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問 16 あなたの世帯では、経済的な理由で、過去 1年の間に次のようなことがありましたか。（①
～⑬のそれぞれの項目について、あてはまる番号１つに○をつけてください） 

 
①電気・ガス・水道が止められた 

過去１年間に電気・ガス・水道が止められた経験は、小学生保護者及び中学生保護者ともに「な

かった」が大半を占め、「あった」は１パーセント台となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が１割みられる。 

 
電気・ガス・水道が止められた 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

1.2

0.7

5.2

3.8

0.6

9.5

0.1

1.3

0.8

5.7

3.5

0.9

9.1

0.1

なかった

95.4

97.1

90.2

91.7

96.1

86.0

99.3

94.8

96.9

88.0

91.0

95.7

86.0

99.1

無回答

3.4

2.3

4.6

4.5

3.2

4.5

0.6

3.9

2.3

6.4

5.5

3.5

5.0

0.7

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

収
入

階
層
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家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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②必要な食料品が買えなかった 

過去１年間に必要な食料品が買えなかった経験は、小学生保護者及び中学生保護者ともに「なか

った」が大半を占め、「あった」は数パーセントとなっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が３割、世帯区分２は「あ

った」が１割強みられる。 

 
必要な食料品が買えなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

4.6

3.1

17.3

9.6

3.6

34.5

0.6

5.4

3.9

16.8

10.1

4.3

36.2

0.5

なかった

92.0

94.8

78.6

85.9

93.3

61.7

98.8

90.9

93.9

77.3

84.8

92.3

59.6

98.8

無回答

3.3

2.2

4.1

4.5

3.1

3.7

0.6

3.7

2.2

5.9

5.1

3.4

4.1

0.7

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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③食費（嗜好品を除く）を切り詰めた 

過去１年間に食費を切り詰めた経験は、小学生保護者及び中学生保護者ともに「なかった」が約

７割、「あった」が約３割となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が８割以上、世帯区分２は

「あった」が５割強みられる。 

 
食費（嗜好品を除く）を切り詰めた 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

27.5

24.2

54.8

38.8

25.2

83.7

20.1

29.3

26.1

57.3

40.8

26.6

83.8

20.9

なかった

69.8

74.2

42.4

57.9

72.3

14.3

79.4

67.8

72.2

39.1

55.3

70.6

14.1

78.6

無回答

2.7

1.6

2.8

3.4

2.5

2.0

0.5

3.0

1.7

3.6

3.9

2.8

2.1

0.5

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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④家賃やローンが払えなかった 

過去１年間に家賃やローンが払えなかった経験は、小学生保護者及び中学生保護者ともに「なか

った」が大半を占め、「あった」は数パーセントとなっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が３割強、世帯区分２は「あ

った」が１割強みられる。 

 
家賃やローンが払えなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

4.7

3.2

16.9

10.2

3.5

35.4

0.6

5.3

3.8

17.4

11.2

3.9

35.0

0.5

なかった

92.0

94.7

78.6

85.3

93.4

60.7

98.9

91.1

94.1

77.2

83.7

92.7

61.2

98.7

無回答

3.3

2.1

4.5

4.4

3.1

3.9

0.5

3.7

2.2

5.4

5.2

3.3

3.8

0.7

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者

 



115 

 

⑤税金が払えなかった 

過去１年間に税金が払えなかった経験は、小学生保護者及び中学生保護者ともに「なかった」が

約９割を占め、「あった」は数パーセントとなっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が約５割、世帯区分２は「あ

った」が２割以上みられる。 

 
税金が払えなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

7.4

5.8

21.7

13.4

6.2

49.5

1.8

7.9

5.9

23.3

14.6

6.3

47.9

1.6

なかった

89.3

92.2

73.8

82.4

90.7

47.0

97.6

88.5

92.0

71.1

80.2

90.4

48.5

97.8

無回答

3.3

2.0

4.6

4.2

3.1

3.5

0.6

3.6

2.1

5.7

5.2

3.3

3.6

0.7

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑥電話代が払えなかった 

過去１年間に電話代が払えなかった経験は、小学生保護者及び中学生保護者ともに「なかった」

が大半を占め、「あった」は数パーセントとなっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が２割強、世帯区分２は「あ

った」が１割みられる。 

 
電話代が払えなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

3.2

2.2

11.3

7.4

2.3

25.6

0.2

3.8

2.6

12.8

8.3

2.7

26.3

0.2

なかった

93.3

95.6

84.2

87.9

94.4

69.9

99.1

92.4

95.1

81.0

86.3

93.8

68.8

99.1

無回答

3.5

2.3

4.6

4.7

3.3

4.5

0.7

3.8

2.3

6.1

5.4

3.5

4.9

0.7

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑦子どもに新しい服や靴を買うことができなかった 

過去１年間に子どもに新しい服や靴を買うことができなかった経験は、小学生保護者及び中学生

保護者ともに「なかった」が約９割を占め、「あった」は約１割となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が６割強、世帯区分２は「あ

った」が２～３割みられる。 

 
子どもに新しい服や靴を買うことができなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

8.7

6.6

26.3

16.8

7.1

61.8

1.6

10.4

7.8

30.7

20.6

8.1

65.2

1.7

なかった

88.1

91.4

69.6

79.0

90.0

35.9

97.7

86.0

90.0

64.1

74.5

88.6

31.6

97.5

無回答

3.2

2.0

4.2

4.3

3.0

2.3

0.7

3.6

2.2

5.2

5.0

3.3

3.2

0.7
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収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑧学校の遠足や修学旅行に行かせることができなかった 

過去１年間に学校の遠足や修学旅行に行かせることができなかった経験は、小学生保護者及び中

学生保護者ともに「なかった」が大半を占め、「あった」は１パーセントにも満たない。 

また、属性別にみると、大きな特徴はみられない。 

 
学校の遠足や修学旅行に行かせることができなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

0.3

0.1

0.9

0.7

0.2

2.1

0.4

0.2

1.4

1.1

0.2

2.8

なかった

96.2

97.6

94.2

94.3

96.6

92.6

99.4

95.6

97.4

91.7

92.9

96.2

91.4

99.2

無回答

3.5

2.3

4.9

5.0

3.2

5.3

0.6

4.0

2.4

6.9

6.1

3.6

5.9

0.8
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収
入

階
層
別
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族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑨給食費や教材費を学校に払えなかった 

過去１年間に給食費や教材費を学校に払えなかった経験は、小学生保護者及び中学生保護者とも

に「なかった」が大半を占め、「あった」は数パーセントとなっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が２割、世帯区分２は「あ

った」が１割みられる。 

 
給食費や教材費を学校に払えなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

2.8

1.8

10.3

6.6

2.0

22.1

0.2

2.8

1.9

10.0

6.1

2.1

20.1

0.1

なかった

93.8

96.0

85.0

88.7

94.8

73.8

99.1

93.3

95.9

83.6

88.5

94.4

75.1

99.2

無回答

3.4

2.2

4.7

4.7

3.2

4.1

0.7

3.8

2.2

6.5

5.4

3.4

4.8

0.7

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

収
入

階
層
別
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族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者

 



120 

 

⑩学校のスポーツクラブや部活動に参加できなかった 

過去１年間に学校のスポーツクラブや部活動に参加できなかった経験は、小学生保護者及び中学

生保護者ともに「なかった」が大半を占め、「あった」は数パーセントとなっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が１割強みられる。 

 
学校のスポーツクラブや部活動に参加できなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

2.0

1.3

6.8

5.1

1.4

14.9

0.3

1.7

1.1

6.5

4.6

1.1

11.5

0.2

なかった

94.4

96.3

88.0

89.8

95.3

80.2

99.0

94.3

96.6

86.5

89.7

95.3

83.1

99.0

無回答

3.6

2.3

5.2

5.1

3.3

5.0

0.8

4.0

2.3

7.1

5.8

3.6

5.4

0.8

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑪塾や習い事に通わせることができなかった 

過去１年間に塾や習い事に通わせることができなかった経験は、小学生保護者及び中学生保護者

ともに「なかった」が８割強を占め、「あった」は約１割となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が６割以上、世帯区分２は

「あった」が３割みられる。 

 
塾や習い事に通わせることができなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

11.1

8.7

31.0

21.9

8.9

61.8

4.4

13.5

10.8

36.8

24.8

10.9

64.8

5.5

なかった

85.7

89.2

65.5

73.7

88.2

35.3

95.0

83.0

87.2

58.2

70.6

85.8

32.5

93.8

無回答

3.2

2.1

3.4

4.3

2.9

2.9

0.5

3.6

2.1

5.0

4.6

3.3

2.8

0.8

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑫誕生日やクリスマスにプレゼントを買ったり、お祝いすることができなかった 

過去１年間に誕生日やクリスマスにプレゼントを買ったり、お祝いすることができなかった経験

は、小学生保護者及び中学生保護者ともに「なかった」が約９割を占め、「あった」は数パーセント

となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が３～４割、世帯区分２は

「あった」が１～２割みられる。 

 
誕生日やクリスマスにプレゼントを買ったり、お祝いすることができなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

5.0

3.4

16.8

10.4

3.8

36.6

0.7

7.0

5.1

22.6

14.5

5.3

44.4

1.1

なかった

91.7

94.5

79.2

85.0

93.2

59.8

98.7

89.4

92.8

71.6

80.5

91.5

52.6

98.2

無回答

3.3

2.1

4.1

4.5

3.0

3.5

0.6

3.6

2.1

5.8

5.0

3.3

3.0

0.7

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑬家族旅行（遊園地やテーマパークなど日帰りのおでかけを含む）ができなかった 

過去１年間に家族旅行ができなかった経験は、小学生保護者及び中学生保護者ともに「なかった」

が約８割を占め、「あった」は１～２割となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が７割、世帯区分２は「あ

った」が４～５割みられる。 

 
家族旅行（遊園地やテーマパークなど日帰りのおでかけを含む）ができなかった 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

17.5

14.7

40.2

28.4

15.2

69.3

10.5

22.8

19.8

50.3

36.1

19.8

75.9

14.5

なかった

79.8

83.7

57.4

68.1

82.3

28.8

89.1

74.4

78.8

46.2

60.2

77.6

22.5

85.1

無回答

2.6

1.6

2.4

3.4

2.5

1.9

0.4

2.8

1.4

3.5

3.6

2.7

1.7

0.4

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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問 17 過去１年の間に、お子さんを医療機関で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診さ
せなかったことがありましたか。（あてはまる番号１つに○をつけてください） 

 
過去１年間に子どもを医療機関に受診させなかった経験は、小学生保護者及び中学生保護者とも

に「なかった」が８割強を占め、「あった」は１割となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯は「あった」が３割みられる。 

 

医療機関で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診させなかったこと 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あった

12.3

12.3

15.5

13.1

12.2

30.3

9.9

12.2

11.8

17.9

12.2

12.2

31.7

9.1

なかった

85.8

86.6

83.1

84.8

86.0

69.4

88.7

85.6

87.0

80.9

85.1

85.8

67.4

89.6

無回答

1.9

1.1

1.4

2.2

1.9

0.3

1.3

2.1

1.2

1.2

2.7

2.0

0.8

1.3

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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問 17-１ 【問 17 で「１．あった」と答えた方におうかがいします。】その理由は何ですか。次
の中からもっとも近いものに○をつけてください。（あてはまる番号すべてに○をつ
けてください） 

 
子どもを医療機関に受診させなかったことが「あった」と答えた人の理由については、小学生保

護者及び中学生保護者ともに「最初は受診させようと思ったが、お子さんの様子をみて受診させな

くてもよいと判断したため」が５割を占め最も高く、次いで「多忙で、医療機関に連れて行く時間

がなかったため」となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、ひとり親世帯において「多忙で、医療機関に連れ

て行く時間がなかったため」、困難世帯において「公的医療保険に加入していたが、医療機関で自己

負担金を支払うことができないと思ったため」の割合が高くなっている。 
 

医療機関で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診させなかった理由（小学 5 年生の保護者） 

最初は受診させようと思ったが、お子さんの様子を
みて受診させなくてもよいと判断したため

多忙で、医療機関に連れて行く時間がなかったた
め

公的医療保険に加入していたが、医療機関で自
己負担金を支払うことができないと思ったため

お子さん本人が受診したがらなかったため

自分の健康状態が悪かったため

医療機関まで行く手段がなかったため

公的医療保険に加入しておらず、医療費の支払
いができなかったため

医療機関までの交通費を準備できなかったため

その他

無回答

57.4

44.7

16.7

14.4

4.4

1.7

1.1

1.0

3.9

1.0

60.5

45.7

15.5

14.5

3.9

0.9

0.9

0.4

3.9

0.8

40.3

40.9

24.8

16.1

7.4

5.4

1.3

5.4

6.0

2.0

40.7

59.3

12.1

17.1

10.1

3.5

2.5

2.5

2.0

1.5

61.1

41.4

17.7

13.8

3.2

1.2

0.8

0.7

4.3

0.9

38.6

47.5

38.6

13.6

7.0

3.5

2.2

2.2

5.1

0.9

65.4

43.1

7.7

15.0

3.5

0.9

0.7

0.5

3.5

1.1
0% 20% 40% 60% 80%

小学5年生の保護者全体（n=1,081）
世帯区分１（n=846）
世帯区分２（n=149）
ひとり親世帯（n=199）
非ひとり親世帯（n=882）
困難世帯（n=316）
非困難世帯（n=749）
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医療機関で受診させた方がよいと思ったが、実際には受診させなかった理由（中学 2 年生の保護者） 

最初は受診させようと思ったが、お子さんの様子を
みて受診させなくてもよいと判断したため

多忙で、医療機関に連れて行く時間がなかったた
め

お子さん本人が受診したがらなかったため

公的医療保険に加入していたが、医療機関で自
己負担金を支払うことができないと思ったため

自分の健康状態が悪かったため

医療機関まで行く手段がなかったため

医療機関までの交通費を準備できなかったため

公的医療保険に加入しておらず、医療費の支払
いができなかったため

その他

無回答

50.4

43.8

23.0

17.0

4.3

2.1

1.3

1.1

3.6

0.7

53.6

43.4

23.4

15.7

3.1

1.8

0.7

0.4

3.7

0.8

38.7

41.3

20.6

23.9

7.7

3.2

3.2

4.5

3.2

0.6

40.8

54.2

19.0

14.5

5.0

2.2

2.8

1.7

1.7

1.7

52.6

41.5

24.0

17.5

4.2

2.0

1.0

1.0

4.0

0.5

41.0

44.5

19.9

36.4

8.1

4.0

3.8

2.6

3.8

0.6

55.9

43.1

25.0

6.3

2.3

1.0

-

0.3

3.5

0.8
0% 20% 40% 60% 80%

中学2年生の保護者全体（n=972）
世帯区分１（n=739）
世帯区分２（n=155）
ひとり親世帯（n=179）
非ひとり親世帯（n=793）
困難世帯（n=346）
非困難世帯（n=605）
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３．お子さんの生活状況について 
 

問 18 あなたのお子さんは、学校が終わってから夕食までの間、主に誰と過ごすことが多いです
か。（あてはまる番号すべてに○をつけてください） 

 
子どもは学校が終わって過ごす相手については、小学生保護者及び中学生保護者ともに「母親」

が６割以上を占め最も高く、次いで「兄弟姉妹」が５割、「祖父母」となっている。なお、子ども調

査結果と比較すると、中学生では「部活動・クラブ活動の友達」が第１位となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者に共通して、ひとり親世帯では「祖父母」、「お子さん一人」

の割合が高くなっている。 

 

学校が終わってから夕食までの間、一緒に過ごす相手（小学 5 年生の保護者） 

母親 父親

兄弟姉妹 放課後児童クラブの支援員

祖父母 おじ・おばなどの親せき

お子さんの友人 その他の人

塾などの習い事の先生 わからない

お子さん一人 無回答

62.2

55.0

24.4

23.9

16.2

11.6

63.8

55.8

23.1

24.5

17.5

11.7

53.5

54.0

28.4

22.9

9.5

13.4

40.6

45.0

37.4

22.4

11.9

16.2

66.7

57.1

21.6

24.2

17.2

10.7

51.4

60.3

22.2

19.2

8.1

15.4

64.4

54.8

24.8

24.7

17.5

11.3
0% 50% 100%

10.2

8.0

1.4

1.5

0.1

0.8

10.5

7.7

1.1

1.6

-

0.1

7.8

9.6

2.6

1.0

0.1

0.3

2.4

10.2

3.6

1.7

0.2

0.9

11.8

7.5

0.9

1.5

-

0.8

9.1

9.3

1.7

1.5

0.4

0.2

10.5

7.8

1.3

1.5

-

0.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学5年生の保護者全体（N=8,779） 世帯区分１（n=6,905） 世帯区分２（n=960）
ひとり親世帯（n=1,522） 非ひとり親世帯（n=7,257） 困難世帯（n=1,043）
非困難世帯（n=7,528）
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学校が終わってから夕食までの間、一緒に過ごす相手（中学 2 年生の保護者） 

母親 塾などの習い事の先生

兄弟姉妹 放課後児童クラブの支援員

祖父母 おじ・おばなどの親せき

父親 その他の人

お子さん一人 わからない

お子さんの友人 無回答

64.6

52.6

18.5

15.0

13.9

11.1

66.4

52.4

17.2

15.7

13.9

11.3

53.9

54.5

26.2

9.3

16.9

10.5

43.5

46.1

31.2

3.6

19.7

10.5

69.3

54.1

15.6

17.5

12.6

11.3

53.9

55.5

18.7

12.9

19.4

9.2

67.1

52.9

18.6

15.6

13.1

11.6
0% 50% 100%

9.9

1.6

1.1

2.2

0.1

1.1

10.7

1.3

0.8

2.2

-

0.3

6.8

3.4

2.5

1.9

0.3

0.3

8.8

2.1

2.5

2.5

-

1.4

10.2

1.4

0.8

2.2

0.1

1.1

5.5

2.0

1.3

1.7

0.5

0.5

10.7

1.5

1.1

2.4

-

0.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学2年生の保護者全体（N=7,943） 世帯区分１（n=6,238） 世帯区分２（n=864）
ひとり親世帯（n=1,469） 非ひとり親世帯（n=6,474） 困難世帯（n=1,090）
非困難世帯（n=6,650）
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問 19 お子さんは、塾や習いごとをしていますか。（あてはまる番号すべてに○をつけてくださ
い） 

 
子どもの塾や習いごとについては、小学生保護者は「スポーツ」（56.7％）が最も高く、次いで

「絵画・音楽・習字などの芸術の習いごと」（30.7％）、「学習塾・進学塾」（20.5％）となっている。

なお、「塾や習いごとはしていない」（17.9％）は１割強となっている。 

一方、中学生保護者は「学習塾・進学塾」（38.2％）が最も高く、次いで「スポーツ」（28.4％）、

「絵画・音楽・習字などの芸術の習いごと」（15.4％）となっている。なお、「塾や習いごとはして

いない」（29.4％）は３割となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、世帯区分２は世帯区分１より、困難世帯は非困難

世帯より「塾や習いごとはしていない」の割合が高くなっている。 
 

塾や習い事の有無（小学 5 年生の保護者） 

スポーツ

絵画・音楽・習字などの芸術の習いごと

学習塾・進学塾

英会話・珠算などの勉強の習いごと

通信教育

家庭教師

その他

塾や習いごとはしていない

無回答

56.7

30.7

20.5

19.0

6.0

0.7

0.7

17.9

1.0

60.1

32.8

22.2

20.7

6.5

0.7

0.6

15.0

0.2

38.9

20.3

13.0

9.1

3.0

0.6

0.9

36.4

0.5

45.5

22.6

19.3

14.3

3.8

0.6

1.0

28.6

1.1

59.0

32.4

20.8

19.9

6.4

0.7

0.6

15.6

0.9

42.5

14.0

10.4

7.7

2.2

0.3

0.8

39.3

0.3

59.1

33.3

22.1

20.7

6.5

0.7

0.7

15.1

0.3
0% 20% 40% 60% 80%

小学5年生の保護者全体（N=8,779）
世帯区分１（n=6,905）
世帯区分２（n=960）
ひとり親世帯（n=1,522）
非ひとり親世帯（n=7,257）
困難世帯（n=1,043）
非困難世帯（n=7,528）
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塾や習い事の有無（中学 2 年生の保護者） 

学習塾・進学塾

スポーツ

絵画・音楽・習字などの芸術の習いごと

英会話・珠算などの勉強の習いごと

通信教育

家庭教師

その他

塾や習いごとはしていない

無回答

38.2

28.4

15.4

8.9

5.6

2.4

0.5

29.4

1.3

41.2

29.8

16.4

9.7

5.8

2.6

0.4

26.8

0.4

24.7

23.0

9.7

5.2

3.1

1.0

0.8

46.9

0.6

34.2

24.7

11.6

7.4

4.0

1.9

0.6

37.1

2.1

39.1

29.3

16.2

9.2

5.9

2.5

0.4

27.6

1.2

18.3

23.1

8.0

4.3

1.9

1.3

0.6

51.9

0.8

41.9

29.5

16.8

9.7

6.3

2.5

0.4

26.0

0.4
0% 20% 40% 60% 80%

中学2年生の保護者全体（N=7,943）

世帯区分１（n=6,238）

世帯区分２（n=864）

ひとり親世帯（n=1,469）

非ひとり親世帯（n=6,474）

困難世帯（n=1,090）

非困難世帯（n=6,650）
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問 19-１ 【問 19で「８．塾や習いごとはしていない」と答えた方におうかがいします。】 
通わせていない理由について、教えてください。（あてはまる番号１つに○をつけて
ください） 

 
子どもの「塾や習いごとしていない」と答えた人の理由については、小学生保護者及び中学生保

護者ともに「子どもが行きたがらないから」、「通わせたいが、月謝等の負担が難しいから」が中心

だが、中学生保護者は「スポーツクラブや部活動などで忙しいから」の割合も高くなっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、困難世帯において「通わせたいが、月謝等の負担

が難しいから」の割合がかなり高くなっている。 
 

塾や習い事に通わせていない理由 

凡例

全　体
（n=1,569）

世帯区分１
（n=1,034）

世帯区分２
（n=349）

ひとり親世帯
（n=436）

非ひとり親世帯
（n=1,133）

困難世帯
（n=410）

非困難世帯
（n=1,135）

全　体
（n=2,334）

世帯区分１
（n=1,669）

世帯区分２
（n=405）

ひとり親世帯
（n=545）

非ひとり親世帯
（n=1,789）

困難世帯
（n=566）

非困難世帯
（n=1,727）

近
く
に
通
わ
せ
た
い

塾
な
ど
が
な
い
か
ら

5.2

5.5

4.9

4.6

5.4

2.7

5.9

3.1

2.8

3.2

3.3

3.0

2.1

3.4

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
や

部
活
動
な
ど
で

忙
し
い
か
ら

0.6

0.6

0.2

0.7

0.2

0.7

20.1

22.0

13.8

12.5

22.4

10.1

23.2

通
わ
せ
た
い
が
、

月
謝
等
の
負
担
が

難
し
い
か
ら

30.3

24.8

49.3

45.0

24.6

62.7

18.6

24.5

20.6

43.2

36.5

20.8

57.1

14.1

通
わ
せ
な
く
て
も

十
分
に
学
習
が

で
き
る
か
ら

5.0

6.7

1.7

2.8

5.9

1.5

6.3

6.7

7.3

4.2

3.9

7.6

3.2

7.9

子
ど
も
が

行
き
た
が
ら
な
い
か
ら

32.6

36.2

20.9

22.9

36.3

12.4

39.7

22.5

24.1

16.8

19.3

23.5

10.1

26.3

特
に
理
由
は
な
い

18.0

18.5

15.2

14.7

19.3

8.5

21.7

13.9

14.1

9.9

13.0

14.2

7.2

16.2

無
回
答

8.3

7.8

8.0

9.9

7.8

12.0

7.0

9.2

9.1

8.9

11.6

8.4

10.2

8.9

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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問 20 あなたは、お子さんと十分会話する時間が取れていると思いますか。（あてはまる番号１
つに○をつけください）   

 
子どもと十分話す時間がとれているかについては、小学生保護者は「とてもそう思う」が 28.1％、

「どちらかといえばそう思う」が 55.4％と、これらを合わせた『そう思う』（83.5％）は８割以上

を占めており、『そう思わない』（「どちらかといえばそう思わない」、「そう思わない」の合計）の

15.6％を大きく上回っている。一方、中学生も「とてもそう思う」が 26.8％、「どちらかといえば

そう思う」が 55.0％と、これらを合わせた『そう思う』（81.8％）は８割以上を占めており、『そ

う思わない』（「どちらかといえばそう思わない」、「そう思わない」の合計）の 17.0％を大きく上回

っている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、世帯区分２は世帯区分１より、ひとり親世帯は非

ひとり親世帯より、困難世帯は非困難世帯より『そう思わない』の割合が高くなっている。 
 

子どもと会話する時間の有無 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

とても
そう思う

28.1

28.0

25.0

20.9

29.6

17.2

29.5

26.8

27.1

21.8

20.8

28.2

18.3

28.1

どちらかといえば
そう思う

55.4

56.5

51.5

54.0

55.7

51.9

56.1

55.0

55.7

53.1

52.6

55.6

53.7

55.5

どちらかといえば
そう思わない

13.6

13.1

18.8

19.9

12.2

24.9

12.1

14.8

14.5

18.9

20.7

13.5

21.6

13.8

そう思わない

2.0

1.7

3.9

4.3

1.5

5.4

1.6

2.2

1.9

4.2

4.2

1.8

5.0

1.7

無回答

0.9

0.8

0.9

0.9

0.9

0.7

0.8

1.1

0.8

2.1

1.8

0.9

1.5

0.9

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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問 21 あなたがお子さんと一緒に遊んだり話したりする時間は、１日あたりだいたいどれくらい
になりますか。（平日、休日それぞれについて、あてはまる番号１つに○をつけてくださ
い） 

 
①平日 

子どもと平日に一緒に遊んだり話したりする時間については、小学生保護者は「１時間～２時間

未満」（24.4％）が最も高く、次いで「30 分～１時間未満」（20.6％）であり、『２時間以上』（38.9％）

では約４割を占める。一方、中学生保護者は「30 分～１時間未満」（25.4％）が最も高く、次いで

「１時間～２時間未満」（24.9％）であり、『２時間以上』（25.5％）では小学生保護者の割合を大

きく下回っている。 
 

平日に一緒に遊んだり話したりする時間 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

０
分

0.7

0.7

1.0

1.7

0.5

1.5

0.6

1.0

0.9

1.7

1.5

0.9

1.7

0.9

１
分
～

１
５
分
未
満

3.8

3.6

5.0

4.9

3.5

6.0

3.5

6.2

6.1

7.4

8.0

5.8

9.0

5.7

１
５
分
～

３
０
分
未
満

10.1

10.0

11.1

10.3

10.1

12.4

9.7

15.3

15.5

16.2

15.6

15.2

18.3

14.9

３
０
分
～

１
時
間
未
満

20.6

21.1

20.6

21.6

20.4

20.4

20.9

25.4

26.3

24.0

23.3

25.9

22.8

25.9

１
時
間
～

２
時
間
未
満

24.4

24.7

23.0

22.7

24.7

24.2

24.4

24.9

25.3

22.7

24.7

24.9

21.7

25.4

２
時
間
～

３
時
間
未
満

18.9

19.4

18.2

19.3

18.9

17.0

19.3

14.3

14.2

13.5

12.6

14.7

12.7

14.6

３
時
間
～

４
時
間
未
満

10.1

9.8

10.5

9.7

10.2

8.7

10.3

5.9

5.6

7.5

6.1

5.9

5.8

6.0

４
時
間
以
上

9.9

9.7

9.5

8.3

10.3

8.4

10.2

5.3

4.7

5.2

5.9

5.1

6.7

5.1

無
回
答

1.4

1.1

0.9

1.4

1.4

1.3

1.2

1.7

1.3

1.7

2.2

1.6

1.5

1.6

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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②休日 

子どもと休日に一緒に遊んだり話したりする時間については、小学生保護者は「６時間以上」

（33.8％）が最も高く、『２時間以上』（71.5％）でも７割を占める。一方、中学生保護者は「６時

間以上」（16.8％）が最も高く、次いで「１時間～２時間未満」（15.6％）、「２時間～３時間未満」

（15.1％）であり、『２時間以上』（55.0％）では小学生保護者の割合を大きく下回っている。 

 

休日に一緒に遊んだり話したりする時間 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

０
分

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.8

0.1

0.4

0.4

0.7

0.4

0.4

0.7

0.4

１
分
～

１
５
分
未
満

0.9

0.8

1.0

1.1

0.9

1.2

0.8

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

3.5

1.8

１
５
分
～

３
０
分
未
満

1.9

1.8

2.2

1.8

1.9

2.8

1.8

4.8

4.7

5.7

5.7

4.6

6.8

4.4

３
０
分
～

１
時
間
未
満

5.6

5.7

5.8

5.4

5.7

7.1

5.5

9.7

10.0

9.1

9.4

9.8

10.3

9.8

１
時
間
～

２
時
間
未
満

9.9

10.2

8.5

8.7

10.2

9.7

10.0

15.6

16.1

14.0

13.3

16.1

14.9

15.8

２
時
間
～

３
時
間
未
満

12.2

12.6

10.5

11.6

12.3

11.5

12.4

15.1

15.7

11.9

12.7

15.6

12.8

15.6

３
時
間
～

４
時
間
未
満

9.9

10.0

9.5

9.4

10.0

10.4

9.9

10.4

10.1

10.0

11.2

10.2

8.7

10.6

４
時
間
～

５
時
間
未
満

8.3

8.6

7.3

8.0

8.4

7.7

8.5

7.7

7.6

8.1

8.2

7.6

8.1

7.6

５
時
間
～

６
時
間
未
満

7.3

7.3

7.8

7.4

7.3

8.0

7.3

5.0

5.0

5.0

4.2

5.1

4.1

5.1

６
時
間
以
上

33.8

33.8

32.2

33.6

33.8

26.6

34.7

16.8

16.4

17.4

17.2

16.7

16.1

17.1

無
回
答

9.9

9.0

14.8

12.7

9.4

14.4

9.1

12.5

11.8

16.1

15.5

11.8

14.0

12.0

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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問 22 あなたのご家庭では、お子さんに対して次のことをしていますか。（①～⑧のそれぞれの
項目について、あてはまる番号１つに○をつけてください） 

 
①テレビゲーム（コンピューターゲームを含む）で遊ぶ時間を決めている 

テレビゲームの遊ぶ時間を決めているについては、小学生保護者は『あてはまる』（「あてはまる」、

「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 70.0％であり、『あてはまらない』（「どちらかといえ

ばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）の 28.6％を大きく上回っている。一方、中学生保

護者は『あてはまる』（「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 56.1％、『あて

はまらない』（「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）が 42.3％となって

いる。 

子ども調査の結果と比較すると、ほぼ同様の回答傾向を示している。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、ひとり親世帯は非ひとり親世帯より、困難世帯は

非困難世帯より『あてはまらない』の割合が高くなっている。 
 

テレビゲーム（コンピューターゲームを含む）で遊ぶ時間を決めている 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あてはまる

35.6

36.5

30.1

29.1

37.0

28.7

36.4

23.9

24.3

21.8

19.7

24.9

20.4

24.7

どちらかといえば
あてはまる

34.4

34.2

34.3

33.6

34.6

29.9

35.1

32.2

32.9

28.6

27.8

33.2

28.3

32.9

どちらかといえば
あてはまらない

16.9

16.7

19.7

20.0

16.2

22.1

16.3

21.8

21.1

27.2

24.0

21.3

25.0

21.2

あてはまらない

11.7

11.3

15.0

15.6

10.9

18.5

10.7

20.5

20.4

21.1

26.1

19.2

24.7

19.8

無回答

1.4

1.3

0.9

1.7

1.4

0.9

1.4

1.5

1.3

1.4

2.4

1.3

1.7

1.4

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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②携帯電話やスマートフォンの使い方について、ルールや約束をしている 

携帯電話やスマートフォンの使い方については、小学生保護者は『あてはまる』（「あてはまる」、

「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 77.5％であり、『あてはまらない』（「どちらかといえ

ばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）の 19.2％を大きく上回っている。一方、中学生保

護者も『あてはまる』（「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 73.8％であり、

『あてはまらない』（「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）の 23.5％を

大きく上回っている。 

子ども調査結果と比較すると、小学生保護者及び中学生保護者ともに『あてはまる』の割合がや

や高い。 

 
携帯電話やスマートフォンの使い方について、ルールや約束をしている 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あてはまる

44.9

45.5

41.6

41.3

45.7

40.4

45.5

36.1

36.8

33.0

30.9

37.2

31.9

36.9

どちらかといえば
あてはまる

32.6

32.3

35.7

32.3

32.7

32.7

32.8

37.7

38.0

36.6

35.5

38.1

35.5

38.2

どちらかといえば
あてはまらない

8.8

8.8

9.9

10.6

8.4

11.4

8.5

13.0

12.7

14.9

16.2

12.3

16.5

12.4

あてはまらない

10.4

10.5

10.6

12.6

9.9

12.8

10.1

10.5

10.3

12.0

13.7

9.8

13.2

10.0

無回答

3.2

2.9

2.2

3.2

3.3

2.7

3.1

2.8

2.3

3.5

3.7

2.6

2.8

2.6

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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③お子さんに本や新聞を読むようにすすめている 

お子さんに本や新聞を読むようにすすめているについては、小学生保護者は『あてはまる』（「あ

てはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 62.9％であり、『あてはまらない』（「どち

らかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）の 36.0％を大きく上回っている。一方、

中学生保護者は『あてはまる』（「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 54.9％、

『あてはまらない』（「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）が 43.8％と

なっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、世帯区分２は世帯区分１より、ひとり親世帯は非

ひとり親世帯より、困難世帯は非困難世帯より『あてはまらない』の割合が高くなっている。 

 
お子さんに本や新聞を読むようにすすめている 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あてはまる

25.6

26.4

21.5

21.6

26.4

19.3

26.4

20.0

20.5

16.4

17.8

20.5

15.4

20.8

どちらかといえば
あてはまる

37.3

38.0

32.5

33.6

38.0

32.5

38.1

34.9

36.0

30.4

30.0

36.0

30.4

35.7

どちらかといえば
あてはまらない

23.7

23.5

24.8

26.1

23.2

26.9

23.3

27.0

26.9

29.4

26.1

27.2

27.7

27.0

あてはまらない

12.3

11.2

19.6

17.1

11.3

19.6

11.3

16.8

15.7

21.8

24.2

15.2

25.5

15.4

無回答

1.1

0.9

1.7

1.5

1.0

1.7

0.8

1.3

0.9

2.0

2.0

1.1

1.0

1.1

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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④お子さんのよいところをほめるなどして自信を持たせるようにしている 

お子さんのよいところをほめるなどして自信を持たせるようにしているについては、小学生保護

者は『あてはまる』（「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 85.9％であり、『あ

てはまらない』（「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）の 13.2％を大き

く上回っている。一方、中学生保護者も『あてはまる』（「あてはまる」、「どちらかといえばあては

まる」の合計）が 82.0％であり、『あてはまらない』（「どちらかといえばあてはまらない」、「あて

はまらない」の合計）の 17.0％を大きく上回っている。 

 
お子さんのよいところをほめるなどして自信を持たせるようにしている 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あてはまる

31.1

30.8

31.4

30.6

31.2

28.2

31.3

26.9

27.8

22.8

24.0

27.6

25.1

27.3

どちらかといえば
あてはまる

54.8

55.7

51.7

51.2

55.6

54.7

55.1

55.1

55.1

54.1

52.6

55.6

51.7

55.8

どちらかといえば
あてはまらない

12.1

11.9

13.9

14.7

11.5

13.5

12.0

15.0

14.7

18.8

18.0

14.3

18.7

14.3

あてはまらない

1.1

0.9

2.3

2.3

0.8

2.4

0.9

2.0

1.8

3.1

3.4

1.7

3.6

1.7

無回答

0.9

0.8

0.8

1.2

0.9

1.2

0.7

1.0

0.7

1.3

2.0

0.8

0.8

0.9

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

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

収
入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑤お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをした 

お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをしたについては、小学生保護者は『あてはまる』（「あ

てはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 70.5％であり、『あてはまらない』（「どち

らかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）の 28.7％を大きく上回っている。一方、

中学生保護者も『あてはまる』（「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 71.3％

であり、『あてはまらない』（「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）が

27.8％を大きく上回っている。 

 
お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをした 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あてはまる

38.2

39.1

33.1

33.6

39.2

28.3

39.7

40.0

41.2

32.9

34.4

41.3

33.9

41.1

どちらかといえば
あてはまる

32.3

32.0

33.2

32.8

32.2

29.5

32.7

31.3

31.3

31.8

31.7

31.2

31.4

31.4

どちらかといえば
あてはまらない

21.1

21.2

21.6

22.7

20.7

27.6

20.2

19.4

19.1

22.2

21.0

19.0

22.3

19.0

あてはまらない

7.6

7.1

10.9

9.7

7.1

13.6

6.8

8.4

7.7

11.6

11.2

7.8

11.7

7.8

無回答

0.9

0.7

1.1

1.1

0.8

1.0

0.7

0.9

0.6

1.5

1.6

0.7

0.7

0.7
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収
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形
態
別

経
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的
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難
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帯
別
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入

階
層
別

家
族

形
態
別

経
済
的

困
難
世
帯
別

小
学
５
年
生
の
保
護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑥お子さんの勉強（宿題）をみている 

お子さんの勉強（宿題）をみているについては、小学生保護者は『あてはまる』（「あてはまる」、

「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 68.8％であり、『あてはまらない』（「どちらかといえ

ばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）の 30.4％を大きく上回っている。一方、中学生保

護者は『あてはまる』（「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）は 35.1％にとどま

り、『あてはまらない』（「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）が 63.9％

となっている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、世帯区分２は世帯区分１より、ひとり親世帯は非

ひとり親世帯より、困難世帯は非困難世帯より『あてはまらない』の割合が高くなっている。 

 
お子さんの勉強（宿題）をみている 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あてはまる

28.8

29.9

23.1

22.7

30.1

18.7

30.4

9.6

9.8

8.3

7.5

10.1

7.2

10.0

どちらかといえば
あてはまる

40.0

40.4

37.8

35.5

40.9

36.9

40.4

25.5

26.0

22.1

20.9

26.6

20.8

26.4

どちらかといえば
あてはまらない

23.9

23.1

29.5

31.1

22.4

31.7

22.8

39.4

39.8

40.4

41.5

38.9

41.3

39.2

あてはまらない

6.5

6.1

8.6

9.7

5.8

11.8

5.8

24.5

23.7

27.2

28.5

23.6

29.7

23.6

無回答
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0.9

0.9
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護
者

中
学
２
年
生
の
保
護
者
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⑦子どもだけで夜間に留守番させる 

子どもだけで夜間に留守番させるについては、小学生保護者は『あてはまる』（「あてはまる」、「ど

ちらかといえばあてはまる」の合計）は 7.4％にとどまり、『あてはまらない』（「どちらかといえば

あてはまらない」、「あてはまらない」の合計）が 91.8％を占めている。一方、中学生保護者は『あ

てはまる』（「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）は 10.4％にとどまり、『あて

はまらない』（「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）が 88.7％を占めて

いる。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、世帯区分２は世帯区分１より、ひとり親世帯は非

ひとり親世帯より、困難世帯は非困難世帯より『あてはまる』の割合が高く１割以上となっている。 

 
子どもだけで夜間に留守番させる 

凡例

全　体
（N=8,779）

世帯区分１
（n=6,905）

世帯区分２
（n=960）

ひとり親世帯
（n=1,522）

非ひとり親世帯
（n=7,257）

困難世帯
（n=1,043）

非困難世帯
（n=7,528）

全　体
（N=7,943）

世帯区分１
（n=6,238）

世帯区分２
（n=864）

ひとり親世帯
（n=1,469）

非ひとり親世帯
（n=6,474）

困難世帯
（n=1,090）

非困難世帯
（n=6,650）

あてはまる

2.1

1.8

4.7

5.1

1.5

6.4

1.6

3.1

2.8

6.5

7.5

2.1

6.1

2.6

どちらかといえば
あてはまる

5.3

5.0

8.0

9.5

4.4

10.0

4.6

7.3

6.8

11.0

11.8

6.3

11.3

6.6

どちらかといえば
あてはまらない

11.3

11.6

10.9

11.7

11.2

14.6

10.8

15.7

16.1

15.3

17.0

15.4

17.9

15.3

あてはまらない

80.5

81.0

75.2

72.7

82.1

68.0

82.3

73.0

73.7

65.5

61.7

75.5

63.5

74.8

無回答
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護
者
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⑧子どもの前で保護者がけんかをしてしまう 

子どもの前で保護者がけんかをしてしまうについては、小学生保護者は『あてはまる』（「あては

まる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）が 27.2％にとどまり、『あてはまらない』（「どち

らかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）は 71.7％を占めている。一方、中学生

保護者も『あてはまる』（「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」の合計）は 27.2％にとど

まり、『あてはまらない』（「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」の合計）が 71.6％

を占めている。 

また、小学生保護者及び中学生保護者ともに、世帯区分２は世帯区分１より、ひとり親世帯は非

ひとり親世帯より『あてはまらない』の割合が高くなっている。 
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