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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

子育て中の保護者の方や子どもの生活等の状況を聞き、より良い防府市の子育て支援につなげ

ていくために、調査を実施するものです。 

 

２ 調査対象 

防府市在住の就学前児童の保護者、小学５年生、中学２年生の児童生徒とその保護者 

 

３ 調査期間 

平成 30年 10 月 19 日から平成 30年 11 月 16 日 

 

４ 調査方法 

郵送及び学校経由による配布・回収 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

未就学児 1,000 通 589 通 58.9％ 

小学生 
保護者 1,039 通 874 通 84.1％ 

子ども 1,039 通 902 通 86.8％ 

中学生 
保護者 932 通 748 通 80.3％ 

子ども 932 通 767 通 82.3％ 

 

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。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 

・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。 
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７ 子どもの貧困の定義『相対的貧困＝困難な状況にある家庭』 

 

子どもが経済的に困難な状況に置かれているかについては、世帯の収入の状況のほか、具体的

に生活上の困難状況が生じているかどうかで把握することが重要です。日常的に生活の場面で課

題が発生している家庭や、経済的な理由で子どもの所有物が限られている家庭においても、生活

困難の度合いがより高いのではないかと考えられます。 

調査では、アンケートの結果を基に、以下の３つの要素に着目し、これらのうち、いずれか１

つ以上に該当する場合を「生活困難世帯」、いずれの要素にも該当しない場合を「非生活困難世

帯」と分類し、生活困難世帯の状況について整理していきます。 

 

 

要素１：家庭からみた生活の困難：急な出費で家計のやりくりができない経験、

債務が返済できない経験、ライフラインが止められた経験が１つ以上あ

ると回答した世帯 

 

 

要素２：子どもからみた生活の困難：所有物に関する 14 項目※に関して、経済的

な理由で与えられていないとする項目が 10 つ以上あると回答した世帯

（小学生以上で算出） 
 

※ 14項目として、本（学校の教科書やマンガはのぞく）、マンガ・雑誌、子ども部屋（ひとり部屋や

きょうだいといっしょに使っている部屋など）、インターネットにつながるパソコン、運動用具

（ボール・ラケットなど）、ゲーム機、自転車、テレビ、携帯電話、スマートフォン・タブレット

機器（通話等アプリ（ライン）やツイッター、フェイスブックなどできるもの）、化粧品・アクセ

サリー、習い事などの道具（ピアノなど）、自分で選んだ服、キャラクターグッズがある 

 

 

要素３：世帯収⼊からみた困難：公的年金や社会保障給付を含めた世帯の総収入

額が一定水準※122 万円（平成 28 年度国民生活基礎調査より）未満とみ

なされる世帯 
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Ⅱ 調査結果 

１ 保護者 

（１）記入者について 

問１ この調査票にお答えになっている方は、お子さんからみてどなたにあたります

か。（１つに○） 

「母親」の割合が 91.4％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の年齢 

「40 歳代」の割合が 48.8％と最も高く、次いで「30 歳代」の割合が 40.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の年齢 

「40 歳代」の割合が 55.4％と最も高く、次いで「30 歳代」の割合が 24.2％、「50 歳以上」の

割合が 12.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

母親 父親 祖母 祖父 その他 無回答

回答者数 =

　 2,227 91.4 7.0
0.4

1.1

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

20歳代 30歳代 40歳代 50歳以上 無回答

回答者数 =

　 2,035 5.6 40.4 48.8 2.9 2.2

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

20歳代 30歳代 40歳代 50歳以上 無回答

回答者数 =

　 157 3.2 24.2 55.4 12.7 4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２ あなたの家族構成は次のどの形態ですか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「母子世帯・父

子世帯（子どもと祖父母の場合も含む）」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､

非生活困難世帯で「子どもと両親のみの世帯」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「母子世帯・父

子世帯（子どもと祖父母の場合も含む）」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､

非生活困難世帯で「子どもと両親のみの世帯」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「母子世帯・父

子世帯（子どもと祖父母の場合も含む）」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､

非生活困難世帯で「子どもと両親のみの世帯」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「母子世帯・父子世帯（子どもと

祖父母の場合も含む）」の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

85.9

80.4

74.3

2.7

6.1

8.1

9.1

11.6

14.2

1.7

1.5

1.6

0.6

0.4

1.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

65.6

60.9

58.7

15.6

23.8

26.8

14.1

10.4

11.7

4.7

4.5

2.2

0.5

0.6

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

子どもと両親のみの世帯

母子世帯・父子世帯（子どもと祖父母の場合も含む）

三世代世帯（子ども・父母・祖父母の世帯）

その他

無回答
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問３ 世帯員の人数は何人ですか。あなたとお子さんを含めた人数を記入してくださ

い。 

「４人」の割合が 45.4％と最も高く、次いで「５人」の割合が 24.4％、「３人」の割合が 14.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

問４ 世帯員のうち、お子さん（平成 30 年 10 月１日までに 18 歳に達する方まで）の人

数を記入してください。 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「４人」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「１人」「２人」の割合が高く

なっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「４人」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「２人」の割合が高くなって

います。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、中学生で「２人」の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

20.6

13.2

17.8

48.6

42.0

43.6

16.2

23.4

19.3

2.7

4.6

3.9

0.2

0.6

0.9

11.8

16.2

14.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

14.1

13.9

17.3

35.9

35.6

41.3

14.1

19.3

18.4

9.4

10.9

6.7

3.1

2.5

3.4

23.4

17.8

12.8

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

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答

２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上 無回答

回答者数 =

　 2,227 2.2 14.3 45.4 24.4 8.8 4.0 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問５ お住まいの地区はどちらですか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「牟礼小学校区」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「佐波小学校区」の割

合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「牟礼南小学校

区」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「右田小学校区」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「華城小学校区」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.8

1.3

1.8

7.2

9.2

7.4

4.4

5.7

5.4

4.8

3.9

4.4

10.5

9.7

10.5

8.0

9.8

6.9

9.0

7.3

6.5

0.1

11.2

8.8

8.1

2.5

1.2

2.3

15.4

15.2

11.2

9.1

6.8

8.3

2.5

2.5

1.9

9.0

9.4

12.0

2.9

4.0

6.0

2.7

4.2

5.3

0.2

0.9

2.1

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.1

1.5

1.7

12.5

10.4

12.3

6.3

11.9

5.6

4.7

4.0

4.5

7.8

9.9

10.6

4.7

5.4

7.8

7.8

8.9

9.5

1.5

1.1

10.9

10.9

9.5

1.5

3.9

18.8

11.9

10.6

3.1

5.9

5.6

2.5

4.5

7.8

5.0

5.0

7.8

7.4

2.8

3.1

1.0

3.4

1.6

0.5

1.7

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

富海小学校区 牟礼小学校区 牟礼南小学校区 勝間小学校区

松崎小学校区 華浦小学校区 新田小学校区 野島小学校区

向島小学校区 中関小学校区 西浦小学校区 華城小学校区

佐波小学校区 小野小学校区 右田小学校区 玉祖小学校区

大道小学校区 無回答
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問６ お住まいの住居の状況をお答えください。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「借家・アパー

ト（市営・公営住宅を除く）」「市営・公営住宅」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯

に比べ､非生活困難世帯で「持家」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「借家・アパー

ト（市営・公営住宅を除く）」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難

世帯で「持家」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「借家・アパー

ト（市営・公営住宅を除く）」「市営・公営住宅」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯

に比べ､非生活困難世帯で「持家」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「借家・アパート（市営・公営住宅

を除く）」の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

66.5

79.2

80.5

28.6

17.1

14.2

1.3

2.4

2.3

3.4

0.7

1.8

0.2

0.6

1.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

45.3

64.9

61.5

35.9

24.8

23.5

10.9

7.4

10.6

4.7

2.5

2.2

3.1

0.5

2.2

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

持家 借家・アパート（市営・公営住宅を除く）

市営・公営住宅 その他

無回答
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問７ あなたの健康状態についてお聞きします。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「普通」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「良い」の割合が高くなって

います。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「良い」の割合

が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらかとい

えば良い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「良い」の

割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「良い」と「どちらかといえば良い」

をあわせた“良い”の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

63.4

57.0

53.1

15.2

17.3

17.6

18.5

19.0

22.1

1.7

1.5

4.2

0.4
0.8

5.2

3.0

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

43.8

49.0

40.8

17.2

17.8

22.9

29.7

23.8

24.6

6.3

2.0

6.7

3.1

1.5

1.7

5.9

3.4

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

良い どちらかといえば良い 普通

どちらかといえば悪い 悪い 無回答
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問８ あなたは現在、定期的に医療機関で検査されたり、治療を受けたりしている病気

やケガがありますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「ある」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ない」の割合が高くなって

います。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「ある」の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

18.7

22.2

24.6

80.0

76.2

72.4

0.6

0.6

0.2

0.8

1.0

2.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

21.9

25.7

32.4

78.1

72.8

65.4

0.5

1.1

1.0

1.1

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

ある ない わからない 無回答
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問９ あなたは障害者手帳を持っていますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、大きな差異はみられません。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）お子さんのことについて ～調査対象のお子さんについて 

問 10 お子さんのことについて（ア）～（コ）の質問にそれぞれお答えください。 

（ア）性 別（どちらかに○） 

「男性」の割合が 49.9％、「女性」の割合が 48.5％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.4

0.9

1.1

98.7

97.8

95.4 0.2

1.0

1.3

3.3

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

2.0

1.1

100.0

96.5

96.6

0.5

1.1

1.0

1.1

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

持っている 持っていない わからない 無回答

男性 女性 無回答

回答者数 =

　 2,227 49.9 48.5 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（イ）ふだん、よく会話をしますか。（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「よくする」の

割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「する」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「よくする」の割合が高くな

っています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりしない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「よくする」の割合が

高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あまりしない」と「しない」をあわ

せた“しない”の割合が低くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

75.6

73.2

57.3

20.4

24.6

34.3

1.0

1.3

5.1

1.7

0.1

0.5

1.3

0.7

2.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

68.8

62.9

51.4

21.9

30.7

37.4

3.1

5.4

10.6

6.3

1.0

0.6

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

よくする する あまりしない しない 無回答
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（ウ）ふだん、あなたと過ごしている時間は十分だと思いますか。（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまり十分と

はいえない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「十分で

ある」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまり十分と

はいえない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まあ十

分である」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「十分である」と「まあ十分であ

る」をあわせた“十分である”の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

45.0

32.3

25.3

37.0

48.7

54.1

16.6

17.6

17.0

0.8

0.7

0.7

0.8

0.7

2.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

43.8

26.7

22.3

39.1

46.0

48.6

15.6

24.3

27.4

1.6

2.0

1.1

1.0

0.6

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

十分である まあ十分である あまり十分とはいえない

まったく十分ではない 無回答
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（エ）お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをしましたか。（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「よくやった」

の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりしなか

った」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「よくやった」

の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりしなか

った」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「よくやった」

「やった」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「よくやった」と「やった」をあわ

せた“やった”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

24.8

29.6

22.1

46.3

38.2

45.0

25.1

27.2

27.4

1.9

4.0

2.5

1.9

0.9

3.0

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

18.8

16.8

15.1

50.0

38.1

39.7

26.6

42.1

39.7

3.1

2.0

5.0

1.6

1.0

0.6

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

よくやった やった あまりしなかった しなかった 無回答
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（オ）お子さんの健康状態についてお聞きします。（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「普通」「どちら

かといえば悪い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ど

ちらかといえば良い」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「良い」の割合

が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

77.9

74.3

63.8

11.6

12.4

15.5

9.0

11.9

16.0

0.6

0.6

1.8

0.2

0.2

0.8

0.9

2.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

73.4

64.4

64.2

4.7

17.3

12.8

15.6

15.8

20.1

6.3

1.5

2.2

1.0

0.6

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

良い どちらかといえば良い 普通

どちらかといえば悪い 悪い 無回答
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（カ）この１年間に、お子さんに大きな問題やトラブル（病気やケガ、学校の問題など）があ

りましたか。（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「なかった」の

割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「時々あった」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「なかった」の割合が

高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「まれにあった」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「なかった」の割合が

高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「何度もあった」と「時々あった」を

あわせた“あった”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

1.2

3.5

7.8

12.5

17.9

13.0

17.3

16.2

78.3

68.2

59.8

1.0

0.9

2.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.1

4.5

4.5

7.8

24.8

17.9

17.2

17.8

24.0

71.9

51.5

53.1

1.5

0.6

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

何度もあった 時々あった まれにあった なかった 無回答
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（キ）不登校（学校を病気やケガ以外で１年間で 30日以上休むこと）がありましたか。（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が低くなるにつれて「なかった」の割合が低くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.2

0.4

1.2

0.4

1.2

1.1

92.2

97.6

95.1

7.2

0.7

2.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

0.5

1.7

1.6

5.0

2.8

89.1

93.1

95.0

9.4

1.5

0.6

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

現在不登校である 過去に不登校があった なかった 無回答
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（ク）お子さんとの関係はいかがですか。（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「良好」の割合

が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

86.1

76.8

60.5

12.8

21.4

34.1

0.7

2.5

1.1

1.0

3.0

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

81.3

71.3

57.5

15.6

25.7

39.1

1.6

2.0

2.8

1.6

1.0

0.6

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

良好 どちらかといえば良好 どちらかといえば悪い 悪い 無回答
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（ケ）学校、保育所等以外の教育（学習塾や習い事）にかける支出はどれくらいですか。 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「5,000 円～

10,000 円未満」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「０円」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「10,000 円～15,000 円未満」

「20,000 円～30,000 円未満」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「０円」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「20,000 円～30,000 円未満」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、中学生で「20,000 円～30,000 円未満」「30,000

円以上」の割合が、高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

40.2

8.6

16.2

6.1

6.7

3.0

5.9

7.3

3.0

14.1

20.4

12.1

9.1

21.0

13.0

1.9

11.3

10.0

2.9

13.8

23.0

2.1

5.7

10.5

17.7

5.2

9.1

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

35.9

17.8

26.8

7.8

9.9

1.1

3.1

6.9

1.7

7.8

16.8

12.8

9.4

15.3

13.4

3.1

7.4

6.1

4.7

7.4

17.9

3.1

4.5

11.7

25.0

13.9

8.4

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

０円 3,000 円未満 3,000 円～5,000 円未満

5,000 円～10,000円未満 10,000円～15,000円未満 15,000円～20,000円未満

20,000円～30,000円未満 30,000円以上 無回答
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問 11 お子さんにどの段階までの教育を受けさせたいですか。（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「高校」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「短大・高専・専門学校」「大

学（４年制）・大学院」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「高校」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「大学（４年制）・大学院」の

割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「高校」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「大学（４年制）・大学院」の

割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「大学（４年制）・大学院」の割合

が低くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569 0.2

19.0

24.0

27.9

22.7

26.2

27.1

57.3

48.1

41.3

1.0

1.8

3.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

0.5

0.6

48.4

42.1

45.8

14.1

24.8

24.0

34.4

31.7

28.5

3.1

1.0

1.1

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

中学校 高校 短大・高専・専門学校 大学（４年制）・大学院 無回答
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問 12 あなたは、お子さんの進学について、現実にはどこまで進むと思いますか。 

（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「高校」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「短大・高専・専門学校」「大

学（４年制）・大学院」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「高校」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「短大・高専・専門学校」「大

学（４年制）・大学院」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「高校」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「大学（４年制）・大学院」の

割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「高校」「短大・高専・専門学校」

の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.4

0.7

27.8

34.2

36.6

24.4

27.4

25.3

44.6

36.0

33.6

3.2

1.9

3.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.1

2.5

1.1

54.7

57.9

61.5

12.5

19.8

20.7

23.4

16.8

16.2

6.3

3.0

0.6

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

中学校 高校 短大・高専・専門学校 大学（４年制）・大学院 無回答
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問 13 問 11 と問 12 が異なる方におたずねします。その理由について教えてください。 

（あてはまるものすべてに〇） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「お子さんの希

望と異なるから」「経済的な余裕がないから」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に

比べ､非生活困難世帯で「お子さんの学力から考えて」「勉強のサポートができないから」の割合

が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「経済的な余裕

がないから」「勉強のサポートができないから」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯

に比べ､非生活困難世帯で「お子さんの学力から考えて」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「経済的な余裕

がないから」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「お子さ

んの希望と異なるから」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「経済的な余裕がないから」の割合

が、小学生、中学生で「お子さんの学力から考えて」の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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 

経
済
的
な
余
裕
が
な

い
か
ら 

勉
強
の
サ
ポ
ー
ト
が

で
き
な
い
か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

未就学児 19 26.3 10.5 52.6 － 21.1 － 

小学生 64 25.0 45.3 46.9 17.2 1.6 － 

中学生 47 17.0 46.8 42.6 8.5 10.6 － 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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 

経
済
的
な
余
裕
が
な

い
か
ら 

勉
強
の
サ
ポ
ー
ト
が

で
き
な
い
か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

未就学児 118 15.3 19.5 31.4 14.4 34.7 7.6 

小学生 151 26.5 53.6 31.1 10.6 11.3 2.0 

中学生 115 37.4 44.3 22.6 4.3 13.9 1.7 
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≪主なその他意見≫ 

・本人がやりたい事（夢）がまだ決まってないから 

・５年制の高校に入学出来ればその先に進む必要がない為 

・発達障害がある為 

・はっきり話していないから 

・勉強があまり好きでないので 
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問 14 あなたは、お子さんから信頼されていると思いますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「わからない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「信頼されている」の

割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「わからない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「信頼されている」の

割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「わからない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「信頼されている」の

割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「信頼されている」の割合が低く

なっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

83.2

82.0

70.3

0.6

3.1

7.7

15.0

14.0

18.6

1.1

0.9

3.3

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

76.6

72.3

61.5

5.4

10.6

21.9

21.3

25.1

1.6

1.0

2.8

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

信頼されている あまり信頼されていない わからない 無回答
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問 15 お子さんの医療受診について、過去１年間に次のようなことがありましたか。

（あてはまるものすべてに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「受診させよう

と思ったが、子どもの様子をみて、受診させなくてもよいと判断した」の割合が高くなっていま

す。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「多忙で、医療

機関に連れて行く時間がなかった」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「多忙で、医療

機関に連れて行く時間がなかった」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児、小学生で「受診させようと思ったが、

子どもの様子をみて、受診させなくてもよいと判断した」の割合が、小学生、中学生で「多忙で、

医療機関に連れて行く時間がなかった」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
お
ら
ず
、
医

療
費
の
支
払
い
が
で
き
な
か
っ
た 

公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
た
が
、
医

療
機
関
で
の
自
己
負
担
金
を
支
払
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た 

子
ど
も
本
人
が
（
行
く
の
が
）
嫌
だ
と
言

っ
た 

医
療
機
関
ま
で
の
距
離
が
遠
く
、
通
院
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た 

多
忙
で
、
医
療
機
関
に
連
れ
て
行
く
時
間

が
な
か
っ
た 

受
診
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
が
、
子
ど
も
の

様
子
を
み
て
、
受
診
さ
せ
な
く
て
も
よ
い

と
判
断
し
た 

そ
の
他 

無
回
答 

未就学児 64 － 1.6 4.7 3.1 6.3 18.8 1.6 67.2 

小学生 202 0.5 － 8.9 － 21.3 21.3 2.0 59.4 

中学生 179 1.1 2.8 6.1 1.1 19.0 14.5 4.5 62.0 

 

  



25 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
お
ら
ず
、
医

療
費
の
支
払
い
が
で
き
な
か
っ
た 

公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
た
が
、
医

療
機
関
で
の
自
己
負
担
金
を
支
払
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た 

子
ど
も
本
人
が
（
行
く
の
が
）
嫌
だ
と
言

っ
た 

医
療
機
関
ま
で
の
距
離
が
遠
く
、
通
院
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た 

多
忙
で
、
医
療
機
関
に
連
れ
て
行
く
時
間

が
な
か
っ
た 

受
診
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
が
、
子
ど
も
の

様
子
を
み
て
、
受
診
さ
せ
な
く
て
も
よ
い

と
判
断
し
た 

そ
の
他 

無
回
答 

未就学児 525 － － 5.0 0.4 5.9 24.6 3.0 68.4 

小学生 672 － － 4.5 0.9 10.0 18.5 4.2 70.1 

中学生 569 － 0.7 5.1 0.7 13.5 19.5 3.9 68.0 

 

≪主なその他意見≫ 

・病気をしていない 

・高額療養費の正しい使い方がいまいちわからない 

・持病があり、定期的に通院している 

・部活が終わる時間では、医療機関が閉まっているので受診出来ない 

・お互いの予定が合わず、行くのが遅くなった（歯科） 
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問 16 お子さんの教育・保育にかかる経費について、負担が大きいと感じているものは

ありますか。（あてはまるものすべてに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「学用品費（制

服、靴、ノートなど身の回りのもの）」「学習費・教材費」「給食費」「地域のクラブ活動費または

部活動費」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「負担が大

きいと感じているものはない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「学用品費（制

服、靴、ノートなど身の回りのもの）」「学習費・教材費」「給食費」の割合が高くなっています。

一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「塾代、家庭教師や通信教育に係る費用」「負担が大

きいと感じているものはない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「学用品費（制

服、靴、ノートなど身の回りのもの）」「学習費・教材費」「給食費」「地域のクラブ活動費または

部活動費」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「塾代、家

庭教師や通信教育に係る費用」「負担が大きいと感じているものはない」の割合が高くなってい

ます。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「学用品費（制服、靴、ノートなど身

の回りのもの）」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

学
用
品
費 

（
制
服
、
靴
、
ノ
ー
ト
な
ど
身
の
回
り
の
も
の
） 

学
習
費
・
教
材
費 

給
食
費 

地
域
の
ク
ラ
ブ
活
動
費
ま
た
は
部
活
動
費 

塾
代
、
家
庭
教
師
や
通
信
教
育
に
係
る
費
用 

そ
の
他 

負
担
が
大
き
い
と
感
じ
て
い
る
も
の
は
な
い 

無
回
答 

未就学児 64 40.6 23.4 14.1 9.4 15.6 25.0 12.5 17.2 

小学生 202 46.5 15.8 17.3 9.4 29.2 2.5 22.8 8.4 

中学生 179 36.9 21.2 14.5 26.3 36.9 1.1 12.8 8.9 
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【年代（非生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

学
用
品
費 

（
制
服
、
靴
、
ノ
ー
ト
な
ど
身
の
回
り
の
も
の
） 

学
習
費
・
教
材
費 

給
食
費 

地
域
の
ク
ラ
ブ
活
動
費
ま
た
は
部
活
動
費 

塾
代
、
家
庭
教
師
や
通
信
教
育
に
係
る
費
用 

そ
の
他 

負
担
が
大
き
い
と
感
じ
て
い
る
も
の
は
な
い 

無
回
答 

未就学児 525 29.0 11.6 5.1 2.1 15.8 16.0 29.1 13.5 

小学生 672 29.3 8.2 7.0 6.5 37.4 2.4 29.3 8.0 

中学生 569 26.7 7.7 6.7 12.0 44.5 2.8 25.1 7.2 

 

≪主なその他意見≫ 

・教育後援会費 

・ＰＴＡ会費 

・医療費 

・衣服費 
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問 17 あなたのご家庭では、お子さんと次のような体験をしましたか。あてはまるとこ

ろに、１つずつ○をつけてください。 

（ア）海水浴に行く 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「その他の理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「その他の理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「ある」の割合が低くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

50.7

75.4

69.9
0.2

7.2

7.0

9.3

40.8

16.5

17.9

1.3

1.0

2.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

50.0

65.3

62.0 2.2

3.1

9.9

8.9

43.8

23.8

24.0

3.1

1.0

2.8

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

ある 金銭的な理由でない 時間の制約でない

その他の理由でない 無回答
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（イ）水族館・博物館・美術館などに行く 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「ある」の割合が低くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

82.5

89.0

84.7

1.9

1.0

0.7

2.3

3.7

6.0

12.2

4.8

6.3

1.1

1.5

2.3

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

70.3

77.2

72.6

7.8

8.9

6.1

1.6

5.0

7.3

17.2

8.4

11.2

3.1

0.5

2.8

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

ある 金銭的な理由でない 時間の制約でない

その他の理由でない 無回答
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（ウ）キャンプやバーベキューをする 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「時間の制約でない」の割合が低く

なっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

61.0

75.3

70.1

0.8

0.3

0.5

5.9

6.0

8.4

30.7

17.0

17.8

1.7

1.5

3.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

60.9

63.9

63.7

4.7

5.9

6.1

3.1

10.4

8.9

28.1

19.8

19.0

3.1

2.2

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

ある 金銭的な理由でない 時間の制約でない

その他の理由でない 無回答
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（エ）スポーツ観戦や劇場に行く 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「その他の理

由でない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」「その他の理由でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困

難世帯で「ある」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」「その他の理由でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困

難世帯で「ある」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「ある」の割合が低くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

37.1

67.3

67.5

1.9

1.3

1.2

6.3

6.0

7.9

53.0

23.8

19.9

1.7

1.6

3.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

32.8

49.5

50.3

10.9

8.4

8.9

4.7

8.4

8.4

43.8

32.2

29.1

7.8

1.5

3.4

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

ある 金銭的な理由でない 時間の制約でない

その他の理由でない 無回答
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（オ）遊園地やテーマパークに行く 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「その他の理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「金銭的な理由

でない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ある」の割

合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「ある」の割合が低くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

83.2

89.4

84.7

1.9

1.8

2.1

1.9

4.6

5.8

12.0

3.0

4.9

1.0

1.2

2.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

64.1

75.2

70.4

6.3

14.9

11.2

3.1

3.5

10.1

20.3

5.4

5.6

6.3

1.0

2.8

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

ある 金銭的な理由でない 時間の制約でない

その他の理由でない 無回答



33 

（３）人生経験について 

問 18 これまでの育児についての気持ちをお聞かせください。これまでの子育てのなか

で（１）～（11）のようなことがあったり、思ったりしたことはありますか。あ

てはまるところに、１つずつ○をつけてください。 

（ア）子育ては苦労も多いが、はるかに喜びも大きい 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらかとい

うとあてはまる」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「どちらかというと

あてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が低くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

74.7

46.0

58.5

21.9

36.0

33.4

2.1

15.2

5.1

0.6

1.9

1.1

0.8

0.9

1.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

71.9

46.5

53.6

26.6

36.1

39.1

12.4

3.9

1.6

3.5

1.1

1.5

2.2

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



34 

（イ）いらいらして子どもにあたってしまうことがある 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

「あてはまらない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ど

ちらかというとあてはまる」「どちらかというとあてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかというとあ

てはまらない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「どちらかというと

あてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が低くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

25.1

15.8

16.0

44.8

31.8

46.2

22.1

33.2

27.6

7.4

17.9

8.3

0.6

1.3

1.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

35.9

19.8

25.1

37.5

33.2

47.5

12.5

29.2

19.6

12.5

15.8

5.6

1.6

2.0

2.2

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



35 

（ウ）しつけの行き過ぎがある 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「どちらかとい

うとあてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「どちらかというと

あてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

4.6

6.4

3.2

18.9

26.3

20.2

44.6

29.2

42.2

31.2

36.9

32.5

0.8

1.2

1.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

6.3

9.9

6.1

20.3

26.7

21.8

32.8

28.7

43.0

35.9

32.7

27.4

4.7

2.0

1.7

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



36 

（エ）つい感情的に子どもを叩いてしまうことがある 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらかとい

うとあてはまる」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あ

てはまらない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「どちらかというと

あてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

7.0

14.6

5.3

21.5

36.9

21.8

27.2

22.8

28.1

43.2

24.9

43.1

1.0

0.9

1.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

7.8

19.8

6.7

18.8

37.6

29.6

31.3

21.3

26.3

40.6

20.3

35.2

1.6

1.0

2.2

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



37 

（オ）感情的な言葉で怒鳴ってしまう 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

「どちらかというとあてはまる」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活

困難世帯で「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

「どちらかというとあてはまる」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活

困難世帯で「どちらかというとあてはまらない」「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「どちらかというと

あてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が低くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

14.9

7.9

10.9

42.3

19.6

35.0

24.0

14.9

27.4

18.1

56.5

25.0

0.8

1.0

1.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

18.8

14.4

17.9

43.8

25.2

40.8

21.9

9.9

22.3

14.1

49.0

17.3

1.6

1.5

1.7

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



38 

（カ）この子がいなかったらよいのにと思ったことがある 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらかとい

うとあてはまらない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で

「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「どちらかというと

あてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

1.3

2.2

1.6

4.0

8.9

4.4

8.0

18.6

12.7

85.9

69.2

79.8

0.8

1.0

1.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

1.6

5.0

2.8

4.7

11.4

7.8

14.1

20.8

16.8

78.1

62.4

70.9

1.6

0.5

1.7

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



39 

（キ）子育てから解放されたい 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「どちらかとい

うとあてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「どちらかというと

あてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

3.6

1.9

2.5

13.7

13.2

11.2

26.9

26.8

25.5

55.0

57.0

59.1

0.8

1.0

1.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

7.8

5.9

5.0

10.9

16.3

12.3

20.3

26.7

29.6

59.4

50.5

50.8

1.6

0.5

2.2

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



40 

（ク）子どもを育てるために我慢ばかりしている 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

「どちらかというとあてはまる」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活

困難世帯で「どちらかというとあてはまらない」「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらかとい

うとあてはまる」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あ

てはまらない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「あてはまる」と「どちらかという

とあてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

4.2

1.2

2.5

17.5

10.9

11.2

34.3

24.9

31.1

43.2

61.5

53.3

0.8

1.6

1.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

9.4

4.5

3.4

25.0

12.4

19.6

28.1

24.8

35.8

35.9

57.9

39.1

1.6

0.5

2.2

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



41 

（ケ）子育ては孤独だと感じる 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかという

とあてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「あてはまる」と「どちらかという

とあてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

3.8

1.5

1.6

7.8

3.4

4.7

23.4

19.9

22.0

64.2

73.7

70.1

0.8

1.5

1.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.1

0.5

3.9

12.5

6.4

8.9

12.5

17.8

21.8

70.3

74.3

63.7

1.6

1.0

1.7

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



42 

（コ）子育てにはあまり関心がない 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらかとい

うとあてはまらない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で

「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「どちらかというと

あてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.2

6.4

2.3

1.9

21.7

6.9

11.8

22.2

20.7

85.5

48.7

68.4

0.6

1.0

1.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

18.3

3.9

18.3

7.8

21.9

18.8

21.2

76.6

44.1

65.4

1.6

0.5

1.7

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



43 

（サ）子育てのための経済的負担が大きすぎる 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

「どちらかというとあてはまる」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活

困難世帯で「どちらかというとあてはまらない」「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかというとあ

てはまらない」「あてはまらない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「どちらかというと

あてはまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

11.2

47.3

20.6

27.2

31.4

31.3

28.6

9.4

23.0

32.4

11.0

22.8

0.6

0.9

2.3

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

31.3

50.5

34.6

34.4

27.7

35.8

20.3

10.9

15.6

12.5

9.9

11.7

1.6

1.0

2.2

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

あてはまる どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない あてはまらない

無回答



44 

問 19 あなたの最終学歴を教えてください。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「中学校卒業」

「高校卒業」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「大学（４

年制）・大学院卒業」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「中学校卒業」

「高校卒業」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「短大・

高専・専門学校卒業」「大学（４年制）・大学院卒業」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「高校卒業」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「短大・高専・専門学校

卒業」「大学（４年制）・大学院卒業」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「高校卒業」の割合が、未就学児

で「短大・高専・専門学校卒業」の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

1.5

2.4

0.9

29.9

34.5

37.6

1.1

1.5

0.7

37.0

37.5

40.1

5.7

4.2

3.5

21.3

17.1

13.9

2.3

0.9

1.2

0.4

0.1

0.2

0.8

1.8

1.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

9.4

7.9

2.8

39.1

43.6

45.8

4.7

4.0

3.9

34.4

28.2

31.3

3.1

6.4

7.8

6.3

6.4

3.4

1.6

2.5

1.7

1.6

1.0

0.6
2.8

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

中学校卒業 高校卒業

高校中退 短大・高専・専門学校卒業

短大・高専・専門学校中退 大学（４年制）・大学院卒業

大学（４年制）・大学院中退 その他

無回答



45 

問 20 あなたの 18 歳になるまでの経験について、あてはまるところに、１つずつ○を

つけてください。 

（ア）親に反抗するのはよくないとしつけられた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたいあては

まる」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「あてはまる」と「だいたいあて

はまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

14.1

16.5

14.6

25.0

32.4

30.6

36.6

28.1

30.6

21.3

19.8

19.5

3.0

3.1

4.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

15.6

16.8

16.2

21.9

25.7

30.2

32.8

25.7

28.5

26.6

27.7

24.0

3.1

4.0

1.1

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



46 

（イ）親からあいさつや礼儀を厳しくしつけられた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたいあてはまる」

「あまりあてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あまりあては

まらない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「だいたいあてはま

る」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

29.1

37.2

30.6

38.5

35.7

40.1

23.2

19.0

19.9

7.2

5.5

4.9

1.9

2.5

4.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

39.1

40.1

30.7

32.8

39.1

42.5

15.6

9.4

18.4

9.4

8.9

7.3

3.1

2.5

1.1

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



47 

（ウ）男の子は男らしく女の子は女の子らしくしつけられた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたいあてはまる」

「あまりあてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたいあては

まる」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたいあては

まる」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「だいたいあてはま

る」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

10.7

16.2

14.2

24.4

32.9

34.1

41.1

32.6

33.9

21.7

15.8

13.5

2.1

2.5

4.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

28.1

19.3

12.3

7.8

26.2

27.4

35.9

28.7

38.0

25.0

21.8

21.2

3.1

4.0

1.1

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



48 

（エ）人を差別することは絶対にいけないと教えられた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あまりあてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「だいたいあて

はまる」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「あてはまる」と「だいたいあては

まる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

29.3

38.1

34.6

41.3

41.7

42.4

21.5

12.5

14.2

5.7

4.8

4.4

2.1

3.0

4.4

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

40.6

37.1

28.5

37.5

34.7

45.8

15.6

17.3

16.2

3.1

7.9

8.4

3.1

3.0

1.1

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



49 

（オ）一生懸命に勉強するように言われてきた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あまりあてはま

らない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりあては

まらない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あてはま

る」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「だいたいあてはま

る」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

15.8

17.4

17.4

26.9

29.8

27.1

37.7

36.5

36.0

17.3

13.7

15.3

2.3

2.7

4.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

15.6

17.3

11.7

21.9

28.7

24.0

35.9

29.7

42.5

23.4

21.8

20.1

3.1

2.5

1.7

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



50 

（カ）親から弱い者いじめは絶対にいけないと教えられた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あまりあてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「あまりあてはまらない」と「あ

てはまらない」をあわせた“あてはまらない”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

32.2

39.9

33.6

42.3

39.6

40.8

19.8

12.9

17.9

3.4

4.6

3.5

2.3

3.0

4.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

40.6

38.6

30.2

37.5

36.6

44.7

14.1

12.9

17.3

4.7

8.4

6.7

3.1

3.5

1.1

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



51 

（キ）子どものためなら、親はどんな苦労でもしてくれた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたいあてはまる」

の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりあては

まらない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたい

あてはまる」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて「あまりあてはまらない」と「あ

てはまらない」をあわせた“あてはまらない”の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

48.6

44.0

43.4

36.6

39.6

38.8

10.1

9.7

10.7

2.9

3.7

2.6

1.9

3.0

4.4

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

57.8

41.6

45.8

23.4

41.6

33.5

10.9

9.4

16.2

4.7

5.0

3.4

3.1

2.5

1.1

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



52 

（ク）自分の進路を、自由に決めさせてくれた 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「だいたいあて

はまる」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

55.2

51.9

51.7

28.2

29.6

28.1

10.1

11.2

11.4

4.4

4.5

4.6

2.1

2.8

4.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

56.3

51.0

53.1

21.9

26.7

25.7

10.9

9.9

11.2

7.8

9.4

8.4

3.1

3.0

1.7

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



53 

（ケ）自信と誇りをもって生きるように教えられた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたいあてはまる」

「あまりあてはまらない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「あてはまる」と「だいたいあては

まる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

16.6

17.6

14.8

39.0

38.4

37.8

31.2

31.3

34.4

10.9

9.8

8.4

2.3

3.0

4.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

26.6

14.9

10.1

32.8

33.7

39.1

21.9

31.2

35.8

15.6

16.8

12.3

3.1

3.5

2.8

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



54 

（コ）親は十分な愛情を注いで育ててくれたと思う 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたいあては

まる」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「だいたいあて

はまる」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が高くなるにつれて、「あてはまる」と「だいたいあて

はまる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

61.1

51.6

52.0

28.2

35.0

31.8

5.3

7.1

9.3

3.0

3.3

2.1

2.3

3.0

4.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

57.8

49.0

40.8

20.3

33.2

41.9

6.3

7.9

11.7

12.5

6.9

4.5

3.1

3.0

1.1

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



55 

（サ）父は母に暴力をふるっていた 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、中学生で「あまりあてはまらない」と「あては

まらない」をあわせた“あてはまらない”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

5.5

5.8

5.3

5.1

4.9

4.2

7.8

10.4

9.1

79.0

75.7

76.8

2.5

3.1

4.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

6.3

8.4

5.6

7.8

7.9

4.5

6.3

10.9

12.8

75.0

70.8

74.9

4.7

2.0

2.2

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答
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（シ）母は父に暴力をふるっていた 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あまりあてはまらない」と「あては

まらない」をあわせた“あてはまらない”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.6

0.6

0.2

0.4

0.9

0.4

3.6

3.9

5.4

93.1

91.7

89.8

2.3

3.0

4.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

1.6

0.5

0.6

1.6

0.5

1.1

6.3

3.0

5.0

87.5

93.6

89.9

3.1

2.5

3.4

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答
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（ス）親から、身体に対する暴行をうけた 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あてはまる」と「だいたいあてはま

る」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

3.0

3.6

3.9

5.0

4.3

5.3

10.9

12.2

11.2

78.9

76.9

75.2

2.3

3.0

4.4

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

7.8

7.4

5.0

3.1

5.9

3.9

9.4

10.4

13.4

76.6

73.8

76.0

3.1

2.5

1.7

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答
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（セ）親から、性的暴力をうけた 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.3

0.2

0.4

0.2

0.6

0.6

0.5

97.3

95.7

94.7

2.1

3.0

4.4

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

0.5

0.6

1.0

1.1

1.6

1.0

0.6

95.3

95.5

95.5

3.1

2.0

2.2

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答
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（ソ）親から、大声でどなられたり、「お前なんか生まれてこなければよかった」などと言われた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりあては

まらない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あてはま

らない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「あまりあてはまらない」と「あて

はまらない」をあわせた“あてはまらない”の割合が高くなっています。  

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

3.6

2.7

2.8

2.5

4.6

3.0

6.3

8.5

8.4

85.0

81.1

81.5

2.7

3.1

4.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

6.3

6.4

3.4

4.0

5.6

15.6

11.4

9.5

73.4

76.2

79.9

4.7

2.0

1.7

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答



60 

（タ）親から、無視されたりしていた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あてはまらない」の

割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「あてはまらな

い」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「あてはまる」と「だいたいあては

まる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

1.0

1.9

0.5

3.4

1.3

1.6

5.5

7.6

8.8

87.6

86.2

84.9

2.5

3.0

4.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

7.8

4.5

1.1

4.7

2.0

3.9

9.4

11.4

11.7

73.4

80.2

81.0

4.7

2.0

2.2

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答
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（チ）両親が離婚した 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あてはまらない」の

割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あてはまらない」の

割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あまりあてはまらない」と「あては

まらない」をあわせた“あてはまらない”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

15.0

13.8

8.3

0.7

0.7

0.4

0.9

0.2

82.7

81.8

86.6

1.9

2.7

4.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

23.4

16.8

17.3

0.5

1.1

0.5

2.2

71.9

80.2

77.1

4.7

2.0

2.2

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答
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（ツ）近所づきあいをよくしていた 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あてはまる」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「だいたいあてはまる」

の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「あてはまる」と「だいたいあては

まる」をあわせた“あてはまる”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

40.8

42.9

39.4

33.5

36.0

37.6

16.8

13.5

14.4

6.9

4.8

4.0

2.1

2.8

4.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

50.0

41.1

36.3

20.3

32.2

40.2

15.6

17.8

15.6

10.9

6.9

4.5

3.1

2.0

3.4

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

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない

あてはまらない 無回答
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問 21 あなたの 15 歳頃のご家庭の様子は次のどの形態でしたか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「母子世帯・父

子世帯（子どもと祖父母の場合も含む）」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､

非生活困難世帯で「三世代世帯（子ども・父母・祖父母の世帯）」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「子どもと両親

のみの世帯」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「三世代

世帯（子ども・父母・祖父母の世帯）」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「母子世帯・父

子世帯（子どもと祖父母の場合も含む）」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､

非生活困難世帯で「子どもと両親のみの世帯」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「三世代世帯（子ども・父母・祖父

母の世帯）」の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

58.5

54.8

59.2

9.9

9.1

7.2

27.8

31.0

27.9

2.1

2.4

0.9

1.7

2.8

4.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

54.7

61.9

52.0

17.2

9.4

13.4

20.3

25.7

31.3

4.7

0.5

1.7

3.1

2.5

1.7

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

子どもと両親のみの世帯

母子世帯・父子世帯（子どもと祖父母の場合も含む）

三世代世帯（子ども・父母・祖父母の世帯）

その他

無回答
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≪主なその他意見≫ 

・離婚はしていないが父親不在 

・養護施設 

・３世代世帯＋おじ 

・父単身赴任 

・四世代世帯、子ども・父母・祖父母・曾祖母 
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問 22 あなたが 15 歳頃のご家庭の暮らし向きはどうだったと感じますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「やや苦しい」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「普通」「ややゆとりがあ

る」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「大変苦しい」「や

や苦しい」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「普通」の

割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「大変苦しい」の

割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「大変苦しい」と「やや苦しい」をあ

わせた“苦しい”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

5.7

7.0

7.2

20.2

16.8

22.0

54.7

54.8

52.7

13.5

15.0

10.2

4.0

0.9

3.0

1.9

5.5

4.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

9.4

12.9

12.3

28.1

23.8

21.2

48.4

43.1

51.4

3.1

12.9

10.1

6.3

2.0

1.7

4.7

5.4

3.4

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

大変苦しい やや苦しい 普通 ややゆとりがある

大変ゆとりがある 無回答
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（４）あなたの地域や友人・知人、社会との関係について 

問 23 地域の行事に参加していますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまり参加し

ていない」「まったく参加していない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非

生活困難世帯で「よく参加している」「時々参加している」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「まったく参加

していない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「よく参

加している」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「まったく参加

していない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「時々参

加している」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「よく参加している」と「時々参加し

ている」をあわせた“参加している”の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

16.2

26.5

17.6

47.4

51.2

53.1

23.4

15.8

20.6

11.0

4.5

4.7

1.9

2.1

4.0

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.1

14.9

14.5

35.9

49.5

44.7

29.7

17.8

24.0

29.7

16.3

15.1

1.6

1.5

1.7

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

よく参加している 時々参加している あまり参加していない

まったく参加していない 無回答
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問 24 お子さんが通う園や学校の行事（授業参観や運動会など）に参加していますか。

（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「よく参加して

いる」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「時々参加して

いる」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「よく参加して

いる」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「時々参加して

いる」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「よく参加して

いる」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「よく参加している」と「時々参加し

ている」をあわせた“参加している”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

71.2

72.3

50.1

9.7

22.9

40.8

0.2

2.1

4.0

1.0

0.4

1.1

14.1 3.8

2.2

4.0

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

65.6

59.4

40.8

12.5

32.2

47.5

3.1

5.4

8.9

1.6

1.5

1.1

10.9 6.3

1.5

1.7

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

よく参加している 時々参加している あまり参加していない

まったく参加していない 園や学校に通っていない 無回答
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問 25 あなたは、子育てサークルなどの自主的なグループ活動などに参加しています

か。（○は１つ） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「現在参加して

いるが、今後は参加するつもりはない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「現在は参加し

ておらず、今後も参加するつもりはない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「現在参加しており、今後も参加す

るつもりである」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

21.5

3.9

1.8

1.0

0.6

0.9

27.8

6.7

6.3

40.0

25.3

19.0

9.7

63.5

72.1

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

18.8

4.0

0.6

6.3

0.6

23.4

10.4

9.5

43.8

33.2

19.6

7.8

52.5

69.8

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

現在参加しており、今後も参加するつもりである

現在参加しているが、今後は参加するつもりはない

現在は参加していないが、今後機会があれば参加したい

現在は参加しておらず、今後も参加するつもりはない

無回答
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問 25－１ 参加していない理由、または今後参加しない理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「活動に参加す

る余裕や時間がないから」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「活動に参加す

る余裕や時間がないから」「特に必要を感じないから」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「人間関係がわ

ずらわしいから」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「活動に参加する余裕や時間がない

から」の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

活
動
の
情
報
や
参
加
方
法
を
知
ら

な
い
か
ら 

身
近
な
場
所
で
参
加
で
き
る
活
動

が
な
い
か
ら 

活
動
に
参
加
す
る
余
裕
や
時
間
が

な
い
か
ら 

気
軽
に
参
加
し
た
り
、
や
め
た
り
で

き
な
い
か
ら 

人
間
関
係
が
わ
ず
ら
わ
し
い
か
ら 

特
に
必
要
を
感
じ
な
い
か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

未就学児 47 21.3 6.4 61.7 12.8 27.7 29.8 2.1 － 

小学生 88 8.0 3.4 45.5 11.4 31.8 36.4 4.5 1.1 

中学生 53 11.3 9.4 54.7 9.4 34.0 37.7 3.8 1.9 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

活
動
の
情
報
や
参
加
方
法
を
知
ら

な
い
か
ら 

身
近
な
場
所
で
参
加
で
き
る
活
動

が
な
い
か
ら 

活
動
に
参
加
す
る
余
裕
や
時
間
が

な
い
か
ら 

気
軽
に
参
加
し
た
り
、
や
め
た
り
で

き
な
い
か
ら 

人
間
関
係
が
わ
ず
ら
わ
し
い
か
ら 

特
に
必
要
を
感
じ
な
い
か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

未就学児 361 18.3 8.6 52.9 14.4 23.3 30.2 12.5 0.3 

小学生 219 10.5 7.8 51.1 9.6 26.9 41.6 5.5 0.9 

中学生 149 6.7 5.4 52.3 12.8 24.2 38.3 10.1 2.0 
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≪主なその他意見≫ 

・仕事の都合 

・子供が小さい時は参加していましたが、子供が大きくなるとあまり必要ないので 

・園に通っているから 

・まだ１歳になったばかりで小さいから 

・サークルなどに入らなくても、充分他で付き合いがあるから 
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問 26 あなたの地域の人々は、一般的に信用できると思いますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらともい

えない」「あまり信用できない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困

難世帯で「まあ信用できる」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらともい

えない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まあ信用で

きる」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらともい

えない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まあ信用で

きる」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「どちらともいえない」の割合が高

くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

8.2

9.2

5.6

57.9

49.7

53.8

28.4

31.7

29.5

2.3

3.0

3.5

0.8

1.2

0.7

2.5

5.2

6.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

4.7

7.9

6.7

28.1

40.1

41.9

50.0

39.1

36.9

9.4

6.9

4.5

4.7

2.0

3.4

3.1

4.0

6.7

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

とても信用できる まあ信用できる どちらともいえない

あまり信用できない 全く信用できない 無回答
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（５）ストレスや睡眠の状況について 

問 27 次のそれぞれの質問について、過去１か月の間はどのようでしたか。それぞれ１

つ選んでください。 

（ア）神経過敏に感じましたか 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「いつも」「たい

てい」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「少しだけ」「ま

ったくない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「いつも」の割

合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「まったくない」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「いつも」「たいてい」の割合が高く

なっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

3.8

2.7

2.6

6.3

7.6

6.5

27.4

27.2

26.4

22.5

22.8

20.9

38.9

14.0

36.0

1.1

25.7

7.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

10.9

8.4

6.7

15.6

8.9

10.1

23.4

24.8

27.9

17.2

19.8

20.1

31.3

15.8

29.1

1.6

22.3

6.1

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

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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（イ）絶望的だと感じましたか 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「たいてい」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まったくない」の割合

が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「まったくない」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「まったくない」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.8

0.6

0.4

1.1

1.9

1.6

7.2

8.6

9.7

15.0

13.7

14.9

75.2

27.1

61.5

0.6

48.1

12.0

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

4.7

4.5

3.4

10.9

3.5

5.6

9.4

13.4

13.4

18.8

17.8

16.8

54.7

26.7

48.0

1.6

34.2

12.8

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

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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（ウ）そわそわ、落ち着かなく感じましたか 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「いつも」の割

合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まったくない」の割合が

高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「ときどき」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「少しだけ」の割合が高

くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「少しだけ」の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

1.0

0.9

0.5

1.7

2.1

1.6

12.8

12.4

12.0

22.7

24.7

25.7

61.1

20.4

50.4

0.8

39.6

9.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

6.3

2.0

2.8

6.3

3.0

2.8

14.1

14.4

20.1

20.3

27.2

16.2

51.6

24.8

47.5

1.6

28.7

10.6

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

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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（エ）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ましたか 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「たいてい」「と

きどき」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まったくな

い」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「ときどき」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「少しだけ」の割合が高

くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「少しだけ」の

割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「少しだけ」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.8

1.0

0.9

3.0

3.1

4.0

16.0

18.0

14.4

24.2

26.8

27.1

55.0

18.2

44.1

1.0

32.9

9.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

4.7

3.0

5.0

12.5

5.9

6.7

21.9

26.2

19.0

25.0

20.3

20.1

34.4

21.3

39.7

1.6

23.3

9.5

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

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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（オ）何をするのも骨折りだと感じましたか 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「たいてい」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まったくない」の割合

が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「ときどき」「ま

ったくない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「いつも」の割

合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「少しだけ」「まったくな

い」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「まったくない」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.8

0.6

0.9

2.3

3.3

3.0

12.0

12.1

11.8

21.0

26.0

25.1

62.9

19.9

49.4

1.1

38.1

9.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.1

4.0

6.1

9.4

3.5

6.7

9.4

17.8

15.6

20.3

21.8

19.0

56.3

25.2

43.0

1.6

27.7

9.5

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

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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（カ）自分は価値のない人間だと感じましたか 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「いつも」の割

合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まったくない」の割合が

高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「ときどき」の

割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「まったくない」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「まったくない」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.6

1.2

1.6

2.5

2.1

1.2

7.4

8.0

10.5

16.4

19.5

16.3

72.0

24.6

58.9

1.1

44.6

11.4

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

9.4

3.5

4.5

3.1

1.5

5.0

10.9

16.3

10.1

17.2

14.9

16.8

57.8

27.7

51.4

1.6

36.1

12.3

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

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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問 28 あなたは、最近 1 か月間に、ストレスを感じましたか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「おおいに感じ

る」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「多少感じる」の

割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「おおいに感じ

る」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「多少感じる」の

割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「おおいに感じ

る」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「多少感じる」「あ

まり感じない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あまり感じない」と「まったく感じ

ない」を合わせた“感じない”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

17.1

21.4

19.0

60.0

59.1

57.8

17.3

14.0

17.6

4.6

3.6

3.7

1.0

1.9

1.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

35.9

34.2

33.5

48.4

48.0

51.4

12.5

14.4

9.5

1.6

3.0

3.4

1.6

0.5

2.2

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

おおいに感じる 多少感じる あまり感じない まったく感じない 無回答
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問 29 ここ１か月間、あなたは睡眠で休養が十分とれていますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりとれて

いない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「十分とれて

いる」「まあまあとれている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「まあまあとれ

ている」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「十分とれている」と「まあまあとれ

ている」をあわせた“とれている”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

17.5

15.6

14.8

54.3

54.2

54.8

24.8

26.3

26.7

2.5

2.1

1.9

1.0

1.8

1.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

10.9

17.3

11.7

48.4

51.0

49.2

31.3

24.8

31.3

6.3

6.4

5.6

3.1

0.5

2.2

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

十分とれている まあまあとれている あまりとれていない

まったくとれていない 無回答



80 

（６）現在の暮らしについて 

問 30 宛名のお子さんの母親（または母親に代わる方）は、現在働いていますか。 

（○はひとつ） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「働いている」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「働いていない」の割

合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「働いている」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「働いていない」の割

合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「働いている」の割合が高くなって

います。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

56.6

82.6

84.9

43.0

15.8

12.5

0.4

0.9

1.1

0.7

1.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

64.1

81.2

91.6

34.4

18.3

6.1

1.6

0.5

1.1
1.1

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

働いている 働いていない 母親はいない 無回答
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問 30－１ お子さんの母親（または母親に代わる方）の現在の職業についてお伺いしま

す。現在のご職業は次のどれにもっとも近いですか。（○はひとつ） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「パート・アル

バイト・日雇い・非常勤職員」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困

難世帯で「民間企業の正社員」「自営業（専従業者を含む）」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「パート・アル

バイト・日雇い・非常勤職員」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「公務員などの

正職員」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「民間企業の正社員」の割合が高く

なっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主なその他意見≫ 

・在宅勤務 

・両親が経営する店の手伝い 

  

回答者数 =

未就学児 297

小学生 555

中学生 483

6.4

3.6

2.7

24.2

16.6

19.9

8.4

7.6

8.5

3.4

1.1

2.9

3.7

6.7

6.4

40.4

54.6

52.0

8.4

5.6

5.2

1.0

0.7

0.4

2.7

1.4

1.2

1.3

2.2

0.8

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

回答者数 =

未就学児 41

小学生 164

中学生 164

9.8

2.4

3.7

14.6

16.5

20.7

9.8

3.0

2.4

2.4

2.4

2.4

6.1

6.7

53.7

59.8

53.0

2.4

5.5

5.5

2.4

0.6

1.2

2.4

0.6

4.9

1.2

3.7

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

会社役員 民間企業の正社員

公務員などの正職員 団体職員

契約社員・派遣社員・嘱託職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（専従業者を含む） 自由業

その他の働き方をしている 無回答
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問 30－２ 仕事の勤務時間などについてお答えください。①～③は該当する数字を記入

し、④～⑦はあてはまるものに○をつけてください。（〇はひとつ） 

（ア）普段の１週間あたりの労働日数 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「５日」「６日」

の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「６日」の割合

が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「５日」の割合

が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「６日」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 297

小学生 555

中学生 483

1.3

0.4

2.7

1.8

2.1

8.1

8.5

6.6

9.4

12.1

11.4

60.6

60.5

60.9

7.7

7.0

11.0

0.7

0.4

0.6

9.4

9.4

7.5

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

回答者数 =

未就学児 41

小学生 164

中学生 164

2.4
7.3

1.2

2.4

9.8

4.9

4.9

7.3

10.4

11.0

51.2

57.3

50.6

12.2

14.0

2.4

1.2

3.0

19.5

12.8

14.0

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

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答
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（イ）平日、家を出る時間 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「８時台」の割

合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「８時台」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 297

小学生 555

中学生 483

0.7

0.4

0.4

0.7

2.3

1.9

36.0

29.5

36.2

39.4

46.1

41.4

11.8

10.6

10.6

6.1

5.9

6.0

5.4

5.0

3.5

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

回答者数 =

未就学児 41

小学生 164

中学生 164

1.2
3.0

1.2

36.6

31.7

34.8

34.1

42.7

39.0

12.2

8.5

9.8

9.8

7.3

9.8

7.3

5.5

5.5

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

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答
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（ウ）平日の帰宅時間 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「18 時台」の割

合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「15 時台」の割合が高くな

っています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「18 時台」の割

合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「17 時台」の割合が高くな

っています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「18時台」の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 297

小学生 555

中学生 483

4.0

9.5

8.7

4.7

6.1

6.6

10.1

14.6

8.7

11.8

12.6

12.2

25.9

19.5

19.0

27.3

19.6

23.8

6.4

8.5

9.7

1.7

2.0

5.0

1.0

1.1

0.8

1.7

1.3

1.7

5.4

5.2

3.7

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

回答者数 =

未就学児 41

小学生 164

中学生 164

2.4

4.9

9.1

2.4

10.4

3.7

4.9

9.8

9.1

7.3

11.6

13.4

29.3

14.0

14.0

39.0

28.0

23.2

2.4

10.4

14.0

1.2

1.8

1.8

2.4

4.9

3.0

3.0

7.3

4.9

6.1

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

14時より前 14時台 15時台 16時台

17時台 18時台 19時台 20時台

21時台 22時以降 無回答
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（エ）深夜労働（22：00～） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「なし」の割合が高く

なっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「なし」の割合

が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「なし」の割合

が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「不定期にあり」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 297

小学生 555

中学生 483

4.7

2.9

5.0

4.7

3.8

5.2

86.2

86.1

83.4

4.4

7.2

6.4

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

回答者数 =

未就学児 41

小学生 164

中学生 164

9.8

4.9

7.9

2.4

6.7

7.3

75.6

78.7

76.8

12.2

9.8

7.9

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

定期的にあり 不定期にあり なし 無回答
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（オ）土曜出勤 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「不定期にあり」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「定期的にあり」「な

し」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「なし」の割合が高く

なっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「なし」の割合が高く

なっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「定期的にあり」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 297

小学生 555

中学生 483

23.6

19.1

24.6

39.4

38.9

37.3

33.7

36.8

34.0

3.4

5.2

4.1

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

回答者数 =

未就学児 41

小学生 164

中学生 164

17.1

32.3

36.6

46.3

36.0

36.6

26.8

25.6

21.3

9.8

6.1

5.5

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

定期的にあり 不定期にあり なし 無回答
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（カ）日曜・祝日出勤 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「不定期にあり」「な

し」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「なし」の割合が高く

なっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「なし」の割合が高く

なっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「不定期にあり」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 297

小学生 555

中学生 483

12.1

11.9

16.4

33.7

30.1

32.3

50.5

53.0

47.2

3.7

5.0

4.1

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

回答者数 =

未就学児 41

小学生 164

中学生 164

26.8

21.3

27.4

24.4

32.9

30.5

41.5

39.0

36.6

7.3

6.7

5.5

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

定期的にあり 不定期にあり なし 無回答
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（キ）副業（主な仕事以外のバイト・内職等） 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「していない」

の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「している」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「していない」の割合が

高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「している」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「していない」の割合が

高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 297

小学生 555

中学生 483

6.1

4.7

4.8

90.2

89.9

90.3

3.7

5.4

5.0

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

回答者数 =

未就学児 41

小学生 164

中学生 164

9.8

10.4

11.0

82.9

81.7

82.3

7.3

7.9

6.7

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

している していない 無回答
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問 31 宛名のお子さんの父親（または父親に代わる方）は、現在働いていますか。 

（○はひとつ） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「父親はいない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「働いている」の割合

が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「父親はいない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「働いている」の割合

が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「父親はいない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「働いている」の割合

が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「働いている」の割合が高くなって

います。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主なその他意見≫ 

・シルバー人材センター 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

96.8

91.4

88.4

0.2

0.6

0.5

1.9

4.6

5.6

1.1

3.4

5.4

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

76.6

70.8

70.9

3.1

0.5

1.7

15.6

17.3

17.9

4.7

11.4

9.5

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

働いている 働いていない 父親はいない 無回答
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問 31－１ お子さんの父親（または父親に代わる方）の現在の職業についてお伺いしま

す。現在のご職業は次のどれにもっとも近いですか。（○はひとつ） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「会社役員」「自

営業（専従業者を含む）」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯

で「民間企業の正社員」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「公務員などの

正職員」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「自営業（専従

業者を含む）」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「公務員

などの正職員」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「会社役員」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 508

小学生 614

中学生 503

15.4

15.5

12.5

57.5

56.2

54.7

15.2

14.8

17.5

2.4

2.0

2.4

1.8

1.1

2.2

0.5

0.6

6.9

9.1

8.9
0.2

0.4

1.0

0.8

0.6

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 143

中学生 127

22.4

18.2

11.0

42.9

55.9

54.3

10.2

7.0

8.7

2.8

2.4

6.1

4.7

2.0
14.3

14.0

17.3

0.7

0.8

2.0

0.7 0.7

0.8

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

会社役員 民間企業の正社員

公務員などの正職員 団体職員

契約社員・派遣社員・嘱託職員 パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（専従業者を含む） 自由業

その他の働き方をしている 無回答
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問 31－２ 仕事の勤務時間などについてお答えください。①～③は該当する数字を記入

し、④～⑦はあてはまるものに○をつけてください。（〇はひとつ） 

（ア）普段の１週間あたりの労働日数 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「６日」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「５日」の割合が高くなって

います。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「６日」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「５日」の割合が高くなって

います。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「６日」の割合

が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「５日」の割合が高くなって

います。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「６日」の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 508

小学生 614

中学生 503

0.4
0.6

0.2

0.2

1.0

0.3

0.4

63.2

59.4

60.6

23.2

29.0

28.0

1.0

2.3

3.0

10.6

8.8

7.8

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 143

中学生 127

2.0

2.1

2.4

36.7

39.9

42.5

40.8

42.7

33.1

4.1

3.5

3.9

16.3

11.9

18.1

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

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答
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（イ）平日、家を出る時間 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「６時台」の割

合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「７時台」の割合が高くな

っています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「７時台」の割

合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「７時台」の割

合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「６時台」の割合が高くなっていま

す。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 508

小学生 614

中学生 503

3.1

3.3

3.8

20.3

23.5

21.1

52.0

51.1

51.5

14.6

13.0

15.7

1.4

2.3

1.8

2.2

2.3

2.2

6.5

4.6

4.0

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 143

中学生 127

6.1

7.7

1.6

30.6

23.8

24.4

44.9

42.7

45.7

10.2

11.2

11.0

2.0

2.8

4.7

2.0

3.5

0.8

4.1

8.4

11.8

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

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答
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（ウ）平日の帰宅時間 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「20 時台」の割

合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「21 時台」の割

合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「20 時台」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 508

小学生 614

中学生 503

3.3

3.3

4.4

0.2

0.4

0.4

0.8

0.4

1.2

0.8

1.6

8.3

5.7

9.3

16.7

17.3

21.7

19.3

26.1

22.9

20.5

22.1

18.7

14.2

12.2

9.9

8.7

6.7

6.8

7.5

4.9

4.0

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 143

中学生 127

4.1

1.4

3.1

2.0

1.4

0.8

2.0

0.7

2.4

12.2

9.8

13.4

18.4

21.0

20.5

20.4

21.7

18.1

14.3

22.4

15.7

10.2

6.3

7.9

10.2

7.0

6.3

6.1

8.4

11.8

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

14時より前 14時台 15時台 16時台

17時台 18時台 19時台 20時台

21時台 22時以降 無回答
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（エ）深夜労働（22：00～） 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「なし」の割合

が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「なし」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 508

小学生 614

中学生 503

29.5

20.7

22.9

19.5

21.7

14.1

49.4

53.4

58.6

1.6

4.2

4.4

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 143

中学生 127

28.6

24.5

27.6

16.3

20.3

16.5

44.9

50.3

46.5

10.2

4.9

9.4

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

定期的にあり 不定期にあり なし 無回答
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（オ）土曜出勤 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「不定期にあり」「な

し」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「不定期にあり」「な

し」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「不定期にあり」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 508

小学生 614

中学生 503

48.2

39.4

40.6

41.1

46.7

44.5

8.9

10.7

12.5

1.8

3.1

2.4

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 143

中学生 127

40.8

53.1

48.0

44.9

38.5

37.0

6.1

5.6

7.1

8.2

2.8

7.9

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

定期的にあり 不定期にあり なし 無回答
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（カ）日曜・祝日出勤 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「なし」の割合

が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「定期的にあり」

の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「なし」の割合

が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「定期的にあり」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 508

小学生 614

中学生 503

32.7

25.2

24.9

43.3

48.9

46.7

22.4

22.6

26.2

1.6

3.3

2.2

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 143

中学生 127

34.7

31.5

29.1

42.9

45.5

47.2

14.3

19.6

16.5

8.2

3.5

7.1

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

定期的にあり 不定期にあり なし 無回答
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（キ）副業（主な仕事以外のバイト・内職等） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「している」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「していない」の割合が

高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「していない」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「している」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 508

小学生 614

中学生 503

2.6

2.6

2.2

95.1

92.5

94.2

2.4

4.9

3.6

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 143

中学生 127

10.2

2.8

1.6

79.6

88.1

89.0

10.2

9.1

9.4

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

している していない 無回答
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問 32 お子さんと生計を共にしている方全員の収入を合わせた世帯の収入額を教えてく

ださい。なお、就労収入額は年間のボーナスを含む手取り額です。 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「100 万円未満」

「100 万円～200 万円未満」「200 万円～300 万円未満」の割合が高くなっています。一方､生活

困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「500 万円～700 万円未満」「700 万円～1,000 万円未満」の

割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「100 万円～200 

万円未満」「200 万円～300 万円未満」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､

非生活困難世帯で「500 万円～700 万円未満」「700 万円～1,000 万円未満」の割合が高くなっ

ています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「100 万円～200 

万円未満」「200 万円～300 万円未満」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､

非生活困難世帯で「500 万円～700 万円未満」「700 万円～1,000 万円未満」の割合が高くなっ

ています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「300 万円～500 万円未満」の割合

が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

1.3

1.9

2.1

27.0

20.1

17.4

34.5

30.8

27.1

15.8

20.4

23.9

3.4

5.8

7.2

17.9

21.0

22.3

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

10.9

3.5

5.0

7.8

8.9

10.6

15.6

17.3

14.5

29.7

16.8

19.0

15.6

19.8

21.2

7.8

11.9

11.2

1.6

4.0

3.4

10.9

17.8

15.1

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

100 万円未満 100 万円～200 万円未満

200 万円～300 万円未満 300 万円～500 万円未満

500 万円～700 万円未満 700 万円～1,000 万円未満

1,000 万円以上 無回答
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問 33 あなたは、ご家庭の現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「大変苦しい」

「やや苦しい」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「普通」

「ややゆとりがある」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「大変苦しい」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「普通」の割合が高く

なっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「大変苦しい」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「普通」の割合が高く

なっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「大変苦しい」と「やや苦しい」を

あわせた“苦しい”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

5.3

8.0

7.9

34.5

33.0

34.4

48.0

47.2

47.6

8.8

7.4

6.3

2.1

1.3

0.9

1.3

3.0

2.8

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

42.2

30.7

38.5

43.8

29.7

33.5

12.5

31.2

22.9

1.6

4.5

3.4

0.5 3.5

1.7

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

大変苦しい やや苦しい 普通 ややゆとりがある

大変ゆとりがある 無回答
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問 34 あなたは、現在、どのような悩みや不安を感じていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「経済的に困っ

ている」「子どもをみてもらうところがない」「子どもの教育（進学）やしつけのことで困ってい

る」「自分が精神的に不安定である」「自分の健康状態がよくない」の割合が高くなっています。

一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「特に困っていることはない」の割合が高くなって

います。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「経済的に困っ

ている」「仕事と子育ての両立が困難である」「自分が精神的に不安定である」の割合が高くなっ

ています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「特に困っていることはない」の割合が

高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「経済的に困っ

ている」「自分が精神的に不安定である」「自分の健康状態がよくない」「勤務先での仕事や人間関

係について」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「特に困

っていることはない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「経済的に困っている」の割合が高

くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

経
済
的
に
困
っ
て
い
る 

就
職
先
が
な
く
て
困
っ
て
い
る 

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
が
困
難
で
あ
る 

子
ど
も
を
み
て
も
ら
う
と
こ
ろ
が
な
い 

家
事
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い 

住
む
と
こ
ろ
に
困
っ
て
い
る 

子
ど
も
の
教
育
（
進
学
）
や
し
つ
け
の
こ
と
で
困
っ
て
い
る 

自
分
が
精
神
的
に
不
安
定
で
あ
る 

子
ど
も
が
情
緒
的
に
不
安
定
で
あ
る 

親
権
や
財
産
等
の
問
題
が
解
決
で
き
な
い 

相
談
相
手
が
い
な
い 

自
分
の
健
康
状
態
が
よ
く
な
い 

家
族
の
健
康
状
態
が
よ
く
な
い 

老
後
の
生
活
設
計
に
つ
い
て 

家
族
・
親
族
等
間
の
人
間
関
係
に
つ
い
て 

近
隣
・
地
域
と
の
人
間
関
係
に
つ
い
て 

勤
務
先
で
の
仕
事
や
人
間
関
係
に
つ
い
て 

そ
の
他 

特
に
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

無
回
答 

未就学児 64 76.6 6.3 21.9 25.0 － 6.3 26.6 21.9 4.7 1.6 3.1 14.1 7.8 23.4 7.8 4.7 10.9 4.7 6.3 3.1 

小学生 202 49.0 2.0 18.8 5.0 1.0 3.0 26.2 17.8 7.9 1.5 3.0 9.4 1.5 23.8 10.9 6.9 11.4 2.0 16.3 6.9 

中学生 179 53.6 2.2 12.3 6.1 0.6 4.5 31.3 18.4 7.8 1.1 4.5 12.8 4.5 25.7 8.9 4.5 17.9 1.7 17.9 3.9 
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【年代（非生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

経
済
的
に
困
っ
て
い
る 

就
職
先
が
な
く
て
困
っ
て
い
る 

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
が
困
難
で
あ
る 

子
ど
も
を
み
て
も
ら
う
と
こ
ろ
が
な
い 

家
事
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い 

住
む
と
こ
ろ
に
困
っ
て
い
る 

子
ど
も
の
教
育
（
進
学
）
や
し
つ
け
の
こ
と
で
困
っ
て
い
る 

自
分
が
精
神
的
に
不
安
定
で
あ
る 

子
ど
も
が
情
緒
的
に
不
安
定
で
あ
る 

親
権
や
財
産
等
の
問
題
が
解
決
で
き
な
い 

相
談
相
手
が
い
な
い 

自
分
の
健
康
状
態
が
よ
く
な
い 

家
族
の
健
康
状
態
が
よ
く
な
い 

老
後
の
生
活
設
計
に
つ
い
て 

家
族
・
親
族
等
間
の
人
間
関
係
に
つ
い
て 

近
隣
・
地
域
と
の
人
間
関
係
に
つ
い
て 

勤
務
先
で
の
仕
事
や
人
間
関
係
に
つ
い
て 

そ
の
他 

特
に
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

無
回
答 

未就学児 525 22.7 1.9 20.4 12.4 2.1 2.3 20.6 11.2 2.9 0.6 1.9 4.2 3.8 18.7 5.9 6.9 9.5 4.0 26.9 6.1 

小学生 672 19.6 1.9 11.2 3.9 0.7 1.0 25.4 8.2 4.5 0.6 1.6 6.3 5.1 24.9 9.7 3.9 11.8 3.1 26.3 8.9 

中学生 569 21.6 1.9 7.7 1.9 0.9 0.7 27.1 7.4 4.4 0.7 2.5 6.9 5.8 27.8 8.4 2.1 12.7 3.7 23.6 10.2 

 

≪主なその他意見≫ 

・子供の教育資金 

・医療費が高い 

・定年後の再就職 

・子育てと介護の両立 

・孫の不登校 
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問 35 日々の暮らしのなかで、何か悩みがあった時に、相談したり頼ったりできる人は

どなたですか。（あてはまるものすべてに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「配偶者」「友人」

の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「配偶者」「友人」

「職場の同僚」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「配偶者」の割

合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「配偶者」の割合が高くなっていま

す。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

配
偶
者 

親
・
き
ょ
う
だ
い 

親
戚 

友
人 

学
校
、
保
育
所
等
の
先
生 

塾
の
先
生 

職
場
の
同
僚 

そ
の
他 

だ
れ
も
い
な
い 

無
回
答 

未就学児 64 62.5 76.6 9.4 60.9 12.5 － 23.4 1.6 1.6 － 

小学生 202 50.0 63.4 4.5 53.0 8.4 1.0 21.8 3.5 5.4 2.0 

中学生 179 46.9 64.2 3.4 51.4 6.1 1.1 23.5 1.1 6.7 1.1 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

配
偶
者 

親
・
き
ょ
う
だ
い 

親
戚 

友
人 

学
校
、
保
育
所
等
の
先
生 

塾
の
先
生 

職
場
の
同
僚 

そ
の
他 

だ
れ
も
い
な
い 

無
回
答 

未就学児 525 81.1 81.5 7.0 66.1 12.0 0.8 21.1 1.5 1.3 0.6 

小学生 672 70.8 66.7 6.1 59.8 6.3 0.7 27.7 1.5 2.7 2.4 

中学生 569 67.3 65.9 2.6 49.9 5.1 1.1 23.2 2.1 3.3 3.9 

 

≪主なその他意見≫ 

・子供 

・市役所の方等 

・義母 

・誰にもしない 
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問 36 あなたのご家庭の通常の家計の状況についてお聞きします。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「赤字であり、

借金や未払いをして生活をしている」「赤字であり、貯蓄を取り崩している」の割合が高くなって

います。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「赤字でも黒字でもなく、ぎりぎりである」

「黒字であるが、貯蓄できるほどではない」「黒字であり、毎月貯蓄をしている」の割合が高くな

っています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「赤字であり、

借金や未払いをして生活をしている」「赤字であり、貯蓄を取り崩している」の割合が高くなって

います。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「赤字でも黒字でもなく、ぎりぎりである」

「黒字であるが、貯蓄できるほどではない」「黒字であり、毎月貯蓄をしている」の割合が高くな

っています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「赤字であり、

借金や未払いをして生活をしている」「赤字であり、貯蓄を取り崩している」の割合が高くなって

います。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「赤字でも黒字でもなく、ぎりぎりである」

「黒字であり、毎月貯蓄をしている」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「赤字であり、借金や未払いをして

生活をしている」の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

2.7

3.0

3.2

11.8

12.2

13.5

35.4

36.2

38.8

21.5

21.7

17.9

25.7

22.5

21.1

2.9

4.5

5.4

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

32.8

22.8

29.1

31.3

17.3

19.6

29.7

29.7

29.6

3.1

12.4

13.4

3.1

13.4

5.6

4.5

2.8

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

赤字であり、借金や未払いをして生活をしている

赤字であり、貯蓄を取り崩している

赤字でも黒字でもなく、ぎりぎりである

黒字であるが、貯蓄できるほどではない

黒字であり、毎月貯蓄をしている

無回答
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問 37 あなたの世帯では、過去１年の間に、急な出費等で家計のやりくりができないこ

とがありましたか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「よくあった」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まれにあった」「まっ

たくなかった」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「よくあった」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まれにあった」「まっ

たくなかった」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「よくあった」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「まったくなかった」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「よくあった」と「ときどきあった」

をあわせた“あった”の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

14.7

15.0

16.9

25.7

28.0

26.4

56.8

53.7

52.4

2.9

3.3

4.4

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

68.8

28.7

33.5

15.6

18.3

19.0

3.1

17.8

24.6

12.5

31.2

21.8

4.0

1.1

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



105 

問 38 あなたの世帯では、過去１年の間に、経済的な理由で、月々の料金の支払い、家

賃・住宅ローンの滞納、債務の返済ができないことがありましたか。 

（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「よくあった」

「ときどきあった」「まれにあった」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生

活困難世帯で「まったくなかった」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「よくあった」

「ときどきあった」「まれにあった」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生

活困難世帯で「まったくなかった」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「よくあった」

「ときどきあった」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「ま

ったくなかった」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「よくあった」と「ときどきあった」

をあわせた“あった”の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

1.5

3.7

3.0

4.8

9.2

8.4

92.4

84.1

84.9

1.3

3.0

3.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

17.2

13.9

16.8

23.4

13.4

11.2

14.1

15.3

13.4

43.8

55.0

57.5

1.6

2.5

1.1

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
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問 39 あなたの世帯では、過去 10 年の間に、経済的な理由による料金滞納のために、

電気、ガス、水道を止められたことがありましたか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あった」「どれ

か１つはあった」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「な

かった」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あった」「どれ

か１つはあった」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「な

かった」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あった」「どれ

か１つはあった」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「な

かった」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「なかった」の割合が高くなってい

ます。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

99.2

96.9

97.0

0.8

3.1

3.0

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

14.1

7.4

8.9

20.3

13.9

9.5

65.6

76.2

81.0

2.5

0.6

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

あった どれか１つはあった なかった 無回答
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問 40 あなたはお子さんのために次の公的制度を利用した（または支援を受けた）こと

がありますか。あてはまるところに、１つずつ○をつけてください。 

（ア）児童手当 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「利用している、利用したことがあ

る」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

93.7

88.5

87.5

1.7

4.3

4.6

1.1

1.5

1.2

3.4

5.7

6.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

85.9

93.1

95.5

4.7

3.5

2.2

4.7

1.0

0.6

4.7

2.5

1.7

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（イ）児童扶養手当 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で

「利用したことはないが、知っている」「制度を知らない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で

「利用したことはないが、知っている」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「利用したことはないが、知っている」

の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

28.6

22.6

21.3

29.9

41.1

40.4

31.6

19.2

18.1

9.9

17.1

20.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

26.6

40.6

40.2

28.1

31.7

29.1

26.6

13.4

15.1

18.8

14.4

15.6

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（ウ）就学援助 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」「制度を知らない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､

非生活困難世帯で「利用したことはないが、知っている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で

「利用したことはないが、知っている」「制度を知らない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で

「利用したことはないが、知っている」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「利用している、利用したことがあ

る」の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

3.6

16.7

17.9

45.1

55.1

55.9

41.7

14.3

9.5

9.5

14.0

16.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

14.1

38.6

47.5

25.0

41.1

33.5

46.9

8.9

7.8

14.1

11.4

11.2

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（エ）生活保護 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「制度を知らな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「利用したことは

ないが、知っている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「利用したことはないが、知っている」

の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.2

0.3

84.8

80.1

76.3

5.9

4.0

2.8

9.1

15.6

20.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.1

1.0

1.7

65.6

78.2

72.6

15.6

4.5

4.5

15.6

16.3

21.2

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（オ）児童相談所（児童福祉司） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「制度を知らな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「利用したことは

ないが、知っている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「制度を知らない」の割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

2.5

1.9

2.6

76.4

74.3

71.0

12.0

8.5

5.8

9.1

15.3

20.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

1.6

5.0

4.5

56.3

70.8

68.7

25.0

8.4

6.7

17.2

15.8

20.1

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（カ）スクールカウンセラー 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「制度を知らな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「利用したことは

ないが、知っている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「利用したこと

はないが、知っている」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「利用したことはないが、知ってい

る」の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

2.5

9.7

9.3

65.7

67.6

65.9

22.3

8.6

5.1

9.5

14.1

19.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

1.6

13.4

11.2

51.6

60.4

64.2

31.3

11.4

5.6

15.6

14.9

19.0

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（キ）スクールソーシャルワーカー 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「利用したこと

はないが、知っている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「利用したことはないが、知ってい

る」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.4

0.9

1.8

52.4

58.5

60.1

37.9

24.9

17.9

9.3

15.8

20.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.0

1.7

45.3

54.5

57.5

39.1

26.2

20.1

15.6

16.3

20.7

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（ク）高等学校等就学支援金 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「利用したこと

はないが、知っている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「利用したこと

はないが、知っている」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で

「利用したことはないが、知っている」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年齢が上がるにつれて「制度を知らない」の割合が高くな

っています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.8

8.2

19.0

42.9

49.3

44.3

46.3

28.0

19.5

10.1

14.6

17.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.1

12.4

30.2

35.9

44.1

34.6

45.3

29.2

17.9

15.6

14.4

17.3

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（ケ）奨学のための給付金 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「利用したこと

はないが、知っている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」の割合が高くなっています。  

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用している、

利用したことがある」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で

「利用したことはないが、知っている」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「制度を知らない」の割合が高くな

っています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.4

1.5

3.7

54.3

54.8

56.1

35.6

27.8

19.7

9.7

15.9

20.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

3.1

7.9

10.1

46.9

51.5

46.9

34.4

26.7

22.3

15.6

13.9

20.7

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（コ）母子父子寡婦福祉資金貸付金 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「制度を知らな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「利用したことは

ないが、知っている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「制度を知らない」の割合が高くな

っています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.8

0.3

0.5

35.4

43.0

43.4

54.5

40.9

35.1

9.3

15.8

20.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

2.0

1.7

21.9

44.6

39.1

60.9

37.6

39.1

17.2

15.8

20.1

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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（サ）生活福祉資金貸付金 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「利用したこと

はないが、知っている」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「制度を知らない」の割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

0.2

0.3

0.2

27.6

37.1

37.8

62.7

46.7

40.8

9.5

15.9

21.3

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

4.7

2.0

0.6

21.9

37.1

34.1

59.4

44.6

44.1

14.1

16.3

21.2

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

利用している、利用したことがある 利用したことはないが、知っている

制度を知らない 無回答
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問 41 子どもや保護者にとって、現在または将来的に、どのような支援があるとよいと

思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「低い家賃で住

めるところ（寮や下宿のようなところ）」「生活や就学のための経済的補助」「食事が食べられる地

域の居場所」「会社などでの職場体験等の機会」「仕事に就けるようにするための就労に関する支

援」「よくわからない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で

「保護者が家にいないときに子どもを預かる場やサービスの提供」「子どもが仲間と出会え、一

緒に活動できるところ」「地域における子どもの居場所の提供」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「低い家賃で住

めるところ（寮や下宿のようなところ）」「生活や就学のための経済的補助」の割合が高くなって

います。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「自然体験や集団遊びなど、多様な活動機

会の提供」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「低い家賃で住

めるところ（寮や下宿のようなところ）」「生活や就学のための経済的補助」の割合が高くなって

います。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「子どもが仲間と出会え、一緒に活動でき

るところ」「自然体験や集団遊びなど、多様な活動機会の提供」「会社などでの職場体験等の機会」

の割合が高くなっています。  

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「生活や就学のための経済的補助」

の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

保
護
者
が
家
に
い
な
い
と
き
に
子
ど
も
を
預
か
る
場
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

家
事
援
助 

低
い
家
賃
で
住
め
る
と
こ
ろ
（
寮
や
下
宿
の
よ
う
な
と
こ
ろ
） 

生
活
や
就
学
の
た
め
の
経
済
的
補
助 

進
路
や
生
活
な
ど
に
つ
い
て
何
で
も
相
談
で
き
る
と
こ
ろ 

子
ど
も
が
仲
間
と
出
会
え
、
一
緒
に
活
動
で
き
る
と
こ
ろ 

自
然
体
験
や
集
団
遊
び
な
ど
、
多
様
な
活
動
機
会
の
提
供 

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
提
供 

食
事
が
食
べ
ら
れ
る
地
域
の
居
場
所 

読
み
書
き
計
算
な
ど
の
基
礎
的
な
学
習
へ
の
支
援 

会
社
な
ど
で
の
職
場
体
験
等
の
機
会 

仕
事
に
就
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
就
労
に
関
す
る
支
援 

子
育
て
の
悩
み
な
ど
、
気
軽
に
相
談
で
き
る
と
こ
ろ 

そ
の
他 

特
に
な
い 

よ
く
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

未就学児 64 42.2 18.8 28.1 73.4 14.1 29.7 34.4 25.0 17.2 29.7 21.9 25.0 20.3 1.6 4.7 7.8 － 

小学生 202 28.7 12.4 22.3 52.0 19.8 22.3 21.8 19.3 9.9 25.7 14.9 12.4 13.9 1.5 6.4 4.5 5.9 

中学生 179 22.3 11.2 22.9 55.3 21.8 12.8 9.5 12.3 9.5 17.3 8.9 14.0 14.0 3.4 7.3 6.1 5.0 
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【年代（非生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

保
護
者
が
家
に
い
な
い
と
き
に
子
ど
も
を
預
か
る
場
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

家
事
援
助 

低
い
家
賃
で
住
め
る
と
こ
ろ
（
寮
や
下
宿
の
よ
う
な
と
こ
ろ
） 

生
活
や
就
学
の
た
め
の
経
済
的
補
助 

進
路
や
生
活
な
ど
に
つ
い
て
何
で
も
相
談
で
き
る
と
こ
ろ 

子
ど
も
が
仲
間
と
出
会
え
、
一
緒
に
活
動
で
き
る
と
こ
ろ 

自
然
体
験
や
集
団
遊
び
な
ど
、
多
様
な
活
動
機
会
の
提
供 

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
提
供 

食
事
が
食
べ
ら
れ
る
地
域
の
居
場
所 

読
み
書
き
計
算
な
ど
の
基
礎
的
な
学
習
へ
の
支
援 

会
社
な
ど
で
の
職
場
体
験
等
の
機
会 

仕
事
に
就
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
就
労
に
関
す
る
支
援 

子
育
て
の
悩
み
な
ど
、
気
軽
に
相
談
で
き
る
と
こ
ろ 

そ
の
他 

特
に
な
い 

よ
く
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

未就学児 525 49.9 17.7 11.2 38.7 16.8 37.5 39.0 32.4 9.7 29.5 13.9 17.7 20.2 3.0 4.2 2.7 1.3 

小学生 672 29.6 12.1 11.5 37.1 17.3 23.2 27.1 21.3 8.5 23.2 19.6 14.1 13.5 1.9 8.2 6.5 5.1 

中学生 569 24.6 8.8 13.7 39.2 22.1 18.8 18.3 14.1 6.0 17.0 16.0 17.0 13.5 1.6 7.7 5.8 7.6 

 

≪主なその他意見≫ 

・医療費免除 

・障害児の家族への支援 

・仕事と子育てが両立できるような休暇制度 

・安価な保育施設 

・公園の設備充実 
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問 42 子どもたちだけ、あるいは、一人で食事をすることがないような居場所があれ

ば、利用させたいと思いますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用させたく

ない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかとい

うと利用させたくない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用させたい」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかというと利

用させたくない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用させたい」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「利用させたくない」の割合が高く

なっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

20.2

15.9

11.6

28.0

21.7

21.4

28.6

33.2

36.2

19.8

23.5

22.7

3.4

5.7

8.1

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

15.6

25.2

20.1

25.0

22.8

23.5

23.4

22.8

31.3

28.1

20.8

20.7

7.8

8.4

4.5

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

利用させたい どちらかというと利用させたい

どちらかというと利用させたくない 利用させたくない

無回答
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問 42－１ その場所は、どこにあれば利用したいと思いますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「住んでいる小

学校区内」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「となりの

小学校区内程度まで」「市内ならどこでも」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「住んでいる小学校区内」の割合が

高くなっています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 253

小学生 253

中学生 188

84.6

91.7

87.8

7.1

3.2

9.6

7.1

4.0

2.7

0.4

1.2

0.8

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

回答者数 =

未就学児 26

小学生 97

中学生 78

92.3

87.6

89.7

6.2

6.4

4.1

2.6

7.7

2.1

1.3

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

住んでいる小学校区内 となりの小学校区内程度まで

市内ならどこでも その他

無回答
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問 42－２ その場所は、どのくらい利用したいと思いますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「週に１～２回

程度」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「週に３～５回

程度」「週に１～２回程度」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「毎日」「週に３

～５回程度」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「週に１

～２回程度」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「週に１～２回程度」の割合が高く

なっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 253

小学生 253

中学生 188

1.2

1.2

7.1

6.7

6.4

56.1

52.6

62.8

32.0

36.8

28.2

3.6

2.8

2.7

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

回答者数 =

未就学児 26

小学生 97

中学生 78

1.0

6.4

7.7

14.4

11.5

65.4

60.8

56.4

26.9

20.6

19.2

3.1

6.4

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

毎日 週に３～５回程度 週に１～２回程度 その他 無回答
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≪主なその他意見≫ 

・親の不在時 

・月１回 

・必要に応じて 

・何ヶ月に１回 

・どうしても必要な時だけ 
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問 42－３ その場所は、どの時間帯に利用したいと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「学校が休みの

日の 18  時から 20時まで」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難

世帯で「平日の 18 時から 20  時まで」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「学校が休みの

日の午前」「学校が休みの日の 18  時から 20時まで」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「平日の学校が終わってから 18時ま

で」の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

平
日
の
学
校
が
終
わ
っ
て 

か
ら
18
時
ま
で 

平
日
の
18
時
か
ら
20
時
ま
で 

学
校
が
休
み
の
日
の
午
前 

学
校
が
休
み
の
日
の
午
後 

（
18
時
ま
で
） 

学
校
が
休
み
の
日
の
18
時
か
ら

20
時
ま
で 

無
回
答 

未就学児 26 50.0 23.1 26.9 23.1 19.2 3.8 

小学生 97 38.1 36.1 25.8 23.7 7.2 8.2 

中学生 78 25.6 48.7 25.6 24.4 19.2 6.4 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

平
日
の
学
校
が
終
わ
っ
て 

か
ら
18
時
ま
で 

平
日
の
18
時
か
ら
20
時
ま
で 

学
校
が
休
み
の
日
の
午
前 

学
校
が
休
み
の
日
の
午
後 

（
18
時
ま
で
） 

学
校
が
休
み
の
日
の
18
時
か
ら

20
時
ま
で 

無
回
答 

未就学児 253 49.8 30.0 26.5 26.1 6.3 7.1 

小学生 253 36.8 35.6 26.1 24.9 8.3 2.8 

中学生 188 28.2 45.2 14.4 25.5 12.8 5.3 
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問 43 自宅や学校以外の場所で、無料で、お子さんが大人や大学生のボランティアなど

から教えてもらいながら勉強ができる場所があったら利用したいと思いますか。

（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用したくな

い」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかという

と利用したくない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用したい」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかというと利

用したくない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「利用したい」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「利用したい」の割合が高くなってい

ます。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

45.9

48.7

41.3

33.7

28.4

32.2

11.8

13.2

13.2

5.0

6.1

6.9

3.6

3.6

6.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

45.3

57.4

54.2

31.3

23.8

28.5

6.3

5.9

10.1

10.9

7.4

4.5

6.3

5.4

2.8

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

利用したい どちらかというと利用したい

どちらかというと利用したくない 利用したくない

無回答
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問 43－１ その場所は、どこにあれば利用したいと思いますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「住んでいる小

学校区内」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主なその他意見≫ 

・駅周辺 

・近所 

  

回答者数 =

未就学児 418

小学生 518

中学生 418

85.2

90.5

82.1

7.4

4.6

11.2

6.0

4.1

6.0

0.7

0.8

0.5

0.7

0.2

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 164

中学生 148

81.6

84.8

81.8

8.2

6.7

10.8

8.2

5.5

6.8

2.0

1.8
1.2

0.7

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

住んでいる小学校区内 となりの小学校区内程度まで

市内ならどこでも その他

無回答
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問 43－２ その場所は、どのくらい利用したいと思いますか。（１つに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「週に３～５回

程度」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「週に１～２回

程度」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「週に３～５回

程度」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「週に１～２回

程度」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が上がるにつれて「週に３～５回程度」の割合が高く

なっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主なその他意見≫ 

・必要な時 

・月に２回程度 

・テスト週間中 

・仕事が忙しく、勉強を見てやれない時 

・本人の意志  

回答者数 =

未就学児 418

小学生 518

中学生 418

6.9

7.3

6.7

21.5

17.6

17.5

64.4

69.5

72.5

5.7

5.4

2.6

1.4

0.2

0.7

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

回答者数 =

未就学児 49

小学生 164

中学生 148

10.2

12.2

9.5

24.5

26.2

29.1

63.3

56.7

54.7

2.0

4.9

4.7 2.0

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

毎日 週に３～５回程度 週に１～２回程度 その他 無回答
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問 43－３ その場所は、どの時間帯に利用したいと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「平日の 18時か

ら 20  時まで」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「平日

の学校が終わってから 18 時まで」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「学校が休みの

日の午後（18 時まで）」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「学校が休みの

日の午後（18 時まで）」「学校が休みの日の 18  時から 20時まで」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、中学生で「平日の 18 時から 20  時まで」の割

合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

平
日
の
学
校
が
終
わ
っ
て 

か
ら
18
時
ま
で 

平
日
の
18
時
か
ら
20
時
ま
で 

学
校
が
休
み
の
日
の
午
前 

学
校
が
休
み
の
日
の
午
後 

（
18
時
ま
で
） 

学
校
が
休
み
の
日
の
18
時
か
ら 

20
時
ま
で 

無
回
答 

未就学児 49 67.3 20.4 24.5 16.3 2.0 － 

小学生 164 72.0 21.3 25.0 20.1 4.9 － 

中学生 148 39.9 52.0 23.6 25.7 13.5 1.4 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

平
日
の
学
校
が
終
わ
っ
て 

か
ら
18
時
ま
で 

平
日
の
18
時
か
ら
20
時
ま
で 

学
校
が
休
み
の
日
の
午
前 

学
校
が
休
み
の
日
の
午
後 

（
18
時
ま
で
） 

学
校
が
休
み
の
日
の
18
時
か
ら 

20
時
ま
で 

無
回
答 

未就学児 418 81.1 12.2 28.0 14.6 2.4 1.9 

小学生 518 69.5 23.9 27.4 12.7 3.5 0.2 

中学生 418 39.5 49.3 24.6 16.5 8.4 0.5 
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問 44 あなたは、ご自身のことをどのように思っていますか。あてはまるところに、１

つずつ○をつけてください。 

（ア）自分は恵まれた生活をしている 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」「そう思わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯

で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」「そう思わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯

で「どちらかといえばそう思う」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」「そう思わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯

で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、中学生で「あまりそう思わない」と「そう思わ

ない」をあわせた“思わない”の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

34.3

27.4

26.0

53.0

53.4

53.4

10.7

13.2

15.6

0.8

3.3

1.6

1.3

2.7

3.3

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

15.6

25.2

15.6

46.9

40.1

35.8

26.6

23.3

33.5

9.4

8.4

12.8

1.6

3.0

2.2

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（イ）長所も短所も含めて、自分のことが好きだ 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思わない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「そう思う」「どちらか

といえばそう思う」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思わない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかといえばそ

う思う」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思わない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかといえばそ

う思う」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「あまりそう思わない」と「そう思

わない」をあわせた“思わない”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

14.7

15.0

12.8

44.0

44.3

45.7

33.0

30.4

32.0

7.0

7.6

5.8

1.3

2.7

3.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

9.4

11.9

10.6

29.7

36.1

35.2

29.7

33.2

35.8

29.7

15.8

16.2

1.6

3.0

2.2

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（ウ）自分にとってかけがえのない人がいる 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「そう思う」と「どちらかといえば

そう思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

85.1

77.4

73.3

11.0

16.7

19.2

1.7

2.8

2.5

0.6

0.6

1.1

1.5

2.5

4.0

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

87.5

64.4

69.3

7.8

20.8

20.7

1.6

5.9

5.6

1.6

5.4

2.8

1.6

3.5

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（エ）現在自分の生活は充実している 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思わない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「そう思う」の割合が

高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」「そう思わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯

で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」「そう思わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯

で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年齢が下がるにつれて「そう思う」と「どちらかといえば

そう思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

36.4

33.5

25.3

49.0

46.7

54.3

12.4

14.3

14.2

0.6

2.8

2.3

1.7

2.7

3.9

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

21.9

26.2

14.5

46.9

34.2

41.3

17.2

23.3

33.0

12.5

13.9

9.5

1.6

2.5

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（オ）働いても働いても、生活が楽にならない 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あまりそう思わない」

「そう思わない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あまりそう思わない」

「そう思わない」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかといえばそう

思う」「あまりそう思わない」「そう思わない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「そう思う」と「どちらかといえばそ

う思う」をあわせた“そう思う”の割合が低くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

10.1

14.4

14.6

22.9

30.8

33.0

40.0

29.8

32.7

25.1

21.7

15.1

1.9

3.3

4.6

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

51.6

35.6

48.0

23.4

26.7

24.0

9.4

19.8

17.3

10.9

14.9

8.4

4.7

3.0

2.2

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（カ）人間関係でのトラブルが生じたら相談できる人がいる 

就学前では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「どちらかとい

えばそう思う」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「どちらかとい

えばそう思う」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「そう思う」と「どちらかといえば

そう思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

54.5

56.1

46.6

36.2

31.7

37.3

6.3

7.1

8.6

1.7

2.4

4.2

1.3

2.7

3.3

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

56.3

46.0

47.5

26.6

32.7

31.8

10.9

11.9

12.8

3.1

6.9

6.1

3.1

2.5

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（キ）自分の人生は、周りの人にささえられている 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「どちらかとい

えばそう思う」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「そう

思う」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「そう思う」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると年代が下がるにつれて「そう思う」と「どちらかといえばそ

う思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

68.2

65.3

57.5

26.9

27.4

34.3

2.7

4.3

3.9

0.6

0.4

0.9

1.7

2.5

3.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

65.6

54.0

50.3

23.4

34.7

35.8

7.8

6.4

10.1

1.6

2.5

2.2

1.6

2.5

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（ク）いつもまわりの人の目が気になる 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」「そ

う思わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちら

かといえばそう思う」「あまりそう思わない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あまりそう思わない」

の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あまりそう思わない」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「そう思う」と「どちらかといえば

そう思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

11.6

10.3

8.3

39.6

34.1

34.1

35.8

39.7

40.9

11.6

13.4

13.4

1.3

2.5

3.3

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

28.1

17.3

15.1

29.7

30.2

33.0

23.4

34.2

35.2

17.2

15.8

15.1

1.6

2.5

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答



137 

（ケ）どんなときでも自分を受け入れ、認めてくれる人がいる 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思わない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかといえばそ

う思う」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思わない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「そう思う」の割合が

高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかと

いえばそう思う」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「そう思う」と「どちらかといえば

そう思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

45.3

43.5

37.4

40.0

40.3

43.1

11.0

10.7

12.8

1.5

3.0

3.0

2.1

2.5

3.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

46.9

36.1

36.3

34.4

37.1

34.6

9.4

14.4

22.3

7.8

9.9

5.0

1.6

2.5

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（コ）物事がうまくいかなかったり、失敗したりしても、やり直せばよいと思う 

就学前では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかと

いえばそう思う」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「あまりそう思

わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかと

いえばそう思う」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「そう思う」と「どちらかといえば

そう思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

43.2

40.2

39.5

44.4

47.8

48.7

9.9

8.3

6.7

1.1

1.0

1.4

1.3

2.7

3.7

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

39.1

38.1

39.7

43.8

40.1

38.5

10.9

13.4

15.1

3.1

5.4

5.0

3.1

3.0

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（サ）仕事と家庭のことで精一杯で、心身ともに余裕がない 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかといえばそう

思う」「そう思わない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あまりそう思わない」

の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「あまりそう思わない」

「そう思わない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あまりそう思わない」と「そう思わ

ない」をあわせた“思わない”の割合が高くなっています。 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

11.6

11.0

10.4

29.1

29.8

30.2

39.4

38.1

39.7

17.5

18.6

16.2

2.3

2.5

3.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

31.3

19.8

26.3

23.4

31.7

30.7

39.1

30.7

32.4

3.1

14.9

8.9

3.1

3.0

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（シ）今の生活はつらいことのほうが多い 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」「ど

ちらかといえばそう思う」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世

帯で「あまりそう思わない」「そう思わない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「そう思わない」の割合

が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」「ど

ちらかといえばそう思う」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世

帯で「あまりそう思わない」「そう思わない」の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、小学生で「あまりそう思わない」と「そう思わ

ない」をあわせた“思わない”の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

2.5

3.4

4.6

12.2

14.9

15.1

46.9

48.7

49.9

37.0

30.1

26.9

1.5

3.0

3.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

25.0

12.4

15.6

18.8

17.8

26.8

40.6

44.1

41.9

14.1

23.3

14.0

1.6

2.5

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（ス）自分は、これからの人生でまだまだやりたいことがある 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」「そ

う思わない」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちら

かといえばそう思う」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

中学生では、生活困難度別でみると、大きな差異はみられません。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「そう思う」と「どちらかといえば

そう思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

41.9

36.6

28.6

39.8

37.2

40.8

13.9

18.6

24.6

2.7

4.8

2.5

1.7

2.8

3.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

50.0

31.7

28.5

26.6

37.1

40.2

12.5

19.8

24.6

9.4

8.4

5.0

1.6

3.0

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（セ）いろんなプレッシャーに押しつぶされそうな気持ちになる 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」「ど

ちらかといえばそう思う」の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世

帯で「あまりそう思わない」「そう思わない」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思う」の

割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「そう思わない」の割合

が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、他に比べ、未就学児で「そう思う」と「どちらかといえば

そう思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

4.6

6.1

6.9

19.2

22.8

23.0

45.0

43.6

42.9

29.3

24.9

23.7

1.9

2.7

3.5

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

21.9

13.9

17.9

28.1

23.3

19.6

25.0

38.6

43.6

23.4

21.3

17.3

1.6

3.0

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答
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（ソ）将来に希望をもっている 

就学前では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思わない」

の割合が高くなっています。一方､生活困難世帯に比べ､非生活困難世帯で「どちらかといえばそ

う思う」の割合が高くなっています。 

小学生では、生活困難度別でみると、生活困難世帯に比べ、非生活困難世帯で「どちらかとい

えばそう思う」の割合が高くなっています。 

中学生では、生活困難度別でみると、非生活困難世帯に比べ、生活困難世帯で「そう思わない」

の割合が高くなっています。 

年代（生活困難世帯）別でみると、年代が下がるにつれて「そう思う」と「どちらかといえば

そう思う」をあわせた“そう思う”の割合が高くなっています。 

 

【年代（生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代（非生活困難世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 =

未就学児 525

小学生 672

中学生 569

33.7

27.8

22.3

46.7

42.3

42.7

15.4

21.1

25.5

2.7

5.7

5.3

1.5

3.1

4.2

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

回答者数 =

未就学児 64

小学生 202

中学生 179

34.4

27.7

17.3

32.8

33.7

38.0

15.6

25.2

29.6

15.6

10.4

13.4

1.6

3.0

1.7

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

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答


