(n=37)

50.0 

55.0 

18.8 

37.6 

2.0 

2.5 

1.5 

3.5 

56.7 

53.3 

13.3 

26.7 

0.0 

0.0 

0.0 

6.7 

55.6 

51.9 

14.8 

29.6 

0.0 

0.0 

0.0 

3.7 

0% 20% 40% 60%

家事（料理や買い物、そうじ、洗濯など）

きょうだいのめんどうを見ることや、保育園の送

りむかえなど

病院へ一緒に行くことやお風呂・トイレのお世話

見守りをする、話し相手になる

通訳をする（日本語や手話など）

お金の管理、薬の管理、医療的ケア

その他

無回答

〈複数回答〉

ふたり親世帯(n=202) ひとり親世帯(n=30) ひとり親世帯のうち

母子世帯のみ(n=27)
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○全体では、「ほぼ毎日」が 49.8％と最も高く、次いで、「週に３日～５日」が 24.7％、「週

に１日または２日」が 14.2％となっています。 

○全体では、「１時間より少ない」が 51.9％と最も高く、次いで、「１時間以上、２時間より

少ない」が 21.3％、「２時間以上、３時間より少ない」が 6.7％となっています。 

 

■お世話の日数【問29で世話をしている人が「いる」と回答した方のみ】 

（小・中学生 問32） 

 

■学校に行く日のお世話をする時間【問29で世話をしている人が「いる」と回答した方の

み】（小・中学生 問33） 

 

 

 

  

49.8

49.7

50.0

24.7

25.2

23.7

14.2

15.3

11.8

7.5

4.9

13.2

3.8

4.9

1.3

全体(n=239)

小学５年生(n=163)

中学２年生(n=76)

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

ほぼ毎日 週に３日～５日 週に１日または２日 １か月に数日 無回答

〈単数回答〉

51.9

50.9

53.9

21.3

19.6

25.0

6.7

6.7

6.6

6.3

6.1

6.6

5.0

4.9

5.3

2.9

3.7

1.3

5.9

8.0

1.3

全体(n=239)

小学５年生(n=163)

中学２年生(n=76)

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

１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない ２時間以上、３時間より少ない

３時間以上、５時間より少ない ５時間以上、７時間より少ない ７時間より多い

無回答

〈単数回答〉
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○今欲しいと思う支援については、「特にない」が 49.4％と最も高く、次いで、「勉強の支援」

が 31.4％、「家族や自分のことについて一緒に考えてくれる支援」が 13.4％となっていま

す。 

 

■今欲しいと思う支援（小・中学生 問34） 

 

 

 

 

  

31.4 

9.6 

2.1 

5.0 

2.1 

10.5 

6.3 

2.5 

13.4 

2.5 

49.4 

5.4 

24.5 

9.8 

1.2 

4.9 

0.6 

9.2 

4.9 

2.5 

13.5 

1.8 

52.8 

8.0 

46.1 

9.2 

3.9 

5.3 

5.3 

13.2 

9.2 

2.6 

13.2 

3.9 

42.1 

0.0 

0% 20% 40% 60%

勉強の支援

家事の支援

介護の支援

育児の支援

書類の作成、手続きの支援

お金の管理の支援

経済的な支援

活用できる支援制度やサービスを教えてくれる

支援

家族や自分のことについて一緒に考えてくれる

支援

その他

特にない

無回答

〈複数回答〉

全体(n=239) 小学５年生(n=163) 中学２年生(n=76)
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■毎日の生活で感じていることや必要な支援などを自由に記入してください。 

（小・中学生 問35） 

 

カテゴリ 件数 

親・家族・大人全般について（要望・感謝） 111 

今の生活に満足していること 83 

学校のことについて（宿題，学校設備，給食，先生など） 65 

友だち関係について 48 

勉強・塾に関すること 40 

要望等（ゲームが欲しい，遊ぶ時間が欲しい，○○を作っ

てほしい） 
38 

経済的なことについての不安 24 

部活について 14 

地域の遊び場・居場所について 13 

将来について（夢に向けての意気込み，進学への不安など） 10 

生活環境・道路・まちづくりに関すること 7 

アンケートについて 3 

その他 41 

回答者数 497 

 

 



 

 

 

 


