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3.生活実態調査（小学生・中学生） 

3.1調査回答者の基本属性等 

問１．あなたの性別を教えてください。 

調査回答者の性別は、小学生では「男」が 49.8％、「女」が 48.3％、「その他・答えたくない」が 1.0％、

中学生では「男」が 48.9％、「女」が 49.0％、「その他・答えたくない」が 1.3％となっている。 

図表 3.1.1 子どもの性別 

  

  
男 女 

その他・ 

答えたくない 
無回答 全体 

小学生 
件数 1,454  1,410  28  28  2,920 

割合 49.8% 48.3% 1.0% 1.0% 100.0% 

中学生 
件数 1,369  1,372  37  22  2,800 

割合 48.9% 49.0% 1.3% 0.8% 100.0% 

       

(県)小学生 
件数 371  452  10  3  836 

割合 44.4% 54.1% 1.2% 0.4% 100.0% 

(県)中学生 
件数 335  345  4  3  687 

割合 48.8% 50.2% 0.6% 0.4% 100.0% 

図表 3.1.2 子どもの性別（等価世帯収入別） 

  

  
男 女 

その他・ 

答えたくない 
全体 

小学生 

 

中央値以上 
件数 726 704 12 1,442 

割合 50.3% 48.8% 0.8% 100.0% 

中央値の 2 分

の 1 以上中央

値未満 

件数 519 490 9 1,018 

割合 51.0% 48.1% 0.9% 100.0% 

中央値の 2 分

の 1 未満 

件数 92 95 5 192 

割合 47.9% 49.5% 2.6% 100.0% 

中学生 

 

中央値以上 
件数 591 592 21 1,204 

割合 49.1% 49.2% 1.7% 100.0% 

中央値の 2 分

の 1 以上中央

値未満 

件数 442 445 9 896 

割合 49.3% 49.7% 1.0% 100.0% 

中央値の 2 分

の 1 未満 

件数 98 81 1 180 

割合 54.4% 45.0% 0.6% 100.0% 

※等価世帯収入別の表は無回答を含まないため、小学生・中学生別の各項目の合計値は、それぞれの総

和と一致しない。 
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図表 3.1.3 子どもとの続柄（世帯別） 

  

  
男 女 

その他・ 

答えたくな

い 

全体 

小学生 

 

ふたり親 
件数 1,294 1,277 26 2,597 

割合 49.8% 49.2% 1.0% 100.0% 

ひとり親 
件数 137 117 2 256 

割合 53.5% 45.7% 0.8% 100.0% 

母子世帯 
件数 116 98 2 216 

割合 53.7% 45.4% 0.9% 100.0% 

中学生 

 

ふたり親 
件数 1,047 1,059 30 2,136 

割合 49.0% 49.6% 1.4% 100.0% 

ひとり親 
件数 146 133 1 280 

割合 52.1% 47.5% 0.4% 100.0% 

母子世帯 
件数 121 115 1 237 

割合 51.1% 48.5% 0.4% 100.0% 

※世帯別の表は無回答を含まないため、小学生・中学生別の各項目の合計値は、それぞれの総和と一致

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

(1)全体  

普段学校の授業以外での勉強方法について、小学生では「自分で勉強する」が 77.7％、「家の人に教

えてもらう」が 53.1％、中学生では「自分で勉強する」が 84.3％、「塾で勉強する」が 38.0％となっ

ています。小学生と中学生を比較すると、小学生は「家の人に教えてもらう」が 21.9㌽高く、中学生は

「塾で勉強する」が 15.6㌽高くなっています。 

 

 

  

77.7 

22.4 

1.3 

1.0 

0.2 

53.1 

28.3 

5.3 

5.0 

0.9 

84.3 

38.0 

1.8 

3.1 

0.4 

31.2 

31.8 

2.2 

4.3 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

図表3.2.1.1 学校の授業以外での勉強方法

小学生 n=2,920 中学生 n=2,800

82.7 

22.7 

1.4 

1.2 

0.4 

54.4 

26.7 

6.8 

3.2 

0.1 

84.3 

36.4 

1.3 

3.2 

0.3 

29.4 

26.2 

5.2 

4.7 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

図表3.2.1.2 学校の授業以外での勉強方法[県調査結果]

(県)小学生 n=836 (県)中学生 n=687
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 2.授業以外での勉強方法）  

普段学校の授業以外での勉強方法について、等価世帯収入別にみると、小学生は、「中央値以上の世帯」

では、「自分で勉強する」（79.1％）、「塾で勉強する」（27.7％）、「家の人に教えてもらう」（54.8％）

が、他の世帯と比較して高くなっています。また、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１

未満）」では、「学校の授業以外で勉強はしない」（7.8％）が他の世帯と比較して高くなっています。 

 

 

79.1 

27.7 

1.2 

1.2 

0.3 

54.8 

28.5 

6.6 

3.4 

77.1 

16.4 

0.9 

0.8 

0.1 

50.7 

28.2 

3.9 

6.6 

69.9 

16.6 

2.6 

1.0 

0.0 

49.2 

28.0 

3.1 

7.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

図表3.2.2.1 等価世帯収入別・学校の授業以外での勉強方法(小学生)

中央値以上 n=1,455 中央値の2分の1以上中央値未満 n=1,027 中央値の2分の1未満 n=193

84.5 

27.2 

1.0 

0.8 

0.3 

57.6 

26.9 

6.6 

2.5 

81.9 

19.4 

1.3 

1.0 

0.6 

52.4 

27.0 

7.9 

2.9 

76.8 

15.9 

2.9 

4.3 

0.0 

44.9 

30.4 

4.3 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

図表3.2.2.2 等価世帯収入別・学校の授業以外での勉強方法(小学生)

[県調査結果]

中央値以上 n=394 中央値の2分の1以上中央値未満 n=315 中央値の2分の1未満 n=69
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 2.授業以外での勉強方法）  

普段学校の授業以外での勉強方法について、等価世帯収入別にみると、中学生は、「中央値以上の世帯」

では、「自分で勉強する」（86.1％）、「塾で勉強する」（45.5％）、「家の人に教えてもらう」（33.8％）

が、他の世帯と比較して高くなっています。また、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１

未満）」では、「学校の授業以外で勉強はしない」（8.3％）、「家庭教師に教えてもらう」（6.1％）が他の

世帯と比較して高くなっています。 

 

 

86.1 

45.5 

1.7 

2.7 

0.2 

33.8 

30.2 

2.0 

2.4 

83.4 

30.8 

2.0 

2.9 

0.6 

28.4 

32.0 

2.8 

5.6 

82.9 

30.9 

2.8 

6.1 

0.6 

26.5 

32.0 

1.7 

8.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

図表3.2.3.1 等価世帯収入別・学校の授業以外での勉強方法(中学生)

中央値以上 n=1,210 中央値の2分の1以上中央値未満 n=905 中央値の2分の1未満 n=181

83.0 

23.2 

1.5 

0.8 

0.4 

55.5 

26.9 

7.0 

3.1 

81.5 

16.7 

0.0 

5.6 

0.0 

40.7 

25.9 

5.6 

3.7 

79.2 

18.8 

0.0 

6.3 

0.0 

41.7 

25.0 

6.3 

4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

図表3.2.3.2 等価世帯収入別・学校の授業以外での勉強方法(中学生)

[県調査結果]

中央値以上 n=776 中央値の2分の1以上中央値未満 n=54 中央値の2分の1未満 n=48
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(4)世帯別・小学生（問 2.授業以外での勉強方法）  

普段学校の授業以外での勉強方法について、世帯別にみると、小学生は、ひとり親世帯では、「自分で

勉強する」が 72.3％、「塾で勉強する」が 16.5％、「家の人に教えてもらう」が 46.2％で、ふたり親世

帯と比較して低くなっています。一方、「学校の授業以外で勉強はしない」が 8.8％は、ふたり親世帯と

比較して高くなっています。 

 

 
  

78.5 

23.1 

1.3 

1.0 

0.3 

53.7 

28.2 

5.5 

4.6 

72.3 

16.5 

1.5 

1.2 

0.0 

46.2 

28.5 

4.6 

8.8 

73.5 

16.9 

0.9 

1.4 

0.0 

47.9 

27.9 

5.5 

8.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

図表3.2.4.1 世帯別・学校の授業以外での勉強方法(小学生)

ふたり親 n=2,618 ひとり親 n=260 母子世帯 n=219

86.9 

44.0 

1.8 

3.9 

0.6 

32.1 

24.1 

5.1 

2.4 

84.3 

26.0 

0.8 

2.4 

0.0 

26.4 

27.6 

4.3 

6.3 

74.6 

33.9 

1.7 

5.1 

0.0 

25.4 

30.5 

6.8 

11.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

図表3.2.4.2 世帯別・学校の授業以外での勉強方法(小学生)[県調査結果]

ふたり親 n=336 ひとり親 n=254 母子世帯 n=59
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(5)世帯別・中学生（問 2.授業以外での勉強方法）  

普段学校の授業以外での勉強方法について、世帯別にみると、中学生は、ひとり親世帯では、「自分で

勉強する」が 81.3％、「塾で勉強する」が 28.9％、「家の人に教えてもらう」が 24.3％で、ふたり親世

帯と比較して低くなっています。一方、「学校の授業以外で勉強はしない」が 7.7％、「家庭教師に教えて

もらう」（4.6％）で、ふたり親世帯と比較して高くなっています。 

 

 
  

85.3 

39.3 

1.8 

2.8 

0.3 

31.8 

31.0 

2.4 

3.8 

81.3 

28.9 

1.1 

4.6 

1.1 

24.3 

32.0 

1.4 

7.7 

81.6 

29.3 

0.8 

4.6 

1.3 

23.8 

33.1 

1.7 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

図表3.2.5.1 世帯別・学校の授業以外での勉強方法(中学生)

ふたり親 n=2,150 ひとり親 n=284 母子世帯 n=239

84.6 

37.4 

1.3 

3.0 

0.3 

30.2 

26.6 

5.3 

4.8 

82.9 

27.6 

1.3 

5.3 

0.0 

22.4 

25.0 

5.3 

3.9 

81.3 

26.6 

1.6 

6.3 

0.0 

23.4 

26.6 

6.3 

3.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で勉強する

塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

図表3.2.5.2 世帯別・学校の授業以外での勉強方法(中学生)[県調査結果]

ふたり親 n=605 ひとり親 n=76 母子世帯 n=64
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問３．あなたは、ふだん学校の授業以外に、１日あたりどれくらいの時間勉強をしますか。 

a) 学校がある日（月～金曜日） 

(1)全体 

普段学校がある日の勉強時間は、小学生・中学生ともに、「30分以上、1時間より少ない」が 44.3％、

35.0％と最も高く、次いで「1時間以上、2時間より少ない」が 23.3％、28.8％、「30分より少ない」

が 20.8％、21.6％となっています。また、学校がある日に勉強を「まったくしない」と回答した割合

は、小学生が 3.4％で、県調査（1.9％）と比較してやや高く、中学生が 5.8％で、県調査（7.1％）と

比較してやや低くなっています。 

 

 

  

3.4 

5.8 

20.8 

21.6 

44.3 

35.0 

23.3 

28.8 

5.0 

5.8 

1.7 

1.9 

1.4 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.3.a.1.1 学校がある日の勉強時間

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上 無回答

1.9 

7.1 

17.0 

21.1 

44.9 

35.1 

28.1 

28.2 

4.7 

6.6 

2.9 

1.3 

0.6 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.3.a.1.2 学校がある日の勉強時間[県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上 無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 3.a 学校がある日の授業以外での勉強時間） 

普段学校がある日の勉強時間について、等価世帯収入別にみると、小学生では、学校がある日に勉強を

「まったくしない」と回答した割合は、全体では 3.4％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い

世帯（中央値の 2分の 1未満）」では 6.8％と高くなっています。また、県調査（2.9％）と比較してや

や高くなっています。 

 

 

  

2.0 

4.6 

6.8 

19.4 

23.2 

28.3 

45.2 

45.0 

40.3 

25.9 

21.6 

19.4 

5.6 

4.4 

3.7 

2.0 

1.2 

1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,427

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,020

中央値の2分の1未満

n=191

図表3.3.a.2.1 等価世帯収入別・学校がある日の勉強時間(小学生)

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上

1.8 

1.6 

2.9 

14.5 

17.3 

24.6 

45.0 

46.3 

43.5 

30.3 

27.2 

26.1 

6.6 

4.2 

0.0 

1.8 

3.5 

2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=393

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=313

中央値の2分の1未満

n=69

図表3.3.a.2.2 等価世帯収入別・学校がある日の勉強時間(小学生) [県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 3.a 学校がある日の授業以外での勉強時間） 

普段学校がある日の勉強時間について、等価世帯収入別にみると、中学生では、学校がある日に勉強を

「まったくしない」と回答した割合は、全体では 5.8％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い

世帯（中央値の 2分の 1未満）」では 8.4％と高くなっています。また、県調査（15.3％）と比較して

低くなっています。 

 

 

  

5.0 

6.3 

8.4 

19.1 

22.9 

24.2 

35.6 

35.7 

34.8 

31.8 

28.0 

25.3 

6.8 

5.2 

5.1 

1.7 

2.0 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,201

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=892

中央値の2分の1未満

n=178

図表3.3.a.3.1 等価世帯収入別・学校がある日の勉強時間(中学生)

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上

5.1 

8.7 

15.3 

20.0 

24.9 

15.3 

35.8 

36.4 

32.2 

30.7 

23.3 

28.8 

6.3 

5.9 

8.5 

2.1 

0.8 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=335

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=253

中央値の2分の1未満

n=59

図表3.3.a.3.2 等価世帯収入別・学校がある日の勉強時間(中学生)[県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上
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(4)世帯別・小学生（問 3.a 学校がある日の授業以外での勉強時間） 

普段学校がある日の勉強時間について、世帯別にみると、小学生では、学校がある日に勉強を「まった

くしない」と回答した割合は、全体では 3.4％であったのに対し、ひとり親世帯では 6.3％と高くなって

います。また、県調査（1.9％）と比較して高くなっています。 

 

 

  

3.1 

6.3 

6.0 

20.6 

27.0 

27.5 

45.3 

41.0 

39.9 

24.0 

20.7 

22.0 

5.3 

3.5 

3.2 

1.8 

1.6 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,584

ひとり親

n=256

母子世帯

n=218

図表3.3.a.4.1 世帯別・学校がある日の勉強時間(小学生)

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上

1.9 

1.9 

2.1 

16.7 

22.6 

19.1 

45.3 

45.3 

48.9 

28.1 

30.2 

29.8 

5.0 

0.0 

0.0 

3.0 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=773

ひとり親

n=53

母子世帯

n=47

図表3.3.a.4.2 世帯別・学校がある日の勉強時間(小学生)[県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上
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(5)世帯別・中学生（問 3.a 学校がある日の授業以外での勉強時間） 

普段学校がある日の勉強時間について、世帯別にみると、中学生では、学校がある日に勉強を「まった

くしない」と回答した割合は、全体では 5.8％であったのに対し、ひとり親世帯では 8.0％と高くなって

います。また、県調査（9.2％）と比較して低くなっています。 

 

 

 

  

5.5 

8.0 

9.0 

20.6 

24.4 

23.6 

35.9 

37.5 

39.1 

30.3 

22.9 

21.0 

6.1 

4.0 

3.4 

1.6 

3.3 

3.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,132

ひとり親

n=275

母子世帯

n=233

図表3.3.a.5.1 世帯別・学校がある日の勉強時間(中学生)

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上

7.0 

9.2 

9.4 

21.8 

17.1 

18.8 

35.7 

31.6 

32.8 

27.9 

31.6 

28.1 

6.3 

9.2 

9.4 

1.3 

1.3 

1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=602

ひとり親

n=76

母子世帯

n=64

図表3.3.a.5.2 世帯別・学校がある日の勉強時間(中学生)[県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上
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b) 学校がない日（土・日曜日・祝日） 

(1)全体 

学校がない日の勉強時間は、小学生・中学生ともに、「30 分以上、1 時間より少ない」が 32.6％、

27.0％と最も高くなっています。次いで、小学生では「30 分より少ない」が 26.3％、「1 時間以上、

2時間より少ない」が 19.4％となっており、中学生では、「1時間以上、2時間より少ない」が 24.5％

「30 分より少ない」が 18.3％となっています。また、学校がない日に勉強を「まったくしない」と回

答した割合は、小学生が 11.2％で、県調査（4.9％）と比較して高くなっており、中学生は 9.8％で、

県調査（9.2％）比較してやや高くなっています。 

 

 

 

 

  

11.2 

9.8 

26.3 

18.3 

32.6 

27.0 

19.4 

24.5 

4.3 

12.6 

2.5 

6.2 

3.8 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.3.b.1.1 学校がない日の勉強時間

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上 無回答

4.9 

9.2 

26.0 

14.4 

37.1 

25.5 

21.7 

24.6 

4.3 

16.4 

3.0 

8.0 

3.1 

1.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.3.b.1.2 学校がない日の勉強時間[県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上 無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 3.b 学校がない日の勉強時間） 

学校がない日の勉強時間について、等価世帯収入別にみると、小学生では、学校がない日に勉強を「ま

ったくしない」と回答した割合は、全体では 11.2％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世

帯（中央値の 2分の 1未満）」では 18.7％と高くなっています。また、県調査（12.1％）と比較して

高くなっています。 

 

 

 

  

10.2 

12.9 

18.7 

25.8 

29.0 

31.0 

35.0 

33.0 

26.7 

20.3 

19.6 

18.2 

5.4 

3.6 

4.3 

3.4 

1.8 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,399

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=993

中央値の2分の1未満

n=187

図表3.3.b.2.1 等価世帯収入別・学校がない日の勉強時間(小学生)

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上

4.7 

4.2 

12.1 

25.8 

28.6 

24.2 

37.1 

37.0 

48.5 

24.7 

22.7 

12.1 

3.7 

5.2 

3.0 

3.9 

2.3 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=380

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=308

中央値の2分の1未満

n=66

図表3.3.b.2.2 等価世帯収入別・学校がない日の勉強時間(小学生)[県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 3.b 学校がない日の勉強時間） 

学校がない日の勉強時間について、等価世帯収入別にみると、中学生では、学校がない日に勉強を「ま

ったくしない」と回答した割合は、全体では 9.8％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯

（中央値の 2分の 1未満）」では 11.8％とやや高くなっています。また、県調査（17.2％）と比較し

て低くなっています。 

 

 

 

  

8.5 

11.1 

11.8 

16.7 

21.3 

16.9 

27.1 

27.1 

28.1 

27.2 

22.6 

27.0 

13.1 

12.6 

11.2 

7.3 

5.3 

5.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,190

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=890

中央値の2分の1未満

n=178

図表3.3.b.3.1 等価世帯収入別・学校がない日の勉強時間(中学生)

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上

8.5 

9.2 

17.2 

13.9 

17.6 

8.6 

21.8 

30.0 

32.8 

25.2 

24.4 

24.1 

19.7 

14.0 

13.8 

10.9 

4.8 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=330

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=250

中央値の2分の1未満

n=58

図表3.3.b.3.2 等価世帯収入別・学校がない日の勉強時間(中学生)[県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上
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(4)世帯別・小学生（問 3.b 学校がない日の勉強時間） 

学校がない日の勉強時間について、世帯別にみると、小学生では、学校がない日に勉強を「まったくし

ない」と回答した割合は、全体では 11.2％であったのに対し、ひとり親世帯では 17.9％と高くなって

います。また、県調査（8.2％）と比較して高くなっています。 

 

 

 

  

11.0 

17.9 

16.7 

27.4 

24.7 

25.6 

34.2 

32.3 

33.0 

20.0 

21.5 

21.4 

4.6 

3.2 

2.8 

2.7 

0.4 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,524

ひとり親

n=251

母子世帯

n=215

図表3.3.b.4.1 世帯別・学校がない日の勉強時間(小学生)

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上

4.9 

8.2 

4.7 

26.9 

26.5 

27.9 

38.2 

38.8 

41.9 

22.6 

18.4 

18.6 

4.2 

8.2 

7.0 

3.2 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=757

ひとり親

n=49

母子世帯

n=43

図表3.3.b.4.2 世帯別・学校がない日の勉強時間(小学生)[県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上
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(5)世帯別・中学生（問 3.b 学校がない日の勉強時間） 

学校がない日の勉強時間について、世帯別にみると、中学生では、学校がない日に勉強を「まったくし

ない」と回答した割合は、全体では 9.8％であったのに対し、ひとり親世帯では 14.1％と高くなってい

ます。また、県調査（9.3％）と比較して高くなっています。 
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14.1 

13.2 

18.3 

19.9 

20.9 

27.8 

24.2 

23.8 

25.4 

25.3 

25.5 

12.9 

11.2 

11.1 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,116

ひとり親

n=277

母子世帯

n=235

図表3.3.b.5.1 世帯別・学校がない日の勉強時間(中学生)

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上
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9.3 

11.1 

15.0 

13.3 

11.1 

25.8 

25.3 

27.0 

24.9 

26.7 

25.4 

16.5 

18.7 

19.0 

8.4 

6.7 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=594

ひとり親

n=75

母子世帯

n=63

図表3.3.b.5.2 世帯別・学校がない日の勉強時間(中学生)[県調査結果]

まったくしない 30分より少ない 30分以上、

1時間より少ない

1時間以上、

2時間より少ない

2時間以上、

3時間より少ない

3時間以上
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問４．あなたの成績は、クラスの中でどのくらいだと思いますか。 

(1) 全体 

クラスの中での成績について、「やや下のほう」又は「下のほう」と回答した割合は、小学生が 28.5％、

中学生が 41.0％となっています。小学生、中学生（28.5％、41.0％）ともに、県調査（18.0％、31.1％）

と比較して高くなっています。 
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7.4 

16.1 

19.1 

35.0 

26.9 

17.1 

18.5 

11.4 

22.5 

11.0 

5.0 

0.9 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.4.1.1 成績状況

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

15.2 

13.8 

21.9 

25.3 

34.6 

26.3 

11.5 

14.8 

6.5 

16.3 

9.8 

2.9 

0.6 

0.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.4.1.2 成績状況[県調査結果]

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない 無回答
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(2) 等価世帯収入別・小学生（問 4.クラスの中での成績状況） 

クラスの中での成績状況について、等価世帯収入別にみると、小学生では、「やや下のほう」又は「下

のほう」と回答した割合は、全体では小学生が 28.5％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い

世帯（中央値の 2分の 1未満）」では小学生が 41.2％と高くなっています。また、県調査（30.4％）と

比較して高くなっています。 

 

 

  

11.0 

7.5 

3.1 

18.3 

15.1 

10.9 

35.2 

34.8 

34.4 

15.5 

19.2 

21.9 

8.9 

13.6 

19.3 

11.2 

9.9 

10.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,442

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,023

中央値の2分の1未満

n=192

図表3.4.2.1 等価世帯収入別・成績状況(小学生)

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない

18.4 

14.4 

7.2 

27.0 

19.2 

11.6 

32.1 

36.7 

39.1 

8.4 

13.7 

17.4 

5.1 

6.4 

13.0 

8.9 

9.6 

11.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=392

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=313

中央値の2分の1未満

n=69

図表3.4.2.2 等価世帯収入別・成績状況(小学生)[県調査結果]

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない
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(3) 等価世帯収入別・中学生（問 4.クラスの中での成績状況） 

クラスの中での成績状況について、等価世帯収入別にみると、中学生では、「やや下のほう」又は「下

のほう」と回答した割合は、全体では 41.0％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中

央値の 2 分の 1 未満）」では 56.1％と高くなっています。また、県調査（52.5％）と比較して高くな

っています。 

 

 

  

8.1 

6.7 

6.7 

23.8 

15.8 

10.6 

29.8 

25.8 

19.4 

16.4 

19.8 

24.4 

17.4 

27.3 

31.7 

4.4 

4.6 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,205

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=897

中央値の2分の1未満

n=180

図表3.4.3.1 等価世帯収入別・成績状況(中学生)

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない

19.7 

9.1 

5.1 

29.3 

21.3 

16.9 

26.9 

28.5 

22.0 

11.3 

18.6 

20.3 

10.4 

20.9 

32.2 

2.4 

1.6 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=335

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=253

中央値の2分の1未満

n=59

図表3.4.3.2 等価世帯収入別・成績状況(中学生)[県調査結果]

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない
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(4) 世帯別・小学生（問 4.クラスの中での成績状況） 

クラスの中での成績状況について、世帯別にみると、小学生では、「やや下のほう」又は「下のほう」

と回答した割合は、全体では 28.5％あったのに対し、ひとり親世帯では 40.9％と高くなっています。

また、県調査（20.4％）と比較して高くなっています。 
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11.0 

35.6 

33.6 

34.2 

16.7 

21.2 

21.0 

10.6 

19.7 

17.8 

10.8 

13.1 

12.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,598

ひとり親

n=259

母子世帯

n=219

図表3.4.4.1 世帯別・成績状況(小学生)

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない

15.4 

13.0 

12.5 

22.4 

18.5 

18.8 

35.0 

35.2 

35.4 

11.3 

14.8 

16.7 

6.3 

5.6 

6.3 

9.6 

13.0 

10.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=772

ひとり親

n=54

母子世帯

n=48

図表3.4.4.2 世帯別・成績状況(小学生)[県調査結果]

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない
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(5) 世帯別・中学生（問 4.クラスの中での成績状況） 

クラスの中での成績状況について、世帯別にみると、中学生では、「やや下のほう」又は「下のほう」

と回答した割合は、全体では 41.0％であったのに対し、ひとり親世帯では 55.2％と高くなっています。

また、県調査（44.8％）と比較して高くなっています。 
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ふたり親

n=2,140

ひとり親

n=279

母子世帯

n=237

図表3.4.5.1 世帯別・成績状況(中学生)

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない
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26.9 

14.5 

15.6 
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28.9 

29.7 

13.9 

21.1 
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23.7 
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ふたり親

n=603

ひとり親

n=76

母子世帯

n=64

図表3.4.5.2 世帯別・成績状況(中学生)[県調査結果]

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう 下のほう わからない
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問５．あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。 

(1) 全体 

学校の授業の理解状況について、「ほとんどわからない」又は「わからないことが多い」と回答した割

合は、小学生が 6.5%、中学生が 10.3％となっています。小学生・中学生ともに、県調査（5.2％、9.2％）

と比較して高くなっています。 

 

 

  

14.7 

7.5 

45.0 

33.5 

32.7 

47.9 

5.1 

7.6 

1.4 

2.7 

1.0 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.5.1.1 学校の授業でわからないことがあるか

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない 無回答

21.3 

11.5 

44.4 

38.1 

28.5 

40.8 

4.5 

7.3 

0.7 

1.9 

0.6 

0.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.5.1.2 学校の授業でわからないことがあるか[県調査結果]

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない 無回答
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(2) 等価世帯収入別・小学生（問 5.授業で分からないことがあるか） 

学校の授業の理解状況について、等価世帯収入別にみると、小学生では、「ほとんどわからない」又は

「わからないことが多い」と回答した割合は、全体では 6.5％であったのに対し、「もっとも収入の水準

が低い世帯（中央値の 2分の 1未満）」では 13.5％と高くなっています。また、県調査（10.1％）と比

較して高くなっています。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,438

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,021

中央値の2分の1未満

n=192

図表3.5.2.1 等価世帯収入別・学校の授業でわからないことがあるか(小学生)

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない
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42.7 
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28.8 

26.9 

36.2 

3.1 

5.4 

8.7 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=392

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=312

中央値の2分の1未満

n=69

図表3.5.2.2 等価世帯収入別・学校の授業でわからないことがあるか(小学生)

[県調査結果]

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない
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(3) 等価世帯収入別・中学生（問 5.授業で分からないことがあるか） 

学校の授業の理解状況について、等価世帯収入別にみると、中学生では、「ほとんどわからない」又は

「わからないことが多い」と回答した割合は、全体では 10.3％であったのに対し、「もっとも収入の水

準が低い世帯（中央値の 2分の 1未満）」では 15.1％と高くなっています。また、県調査（20.3％）と

比較して低くなっています。 
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6.0 
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37.5 
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26.3 

45.8 
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中央値以上

n=1,200

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=896

中央値の2分の1未満

n=179

図表3.5.3.1 等価世帯収入別・学校の授業でわからないことがあるか(中学生)

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない
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36.4 

16.9 
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45.5 

55.9 

6.0 
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16.9 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=335

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=253

中央値の2分の1未満

n=59

図表3.5.3.2 等価世帯収入別・学校の授業でわからないことがあるか(中学生)

[県調査結果]

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない
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(4) 世帯別・小学生（問 5.授業で分からないことがあるか） 

学校の授業の理解状況について、世帯別にみると、小学生では、「ほとんどわからない」又は「わから

ないことが多い」と回答した割合は、全体では 6.5％であったのに対し、ひとり親では 10.5％と高くな

っています。また、県調査（7.5％）と比較して高くなっています。 

 

 

  

15.7 

7.4 

6.9 

46.0 

41.5 

42.2 

32.1 

40.7 

40.4 

5.0 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,595

ひとり親

n=258

母子世帯

n=218

図表3.5.4.1 世帯別・学校の授業でわからないことがあるか(小学生)

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない

21.9 

15.1 

16.7 

45.0 

43.4 

41.7 

27.9 

34.0 

33.3 

4.4 

7.5 

8.3 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=773

ひとり親

n=53

母子世帯

n=48

図表3.5.4.2 世帯別・学校の授業でわからないことがあるか(小学生)

[県調査結果]

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない
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(5) 世帯別・中学生（問 5.授業で分からないことがあるか） 

学校の授業について、世帯別にみると、中学生では、「ほとんどわからない」又は「わからないことが

多い」と回答した割合は、全体では 10.3％であったのに対し、ひとり親では 13.7％と高くなっていま

す。また、県調査（14.4％）と比較して低くなっています。 
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27.7 

47.1 

54.2 

52.3 
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ひとり親
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母子世帯
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図表3.5.5.1 世帯別・学校の授業でわからないことがあるか(中学生)

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない
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10.5 

9.4 

1.7 
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ふたり親
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ひとり親
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母子世帯

n=64

図表3.5.5.2 世帯別・学校の授業でわからないことがあるか(中学生)

[県調査結果]

いつもわかる だいたいわかる
教科によってはわからないことがある わからないことが多い
ほとんどわからない
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問６．前の質問で「教科によってはわからないことがある」「わからないことが多い」「ほとんどわからな

い」と答えた人にお聞きします。 

いつごろから、授業がわからないことがあるようになりましたか。 

(1) 全体 

いつごろ授業がわからなくなったかについて、小学生では「5 年生になってから」が 37.2％、「4 年

生のころ」が 37.0％、「3 年生のころ」が 16.1％、「1・２年生のころ」が 7.9％となっています。ま

た、中学生では「中学 1年生のころ」が 51.7％、「中学 2年生のころ」が 20.1％、「小学 5・6年生の

ころ」が 17.6％の順となっており、「小学生のころ」と回答した割合（「小学１・２年生のころ」「小学

３・４年生のころ」「小学５・６年生のころ」の合計）は 27.3％となっています。 

 
 

 
  

7.9 

11.7 

16.1 

17.7 

37.0 

37.6 

37.2 

32.3 

1.8 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=1,146

(県)小学生

n=282

図表3.6.1.1 いつごろから授業がわからなくなったか(小学生)

1・2年生のころ 3年生のころ 4年生のころ 5年生になってから 無回答
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2.6 

7.6 

7.3 

17.6 

19.2 

51.7 

50.4 

20.1 

19.8 

0.8 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学生

n=1,629

(県)中学生

n=343

図表3.6.1.2 いつごろから授業がわからなくなったか(中学生)

小学1・2年生

のころ

小学3・4年生のころ 小学5・6年生のころ 中学1年生

のころ

中学2年生

のころ

無回答
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(2) 等価世帯収入別・小学生（問 6.いつごろ授業が分からなくなったか） 

いつごろ授業がわからなくなったかについて、等価世帯収入別にみると、小学生では、「小学１・２年

生のころ」と回答した割合は、全体では 7.9％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中

央値の 2分の 1 未満）」では 13.9％と高くなっています。また、県調査（9.4％）と比較して高くなっ

ています。 
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7.5 

13.9 

16.1 

16.3 

18.8 

36.6 

41.6 

38.6 

40.0 

34.6 

28.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=573

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=442

中央値の2分の1未満

n=101

図表3.6.2.1 等価世帯収入別・いつごろから授業がわからなくなったか(小学生)

小学1・2年生のころ 小学3年生のころ 小学4年生のころ 小学5年生になってから
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11.7 

9.4 

16.0 

18.4 

28.1 

31.2 

39.8 

50.0 

40.8 

30.1 

12.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=125

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=103

中央値の2分の1未満

n=32

図表3.6.2.2 等価世帯収入別・いつごろから授業がわからなくなったか

(小学生)[県調査結果]

小学1・2年生のころ 小学3年生のころ 小学4年生のころ 小学5年生になってから
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(3) 等価世帯収入別・中学生（問 6.いつごろ授業が分からなくなったか） 

いつごろ授業がわからなくなったかについて、等価世帯収入別にみると、中学生では、「小学生のころ」

と回答した割合（「小学１・２年生のころ」「小学３・４年生のころ」「小学５・６年生のころ」の合計）

は、全体では 27.3％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2 分の 1 未満）」

では 35.3％と高くなっています。また、県調査（39.9％）と比較して低くなっています。 
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7.1 
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15.7 
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中央値以上

n=631
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中央値未満 n=559

中央値の2分の1未満

n=122

図表3.6.3.1 等価世帯収入別・いつごろから授業がわからなくなったか(中学生)

小学1・2年生

のころ

小学3・4年生のころ 小学5・6年生のころ 中学1年生

のころ

中学2年生

になってから
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4.4 

8.9 

7.8 

4.4 

17.0 

17.7 

31.1 

51.1 

53.9 

44.4 

23.0 

16.3 

15.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=135

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=141

中央値の2分の1未満

n=45

図表3.6.3.2 等価世帯収入別・いつごろから授業がわからなくなったか

(中学生)[県調査結果]

小学1・2年生のころ 小学3・4年生のころ 小学5・6年生のころ 中学1年生のころ 中学2年生になってから
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(4) 世帯別・小学生（問 6.いつごろ授業が分からなくなったか） 

いつごろ授業がわからなくなったかについて、世帯別にみると、小学生では、「小学１・２年生のころ」

と回答した割合は、全体では 7.9％であったのに対し、ひとり親世帯では 9.2％と高くなっています。ま

た、県調査（4.5％）と比較して高くなっています。 
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母子世帯
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図表3.6.4.1 世帯別・いつごろから授業がわからなくなったか(小学生)

小学1・2年生のころ 小学3年生のころ 小学4年生のころ 小学5年生になってから
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18.1 
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36.6 
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n=22

母子世帯

n=20

図表3.6.4.2 世帯別・いつごろから授業がわからなくなったか

(小学生)[県調査結果]

小学1・2年生のころ 小学3年生のころ 小学4年生のころ 小学5年生になってから
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(5) 世帯別・中学生（問 6.いつごろ授業が分からなくなったか） 

いつごろ授業がわからなくなったかについて、世帯別にみると、中学生では、「小学生のころ」と回答

した割合（「小学１・２年生のころ」「小学３・４年生のころ」「小学５・６年生のころ」の合計）は、全

体では 27.3％であったのに対し、ひとり親世帯では 31.9％と高くなっています。また、県調査（38.6％）

と比較して低くなっています。 
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図表3.6.5.1 世帯別・いつごろから授業がわからなくなったか(中学生)

小学1・2年生

のころ

小学3・4年生のころ 小学5・6年生のころ 中学1年生

のころ

中学2年生

になってから
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18.0 

29.5 

31.3 

50.3 

52.3 

53.1 

21.4 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=294

ひとり親

n=44

母子世帯

n=32

図表3.6.5.2 世帯別・いつごろから授業がわからなくなったか

(中学生)[県調査結果]

小学1・2年生のころ 小学3・4年生のころ 小学5・6年生のころ 中学1年生のころ 中学2年生になってから
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(6)理解度別・小学生（問 6.いつごろ授業が分からなくなったか） 

いつごろ授業がわからなくなったかについて、理解度別にみると、小学生では、「教科書によってはわ

からないことがある」と回答した場合には「小学 5年生になってから」が 40.9％、「小学４年生のころ」

が 38.4％と高く、「わからないことが多い」と回答した場合には「小学 4 年生のころ」が 37.7%と最

も高くなっています。また、「ほとんどわからない」と回答した場合には、「小学 1・2 年生のころ」が

33.3%と最も高くなっています。 

 

 

  

5.5 

17.1 

33.3 

15.2 

22.6 

23.1 

38.4 

37.7 

20.5 

40.9 

22.6 

23.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教科によってはわから

ないことがあるn=940

わからないことが多い

n=146

ほとんどわからない

n=39

図表3.6.6.1 授業が分からなくなった時期(小学生)

小学1・2年生のころ 小学3年生のころ 小学4年生のころ 小学5年生になってから

10.5 

15.4 

50.0 

17.6 

23.1 

0.0 

38.2 

33.3 

50.0 

33.6 

28.2 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教科によってはわから

ないことがあるn=238

わからないことが多い

n=39

ほとんどわからない

n=6

図表3.6.6.2 授業が分からなくなった時期(小学生)[県調査結果]

小学1・2年生のころ 小学3年生のころ 小学4年生のころ 小学5年生になってから
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(7)理解度別・中学生（問 6.いつごろ授業が分からなくなったか） 

いつごろ授業がわからなくなったかについて、理解度別にみると、中学生では、「教科書によってはわ

からないことがある」「わからないことが多い」「ほとんどわからない」と回答したいずれの場合も、「中

学１年生のころ」が最も高くなっています。 

 

 

 

  

1.7 

3.3 

8.1 

6.2 

13.3 

17.6 

16.1 

25.7 

25.7 

53.6 

46.7 

41.9 

22.5 

11.0 

6.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教科によってはわから

ないことがある

n=1,332

わからないことが多い

n=210

ほとんどわからない

n=74

図表3.6.7.1 授業が分からなくなった時期(中学生)

小学1・2年生

のころ

小学3・4年生のころ 小学5・6年生のころ 中学1年生

のころ

中学2年生

になってから

2.5 

4.1 

0.0 

5.4 

16.3 

15.4 

16.1 

28.6 

53.8 

53.8 

40.8 

23.1 

22.2 

10.2 

7.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教科によってはわから

ないことがあるn=279

わからないことが多い

n=49

ほとんどわからない

n=13

図表3.6.7.2 授業が分からなくなった時期(中学生)[県調査結果]

小学1・2年生

のころ

小学3・4年生のころ 小学5・6年生のころ 中学1年生

のころ

中学2年生

になってから
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問７．あなたは、将来、どの学校に進学したいですか。 

進学先の展望について、小学生・中学生ともに「中学、高校（または 5 年制の高等専門学校）、大学」

が 30.7％、42.2％と最も高く、次いで「わからない」が 29.1％、23.0％、「中学、高校」が 14.1％、

15.2％となっています。 

 

  

0.9 

0.4 

14.1 

15.2 

12.8 

9.6 

1.1 

1.3 

4.9 

3.5 

30.7 

42.2 

4.9 

3.4 

0.2 

0.4 

29.1 

23.0 

1.3 

1.0 

3.5 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.7.1 進学先の展望

中学
中学、高校
中学、高校、専門学校
中学、5年制の高等専門学校
中学、高校、短大
中学、高校（または5年制の高等専門学校）、大学
中学、高校（または5年制の高等専門学校）、大学、大学院
その他
わからない
いない
無回答
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(1) 全体 

進学先の展望について、進学したいと思う教育段階を「大学またはそれ以上」と回答した割合は、小学

生が 35.6％で、県調査（34.4％）と同程度、中学生が 45.6％で、県調査（48.0％）と比較してやや

低くなっています。 

 

 

  

0.9 

0.4 

14.1 

15.2 

18.8 

14.4 

35.6 

45.6 

29.3 

23.5 

1.3 

1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.7.1.1 進学先の展望

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない 無回答

1.3 

0.1 

12.6 

13.2 

14.8 

15.2 

34.4 

48.0 

35.4 

22.8 

1.4 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=831

(県)中学生

n=683

図表3.7.1.2 進学先の展望[県調査結果]

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない 無回答
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(2) 等価世帯収入別・小学生（問 7.希望の進学先） 

進学先の展望について、等価世帯収入別にみると、小学生では、進学したいと思う教育段階を「大学ま

たはそれ以上」と回答した割合は、全体では 35.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世

帯（中央値の 2分の 1未満）」では 25.3％と低くなっています。また、県調査（26.6％）と同程度と

なっています。 

 

 

  

0.5 

1.0 

2.6 

11.3 

16.7 

22.6 

16.3 

23.1 

17.9 

42.7 

29.3 

25.3 

29.1 

29.9 

31.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,439

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,017

中央値の2分の1未満

n=190

図表3.7.2.1 等価世帯収入別・進学先の展望(小学生)

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない

1.3 

1.0 

3.1 

8.2 

16.3 

23.4 

12.6 

19.6 

12.5 

42.7 

25.3 

26.6 

35.2 

37.8 

34.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=389

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=312

中央値の2分の1未満

n=64

図表3.7.2.2 等価世帯収入別・進学先の展望(小学生)[県調査結果]

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない
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(3) 等価世帯収入別・中学生（問 7.希望の進学先） 

進学先の展望について、等価世帯収入別にみると、中学生では、進学したいと思う教育段階を「大学ま

たはそれ以上」と回答した割合は、全体では 45.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世

帯（中央値の 2分の 1未満）」では 34.4％と低くなっています。また、県調査（19.3％）と比較して高

くなっています。 

 

 

  

0.5 

0.3 

0.0 

9.4 

20.8 

24.4 

13.1 

15.7 

17.2 

54.0 

37.5 

34.4 

23.0 

25.7 

23.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,197

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=896

中央値の2分の1未満

n=180

図表3.7.3.1 等価世帯収入別・進学先の展望(中学生)

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない

0.3 

0.0 

0.0 

8.0 

16.8 

28.1 

11.6 

18.4 

22.8 

58.3 

43.2 

19.3 

21.7 

21.6 

29.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=336

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=250

中央値の2分の1未満

n=57

図表3.7.3.2 等価世帯収入別・進学先の展望(中学生)[県調査結果]

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない
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(4) 世帯別・小学生（問 7.希望の進学先） 

進学先の展望について、世帯別にみると、小学生では、進学したいと思う教育段階を「大学またはそれ

以上」と回答した割合は、全体では 35.6％であったのに対し、ひとり親世帯では 28.8％と低くなって

います。また、県調査（37.3％）と比較して低くなっています。 

 

  

0.8 

1.6 

1.9 

13.8 

19.1 

19.4 

19.1 

19.5 

19.4 

36.8 

28.8 

31.9 

29.5 

31.1 

27.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,588

ひとり親

n=257

母子世帯

n=216

図表3.7.4.1 世帯別・進学先の展望(小学生)

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない

1.4 

0.0 

0.0 

12.2 

21.6 

20.0 

14.9 

17.6 

20.0 

34.7 

37.3 

35.6 

36.7 

23.5 

24.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=763

ひとり親

n=51

母子世帯

n=45

図表3.7.4.2 世帯別・進学先の展望(小学生)[県調査結果]

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない
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(5) 世帯別・中学生（問 7.希望の進学先） 

進学先の展望について、世帯別にみると、中学生では、進学したいと思う教育段階を「大学またはそれ

以上」と回答した割合は、全体では 45.6％であったのに対し、ひとり親世帯では 30.2％と低くなって

います。また、県調査（45.9％）と比較して低くなっています。 
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1.1 

0.9 

13.2 

29.5 

27.7 

14.3 

16.5 

17.0 

47.9 

30.2 

31.9 

24.3 

22.7 

22.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,132

ひとり親

n=278

母子世帯

n=235

図表3.7.5.1 世帯別・進学先の展望(中学生)

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない

0.2 

0.0 

0.0 

12.3 

20.3 

19.0 

14.8 

18.9 

20.6 

48.5 

45.9 

46.0 

24.2 

14.9 

14.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=600

ひとり親

n=74

母子世帯

n=63

図表3.7.5.2 世帯別・進学先の展望(中学生)[県調査結果]

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない
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(6) 世帯収入「中央値の２分の１未満」成績状況別・小学生（問 7.希望の進学先） 

「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」の進学先の展望について、成績状況別に

みると、小学生では、成績が「上のほう」、「やや上のほう」、「まん中あたり」では、「大学またはそれ以

上」がそれぞれ 60.2%、40.5%、31.7%と最も高くなっています。また、「やや下のほう」では「短大、

高専、専門学校まで」が 30.2%と最も高く、「下のほう」と「わからない」では、「まだ分からない」が

それぞれ 33.5％、47.9％と最も高くなっています。 

 

 

  

0.0 
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0.9 
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8.7 

17.3 

21.6 

29.5 

15.7 

13.3 
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22.1 

30.2 

22.7 

16.5 

60.2 

40.5 

31.7 

21.6 

10.8 

19.0 

20.5 

30.1 

27.8 

25.9 

33.5 

47.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上のほう

n=83

やや上のほう

n=173

まん中あたり

n=417

やや下のほう

n=232

下のほう

n=176

わからない

n=121

図表3.7.6.1 「中央値の2分の1未満」進学先の展望(小学生)

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない
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0.0 
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20.0 

25.0 

13.0 

27.3 

44.4 

25.0 

0.0 

0.0 

26.1 

9.1 

11.1 

0.0 

60.0 

50.0 

21.7 

27.3 

11.1 

25.0 

20.0 

25.0 

34.8 

36.4 

33.3 

50.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上のほう

n=5

やや上のほう

n=8

まん中あたり

n=23

やや下のほう

n=11

下のほう

n=9

わからない

n=8

図表3.7.6.2 「中央値の2分の1未満」進学先の展望(小学生)[県調査結果]

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない
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(7) 世帯収入「中央値の２分の１未満」成績状況別・中学生（問 7.希望の進学先） 

「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」の進学先の展望について、成績状況別に

みると、中学生では、成績が「上のほう」、「やや上のほう」、「まん中あたり」では「大学またはそれ以上」

がそれぞれ 71.8%、60.2%、46.6%と最も高くなっています。また、「やや下のほう」と「わからない」

では「まだ分からない」が 27.9%、49.1％とそれぞれ最も高く、「下のほう」では「高校まで」が 37.9％

と最も高くなっています。 
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13.2 

23.9 

37.9 

18.9 
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14.9 
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21.2 

19.1 
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60.2 
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17.1 
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18.3 

16.8 

25.2 

27.9 

25.5 

49.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上のほう

n=71

やや上のほう

n=161

まん中あたり

n=266

やや下のほう

n=222

下のほう

n=298

わからない

n=53

図表3.7.7.1 「中央値の2分の1未満」進学先の展望(中学生)

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない
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0.0 

14.3 

23.1 

25.0 
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28.6 
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28.6 

23.1 

25.0 

0.0 

50.0 

33.3 

28.6 

23.1 

41.7 

27.8 

50.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上のほう

n=3

やや上のほう

n=7

まん中あたり

n=13

やや下のほう

n=12

下のほう

n=18

わからない

n=2

図表3.7.7.2 「中央値の2分の1未満」進学先の展望(中学生)[県調査結果]

中学まで 高校まで 短大、高専、専門学校まで 大学またはそれ以上 まだ分からない
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(8) 保護者と子どもの将来像の一致・不一致（問 7.希望の進学先） 

保護者と子どもの将来像の一致・不一致について、小学生・中学生ともに、「教育段階の一致」が 35.8％、

44.1％と最も高く、次いで「子供未定」が 20.8％、18.1％、「保護者の方が高い段階」が 16.9％、

11.7％となっています。 

 

 

  

35.8 

44.1 

16.9 

11.7 

9.1 

11.6 

8.3 

5.3 

9.1 

9.0 

20.8 

18.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,894

中学生

n=2,452

図表3.7.8.1 保護者と子どもの考えの一致・不一致

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定

29.3 

47.6 

18.1 

11.8 

6.3 

10.2 

10.8 

5.7 

8.4 

7.6 

27.1 

17.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=775

中学生

n=685

図表3.7.8.2 保護者と子どもの考えの一致・不一致[県調査結果]

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定
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(9) 等価世帯収入別・保護者と子どもの将来像の一致・不一致・小学生（問 7.希望の進学先） 

保護者と子どもの将来像の一致・不一致について、等価世帯収入別にみると、小学生では、「教育段階

の一致」が、全体では 35.8％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1

未満）」では 26.4％と低くなっています。また、県調査（37.5％）と比較して低くなっています。 
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中央値以上

n=1,450

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,024

中央値の2分の1未満

n=193

図表3.7.9.1 等価世帯収入別・親子の考えの一致・不一致(小学生)

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定
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12.9 

9.4 

6.2 

4.9 

10.9 

6.9 

13.6 

14.1 

6.7 

9.4 

7.8 

28.2 

24.6 

20.3 
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中央値以上

n=390
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中央値の2分の1未満

n=64

図表3.7.9.2 等価世帯収入別・親子の考えの一致・不一致(小学生)[県調査結果]

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定



291 

 

(10)等価世帯収入別・保護者と子どもの将来像の一致・不一致・中学生（問 7.希望の進学先） 

保護者と子どもの将来像の一致・不一致について、等価世帯収入別にみると、中学生では、「教育段階

の一致」が、全体では 44.1％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1

未満）」では 41.7％と低くなっています。また、県調査（35.1％）と比較して高くなっています。 
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図表3.7.10.1 等価世帯収入別・親子の考えの一致・不一致(中学生)

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定
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中央値の2分の1未満
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図表3.7.10.2 等価世帯収入別・親子の考えの一致・不一致(中学生)[県調査結果]

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定
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(11)世帯別・保護者と子どもの将来像の一致・不一致・小学生（問 7.希望の進学先） 

保護者と子どもの将来像の一致・不一致について、世帯別にみると、小学生では、「教育段階の一致」

が、全体では 35.8％であったのに対し、ひとり親世帯では 29.2％と低くなっています。また、県調査

（39.6％）と比較して低くなっています。 
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図表3.7.11.1 世帯別・親子の考えの一致・不一致(小学生)

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定
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図表3.7.11.2 世帯別・親子の考えの一致・不一致(小学生)[県調査結果]

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定



293 

 

(12)世帯別・保護者と子どもの将来像の一致・不一致・中学生（問 7.希望の進学先） 

保護者と子どもの将来像の一致・不一致について、世帯別にみると、中学生では、「教育段階の一致」

が、全体では 44.1％であったのに対し、ひとり親世帯では 41.9％と低くなっています。また、県調査

（53.2％）と比較して低くなっています。 
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図表3.7.12.1 世帯別・親子の考えの一致・不一致(中学生)

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定
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図表3.7.12.2 世帯別・親子の考えの一致・不一致(中学生)[県調査結果]

教育段階の一致 保護者の方が高い段階 こどもの方が高い段階
保護者・こどもともに未定 保護者未定 子供未定
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問８．前問で１～８と答えた場合、その理由は何ですか。 

(1) 全体 

進学先を希望する理由について、小学生・中学生ともに「希望する学校や職業があるから」が 50.4％

と最も高く、次いで、小学生は「とくに理由はない」が 21.5％、「自分の成績から考えて」が 18.8％、

中学生では「親がそう言っているから」が 25.5％、「自分の成績から考えて」が 22.8％となっています。 
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希望する学校や職業があるから

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

まわりの先輩や友達がそうしているから

家にお金がないと思うから

早く働く必要があるから

その他

とくに理由はない

無回答

図表3.８.1 進学先の展望の理由

小学生 n=2,001 中学生 n=2,104
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(2)進学希望別・小学生（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を希望する理由について、進学希望別にみると、小学生では、「進路希望の教育段階が「短大・

高専・専門学校まで」」、「進路希望の教育段階が「大学またはそれ以上」」では、「希望する学校や職業が

あるから」がそれぞれ 60.7%、56.5％、「進路希望の教育段階が「高校まで」」では「自分の成績から考

えて」が 29.8%とそれぞれ最も高くなっています。 
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図表3.8.2.1 進学先の展望の理由(小学生)

全体 n=2,001
進路希望の教育段階が「高校まで」 n=413
進路希望の教育段階が「短大・高専・専門学校まで」 n=549
進路希望の教育段階が「大学校またはそれ以上」 n=1,039
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図表3.8.2.2 進学先の展望の理由(小学生)[県調査結果]

全体 n=530
進路希望の教育段階が「高校まで」 n=105
進路希望の教育段階が「短大・高専・専門学校まで」 n=98
進路希望の教育段階が「大学校またはそれ以上」 n=286
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(3)進学希望別・中学生（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を希望する理由について、進学希望別にみると、中学生では、すべての進学希望先において「希

望する学校や職業があるから」が 30.6％、66.7％、50.7％とそれぞれ最も高くなっています。 
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図表3.8.3.1 進学先の展望の理由(中学生)

全体 n=2,104
進路希望の教育段階が「高校まで」 n=425
進路希望の教育段階が「短大・高専・専門学校まで」 n=403
進路希望の教育段階が「大学校またはそれ以上」 n=1,276

48.8 

23.9 

17.9 

7.9 

5.5 

2.0 

2.0 

5.5 

23.6 

32.4 

28.4 

9.5 

4.1 

4.1 

2.7 

5.4 

4.1 

31.1 

88.1 

28.8 

11.9 

0.0 

5.1 

1.7 

1.7 

3.4 

5.1 

44.7 

22.3 

22.0 

11.0 

5.8 

2.1 

1.4 

6.2 

24.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

希望する学校や職業があるから

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

まわりの先輩や友達がそうしているから

家にお金がないと思うから

早く働く必要があるから

その他

とくに理由はない

図表3.8.3.2 進学先の展望の理由(中学生)[県調査結果]

全体 n=457
進路希望の教育段階が「高校まで」 n=74
進路希望の教育段階が「短大・高専・専門学校まで」 n=59
進路希望の教育段階が「大学校またはそれ以上」 n=291
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(4)等価世帯収入別・進学先を「高校まで」と考える理由・小学生（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「高校まで」と考える理由は、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2 分の 1 未満）」

の小学生では「自分の成績から考えて」が 39.5％と最も高く、他の世帯と比較して特に高くなっていま

す。また、「家にお金がないと思うから」が 4.7％、「早く働く必要があるから」が 7.0％で、他の世帯と

比較して高くなっています。 
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図表3.8.4.1 等価世帯収入別・進学先を高校までと考える理由(小学生)
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図表3.8.4.2 等価世帯収入別・進学先を高校までと考える理由

(小学生)[県調査結果]

中央値以上

n=32

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=51

中央値の2分の1未満

n=15
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(5)等価世帯収入別・進学先を「高校まで」と考える理由・中学生（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「高校まで」と考える理由について、等価世帯収入別にみると、「もっとも収入の水準が低い

世帯（中央値の 2分の 1未満）」の中学生では、「とくに理由はない」が 29.5％と最も高く、他の世帯

と比較して高くなっています。また、「兄・姉がそうしているから」が 11.4％で、他の世帯と比較して

高くなっています。 
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図表3.8.5.1 等価世帯収入別・進学先を高校までと考える理由(中学生)
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図表3.8.5.2 等価世帯収入別・進学先を高校までと考える理由

(中学生)[県調査結果]

中央値以上

n=27

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=42

中央値の2分の1未満

n=16



299 

 

(6) 世帯別・進学先を「高校まで」と考える理由・小学生（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「高校まで」と考える理由について、世帯別にみると、ひとり親世帯の小学生では「自分の成

績から考えて」が 28.6％と最も高く、次いで「とくに理由はない」が 26.5％となっています。また、

ひとり親世帯では、「親がそう言っているから」が 14.3％、「早く働く必要があるから」が 8.2％と、ふ

たり親世帯と比較してやや高くなっています。 
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図表3.8.6.1 世帯別 進学先を高校までと考える理由(小学生)
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(7) 世帯別・進学先を「高校まで」と考える理由・中学生（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「高校まで」と考える理由について、世帯別にみると、ひとり親世帯の中学生では「希望する

学校や職業があるから」、「自分の成績から考えて」、「親がそう言っているから」、「とくに理由はな

い」が 26.8％となっています。また、「早く働く必要があるから」が 13.4％、「家にお金がないと思う

から」が 8.5％と、ふたり親世帯と比較して高くなっています。 
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図表3.8.7.1 世帯別 進学先を高校までと考える理由(中学生)
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図表3.8.7.2 世帯別 進学先を高校までと考える理由(中学生)[県調査結果]
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(8) 等価世帯収入別・進学先を「短大・高専・専門学校まで」と考える理由・小学生 

（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「短大・高専・専門学校まで」と考える理由について、等価世帯収入別にみると、小学生では、

いずれの水準においても「希望する学校や職業があるから」が 62.1%、61.3%、55.9%とそれぞれ最

も高くなっています。 
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図表3.8.8.1 等価世帯収入別・進学先を

短大・高専・専門学校までと考える理由(小学生)

中央値以上 n=235 中央値の2分の1以上中央値未満 n=235 中央値の2分の1未満 n=34
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図表3.8.8.2 等価世帯収入別・進学先を

短大・高専・専門学校までと考える理由(小学生)[県調査結果]

中央値以上 n=36 中央値の2分の1以上中央値未満 n=52 中央値の2分の1未満 n=6
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(9)等価世帯収入別・進学先を「短大・高専・専門学校まで」と考える理由・中学生 

（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「短大・高専・専門学校まで」と考える理由について、等価世帯収入別にみると、中学生では、

いずれの水準においても「希望する学校や職業があるから」が 58.0%、75.9%、58.1%とそれぞれ最

も高くなっています。 
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図表3.8.9.1 等価世帯収入別・進学先を

短大・高専・専門学校までと考える理由(中学生)

中央値以上 n=157 中央値の2分の1以上中央値未満 n=141 中央値の2分の1未満 n=31
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図表3.8.9.2 等価世帯収入別・進学先を

短大・高専・専門学校までと考える理由(中学生)[県調査結果]

中央値以上 n=23 中央値の2分の1以上中央値未満 n=35 中央値の2分の1未満 n=10
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(10)世帯別・進学先を「短大・高専・専門学校まで」と考える理由・小学生 

（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「短大・高専・専門学校まで」と考える理由について、世帯別にみると、小学生では、いずれ

の世帯においても「希望する学校や職業があるから」が 59.9%、68.0%、69.0%とそれぞれ最も高く

なっています。 
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図表3.8.10.1 世帯別・進学先を

短大・高専・専門学校までと考える理由(小学生)

ふたり親 n=494 ひとり親 n=50 母子世帯 n=42
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図表3.8.10.2 世帯別・進学先を

短大・高専・専門学校までと考える理由(小学生)[県調査結果]

ふたり親 n=91 ひとり親 n=7 母子世帯 n=7
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(11)世帯別・進学先を「短大・高専・専門学校まで」と考える理由・中学生 

（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「短大・高専・専門学校まで」と考える理由について、世帯別にみると、中学生では、いずれ

の世帯においても「希望する学校や職業があるから」が 66.6%、60.9%、62.5%とそれぞれ最も高く

なっています。ひとり親世帯においては「自分の成績から考えて」（32.6％）、「親がそう言っているから」

（21.7％）、「早く働く必要があるから」（6.5％）がふたり親世帯と比較して高くなっています。 
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図表3.8.11.1 世帯別・進学先を

短大・高専・専門学校までと考える理由(中学生)

ふたり親 n=305 ひとり親 n=46 母子世帯 n=40
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図表3.8.11.2 世帯別・進学先を

短大・高専・専門学校までと考える理由(中学生)[県調査結果]

ふたり親 n=59 ひとり親 n=11 母子世帯 n=10
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(12)等価世帯収入別・進学先を「大学またはそれ以上」と考える理由・小学生 

（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「大学またはそれ以上」と考える理由について、等価世帯収入別にみると、小学生では、いず

れの水準においても「希望する学校や職業があるから」が 57.4%、54.0%、60.4%とそれぞれ最も高

くなっています。 
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図表3.8.12.1 等価世帯収入別・進学先を

大学またはそれ以上と考える理由(小学生)

中央値以上 n=615 中央値の2分の1以上中央値未満 n=298 中央値の2分の1未満 n=48
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図表3.8.12.2 等価世帯収入別・進学先を

大学またはそれ以上と考える理由(小学生)[県調査結果]

中央値以上 n=166 中央値の2分の1以上中央値未満 n=79 中央値の2分の1未満 n=18
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(13)等価世帯収入別・進学先を「大学またはそれ以上」と考える理由・中学生 

（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「大学またはそれ以上」と考える理由について、等価世帯収入別にみると、中学生では、いず

れの水準においても「希望する学校や職業があるから」が 52.3%、51.8%、43.5%とそれぞれ最も高

くなっています。 
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図表3.8.13.1 等価世帯収入別・進学先を

大学またはそれ以上と考える理由(中学生)

中央値以上 n=646 中央値の2分の1以上中央値未満 n=336 中央値の2分の1未満 n=62
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図表3.8.13.2 等価世帯収入別・進学先を

大学またはそれ以上と考える理由(中学生)[県調査結果]

中央値以上 n=196 中央値の2分の1以上中央値未満 n=108 中央値の2分の1未満 n=11



307 

 

(14)世帯別・進学先を「大学またはそれ以上」と考える理由・小学生 

（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「大学またはそれ以上」と考える理由について、世帯別にみると、小学生では、いずれの世帯

においても「希望する学校や職業があるから」が 56.6%、56.8%、55.1%とそれぞれ最も高くなって

います。 
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図表3.8.14.1 世帯別・進学先を

大学またはそれ以上と考える理由(小学生)

ふたり親 n=953 ひとり親 n=74 母子世帯 n=69
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図表3.8.14.2 世帯別・進学先を

大学またはそれ以上と考える理由(小学生)[県調査結果]

ふたり親 n=265 ひとり親 n=19 母子世帯 n=16
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(15)世帯別・進学先を「大学またはそれ以上」と考える理由・中学生 

（問 8.進学先を希望する理由） 

進学先を「大学またはそれ以上」と考える理由について、世帯別にみると、中学生では、いずれの世帯

においても「希望する学校や職業があるから」がそれぞれ 50.8%、54.8％、52.0％と最も高くなって

います。 
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図表3.8.15.1 世帯別・進学先を

大学またはそれ以上と考える理由(中学生)

ふたり親 n=1,022 ひとり親 n=84 母子世帯 n=75

44.7 

22.3 

22.0 

11.0 

5.8 

2.1 

1.4 

6.2 

24.7 

44.1 

14.7 

29.4 

2.9 

8.8 

5.9 

0.0 

2.9 

26.5 

51.7 

13.8 

27.6 

3.4 

10.3 

6.9 

0.0 

3.4 

27.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

希望する学校や職業があるから

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

まわりの先輩や友達がそうしているから

家にお金がないと思うから

早く働く必要があるから

その他

とくに理由はない

図表3.8.15.2 世帯別・進学先を

大学またはそれ以上と考える理由(中学生)[県調査結果]

ふたり親 n=291 ひとり親 n=34 母子世帯 n=29
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問９．あなたは学校が終わってからどこで過ごすことが多いですか。 

(1)全体 

放課後をどこで過ごすかについて、小学生・中学生ともに、「自宅」と回答した割合が最も高く（87.9％、

94.7％）なっています。小学生では、次いで「友だちの家」（19.8％）、「塾や習い事の場所」（17.2％）、

「近所の公園、グラウンド」（15.0％）となっています。中学生では、次いで「クラブ活動・部活動の

場所」（39.5％）となっています。 

 

  

87.9 

9.8 

19.8 

0.9 

4.1 

1.1 

3.6 

17.2 

15.0 

3.0 

0.7 

1.2 

1.2 

0.9 

94.7 

4.6 

6.0 

3.9 

0.3 

39.5 

11.5 

2.2 

0.2 

1.0 

2.8 

0.6 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅

祖父母の家

友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ、

ファミレス、ネットカフェ、ゲームセンター

その他

無回答

図表3.９.1 放課後をどこで過ごすか

小学生 n=2,920 中学生 n=2,800

※小学生のみの選択肢
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(2)等価世帯収入別 

「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1未満）」では、小学生・中学生ともに「クラブ活

動・部活動の場所」（0.5％、30.4％）、「塾や習い事の場所」（12.4％、4.4％）と、「中央値以上」「中央

値の２分の１以上中央値未満」と比較してやや低くなっています。 

 

 

86.9 

11.1 

18.2 

1.1 

5.2 

0.9 

4.1 

19.5 

15.1 

3.3 

0.6 

1.2 

1.4 

89.3 

8.8 

21.3 

0.4 

1.1 

3.6 

14.0 

15.5 

2.6 

1.0 

1.1 

0.8 

88.1 

9.3 

23.3 

1.6 

5.2 

3.1 

0.5 

12.4 

13.5 

3.1 

0.0 

1.6 

2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅

祖父母の家

友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ等

その他

図表3.９.2.1 等価世帯収入別・放課後をどこで過ごすか（小学生）

中央値以上 n=1,455 中央値の2分の1以上中央値未満 n=1,027 中央値の2分の1未満 n=193

※小学生のみの選択肢

94.8 

4.8 

5.5 

3.8 

0.2 

41.2 

13.4 

2.6 

0.0 

0.9 

2.6 

0.4 

94.3 

4.1 

6.1 

4.8 

0.1 

38.0 

10.7 

2.2 

0.4 

1.0 

3.0 

0.3 

96.1 

5.0 

9.9 

4.4 

0.0 

30.4 

4.4 

2.8 

1.1 

1.7 

2.2 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅

祖父母の家

友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ等

その他

図表3.９.2.2 等価世帯収入別・放課後をどこで過ごすか（中学生）

中央値以上 n=1,210 中央値の2分の1以上中央値未満 n=905 中央値の2分の1未満 n=181

※小学生のみの選択肢
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(3)世帯別 

ひとり親世帯では、小学生・中学生ともに「クラブ活動・部活動の場所」（1.5％、35.9％）、「塾や習

い事の場所」（15.4％、7.0％）と、ふたり親世帯と比較してやや低くなっています。 

 

 

88.1 

10.1 

19.6 

0.8 

4.1 

0.9 

3.8 

17.4 

15.0 

2.9 

0.7 

1.2 

1.1 

87.7 

7.7 

22.3 

1.5 

2.7 

1.5 

15.4 

15.0 

3.1 

0.4 

0.8 

2.3 

88.1 

9.1 

21.9 

1.8 

5.0 

2.7 

1.4 

16.9 

15.5 

2.7 

0.5 

0.9 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅

祖父母の家

友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ等

その他

図表3.９.3.1 世帯別・放課後をどこで過ごすか（小学生）

ふたり親 n=2,618 ひとり親 n=260 母子世帯 n=219

※小学生のみの選択肢

95.1 

4.2 

5.8 

4.4 

0.2 

39.0 

12.0 

2.3 

0.2 

1.2 

2.7 

0.5 

92.6 

6.7 

9.5 

2.1 

0.0 

35.9 

7.0 

3.2 

0.4 

1.1 

2.8 

1.1 

93.7 

7.1 

10.0 

2.5 

0.0 

35.6 

7.1 

3.3 

0.4 

0.8 

3.3 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅

祖父母の家

友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ等

その他

図表3.９.3.1 世帯別・放課後をどこで過ごすか（中学生）

ふたり親 n=2,150 ひとり親 n=284 母子世帯 n=239

※小学生のみの選択肢
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問１０．問９の１～１３の中で、あなたがホッとできる居場所はどこですか。 

ホッとできる居場所がない場合は「ホッとできる居場所はない」に◯をつけてください。 

(1)全体 

ホッとできる居場所について、小学生・中学生ともに「自宅」（85.2％、88.4％）が最も高くなって

います。また、「ホッとできる場所がある」と回答した割合は、小学生が 93.8％、中学生が 93.1％とな

っています。 

 

 

85.2 

4.1 

1.5 

0.9 

0.4 

0.1 

0.1 

0.7 

1.4 

0.4 

2.0 

0.8 

0.5 

1.9 

88.4 

2.0 

1.5 

1.7 

0.0 

2.3 

0.5 

0.3 

0.2 

1.0 

0.8 

0.9 

0.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅

祖父母の家

友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ、

ファミレス、ネットカフェ、ゲームセンター

その他

無回答

図表3.１０.1.1 ホッとできる居場所はどこか

小学生 n=2,920 中学生 n=2,800

※小学生のみの選択肢

93.8 

93.1 

3.9 

4.5 

2.4 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.10.1.2 ホッとできる場所があるか

ホッとできる場所がある ホッとできる場所がない 無回答
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(2)等価世帯収入別 

ホッとできる場所について、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1未満）」では、小学

生・中学生ともに「自宅」（86.8％、86.9％）が最も高くなっており、全体と大差はありません。小学

生では、「ホッとできる居場所がない」と回答した割合が 7.4%となっており、全体（3.9％）と比較して

やや高くなっています。 

 

 

85.3 

4.2 

1.4 

0.9 

0.4 

0.1 

0.1 

0.8 

1.3 

0.7 

2.1 

0.7 

0.6 

84.7 

4.5 

1.7 

1.2 

0.1 

0.1 

0.6 

1.8 

0.1 

1.7 

1.0 

0.2 

86.8 

2.3 

0.6 

0.0 

1.1 

0.6 

0.6 

0.6 

1.1 

0.0 

1.7 

0.6 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅

祖父母の家

友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ、

ファミレス、ネットカフェ、ゲームセンター

その他

図表3.１０.2.1 等価世帯収入別・ホッとできる居場所はどこか（小学生）

中央値以上 n=1,424 中央値の2分の1以上中央値未満 n=1,003 中央値の2分の1未満 n=188

※小学生のみの選択肢

96.6 

95.9 

92.6 

3.4 

4.1 

7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,424

中央値の2分の1以上中

央値未満 n=1,003

中央値の2分の1未満

n=188

図表3.10.2.2 等価世帯収入別・ホッとできる場所があるか（小学生）

ホッとできる場所がある ホッとできる場所がない
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1.4 
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1.6 
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2.5 

0.8 
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0.1 

0.6 

0.5 

1.1 

83.8 

2.1 

1.1 

1.6 

0.0 

2.1 

0.5 

0.5 

0.3 

1.4 

1.1 

0.7 

86.9 

0.6 

1.7 

1.1 

0.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.6 

1.1 

1.7 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅

祖父母の家

友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ、

ファミレス、ネットカフェ、ゲームセンター

その他

図表3.１０.2.3 等価世帯収入別・ホッとできる居場所はどこか（中学生）

中央値以上 n=1,183 中央値の2分の1以上中央値未満 n=877 中央値の2分の1未満 n=175

※小学生のみの選択肢

95.5 

95.4 

96.6 

4.5 

4.6 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,183

中央値の2分の1以上中

央値未満 n=877

中央値の2分の1未満

n=175

図表3.10.2.4 等価世帯収入別・ホッとできる場所があるか（中学生）

ホッとできる場所がある ホッとできる場所がない
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(3)世帯別 

ホッとできる場所について、ひとり親世帯では、小学生・中学生ともに「自宅」（82.1％、84.9％）

が最も高くなっており、全体と大差はありません。小学生では、「ホッとできる居場所がない」と回答し

た割合が 6.0%となっており、全体（3.9％）と比較してやや高くなっています。 
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放課後等デイサービス
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近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ、

ファミレス、ネットカフェ、ゲームセンター

その他

図表3.１０.3.1 世帯別・ホッとできる居場所はどこか（小学生）

ふたり親 n=2,562 ひとり親 n=252 母子世帯 n=213

※小学生のみの選択肢

96.3 

94.0 

95.3 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,562

ひとり親

n=252

母子世帯

n=213

図表3.10.3.2 世帯別・ホッとできる場所があるか（小学生）

ホッとできる場所がある ホッとできる場所がない
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友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ、

ファミレス、ネットカフェ、ゲームセンター

その他

図表3.１０.3.3 世帯別・ホッとできる居場所はどこか（中学生）

ふたり親 n=2,098 ひとり親 n=271 母子世帯 n=229

※小学生のみの選択肢

(0.04)

95.3 

97.0 

97.4 

4.7 

3.0 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,098

ひとり親

n=271

母子世帯

n=229

図表3.10.3.4 世帯別・ホッとできる場所があるか（中学生）

ホッとできる場所がある ホッとできる場所がない
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問１１．あなたは、地域のスポーツクラブや文化クラブに参加していますか。 

(1)全体 

クラブ活動・部活動等への参加について、小学生では「参加していない」が 57.2％、「参加している」

が 40.6％、中学生では「参加している」が 86.1％、「参加していない」が 13.4％となっています。 

 

 

  

40.6 

86.1 

57.2 

13.4 

2.2 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.11.1.1 クラブに参加しているか

参加している 参加していない 無回答

50.5 

93.3 

47.7 

6.0 

1.8 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.11.1.2 クラブに参加しているか[県調査結果]

参加している 参加していない 無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 11. クラブ活動・部活動等への参加） 

クラブ活動・部活動等への参加について、等価世帯収入別にみると、小学生では、「参加している」と

回答した割合は、全体では 40.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分

の 1 未満）」では 31.2％と低くなっています。また、県調査（39.4％）と比較して低くなっています。 
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中央値以上

n=1,427

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,003

中央値の2分の1未満

n=189

図表3.11.2.1 等価世帯収入別・部活動等への参加(小学生)

参加している 参加していない

52.8 

52.4 

39.4 

47.2 

47.6 

60.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=390

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=309

中央値の2分の1未満

n=66

図表3.11.2.2 等価世帯収入別・部活動等への参加(小学生)[県調査結果]

参加している 参加していない
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 11. クラブ活動・部活動等への参加） 

クラブ活動・部活動等への参加について、等価世帯収入別にみると、中学生では、「参加している」と

回答した割合は、全体では 86.1％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分

の 1 未満）」では 82.8％と低くなっています。また、県調査（86.4％）と比較して低くなっています。 

 

 

  

87.5 

86.5 

82.8 

12.5 

13.5 

17.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,206

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=898

中央値の2分の1未満

n=180

図表3.11.3.1 等価世帯収入別・部活動等への参加(中学生)

参加している 参加していない

95.2 

94.4 

86.4 

4.8 

5.6 

13.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=335

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=251

中央値の2分の1未満

n=59

図表3.11.3.2 等価世帯収入別・部活動等への参加(中学生)[県調査結果]

参加している 参加していない
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(4)世帯別・小学生（問 11. クラブ活動・部活動等への参加） 

クラブ活動・部活動等への参加について、世帯別にみると、小学生では、「参加している」と回答した

割合は、全体では 40.6％であったのに対し、ひとり親世帯では 34.8％と低くなっています。また、県

調査（38.5％）と比較して低くなっています。 

 

 

  

42.1 

34.8 

34.3 

57.9 

65.2 

65.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,568

ひとり親

n=250

母子世帯

n=210

図表3.11.4.1 世帯別・部活動等への参加(小学生)

参加している 参加していない

52.4 

38.5 

41.3 

47.6 

61.5 

58.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=764

ひとり親

n=52

母子世帯

n=46

図表3.11.4.2 世帯別・部活動等への参加(小学生)[県調査結果]

参加している 参加していない
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(5)世帯別・中学生（問 11. クラブ活動・部活動等への参加） 

クラブ活動・部活動等への参加について、世帯別にみると、中学生では、「参加している」と回答した

割合は、全体では 86.1％であったのに対し、ひとり親世帯では 81.8％とやや低くなっています。また、

県調査（93.3％）と比較して低くなっています。 

 

 
  

87.5 

81.8 

83.1 

12.5 

18.2 

16.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,141

ひとり親

n=280

母子世帯

n=236

図表3.11.5.1 世帯別・部活動等への参加(中学生)

参加している 参加していない
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93.3 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=602

ひとり親

n=75

母子世帯

n=63

図表3.11.5.2 世帯別・部活動等への参加(中学生)[県調査結果]

参加している 参加していない
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問１２. 前の質問で「参加していない」と答えた人にお聞きします。参加していない理由は何ですか。 

 

(1)全体 

クラブ活動・部活動等に参加していない理由について、小学生・中学生ともに「とくに理由はない」が

46.0％、42.0％と最も高くなっています。次いで、小学生は「入りたいクラブ・部活動がないから」が

31.7％、「塾や習い事が忙しいから」が 17.1％、中学生では、「入りたいクラブ・部活動がないから」が

28.9％、「その他」が 15.5％となっています。 

 

 

  

31.7 

17.1 

6.2 

5.8 

8.1 

7.3 

46.0 

1.4 

28.9 

13.9 

5.3 

4.0 

7.0 

15.5 

42.0 

2.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入りたいクラブ・部活動がないから

塾や習い事が忙しいから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

とくに理由はない

無回答

図表3.12.1.1 クラブに参加しない理由

小学生 n=1,671 中学生 n=374

54.9 

22.6 

7.8 

4.8 

10.8 

22.3 

3.5 

41.5 

7.3 

7.3 

2.4 

9.8 

46.3 

12.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入りたいクラブ・部活動がないから

塾や習い事が忙しいから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

不明・無回答

図表3.12.1.2 クラブに参加しない理由[県調査結果]

小学生 n=399 中学生 n=41
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 12. クラブ活動・部活動等への参加しない理由） 

クラブ活動・部活動等に参加していない理由について、等価世帯収入別にみると、「もっとも収入の水

準が低い世帯（中央値の 2分の 1未満）」の小学生では、「費用がかかるから」が 13.1％、「家の事情（家

族の世話、家事など）があるから」が 10.8％で、他の世帯と比較して高くなっています。 

 

 

  

32.6 

21.6 

4.4 

5.3 

8.2 

7.5 

43.3 

30.5 

12.1 

6.0 
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7.6 

8.3 

49.7 

31.5 

10.8 

13.1 

10.8 

8.5 

6.2 

46.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入りたいクラブ・部活動がないから

塾や習い事が忙しいから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

とくに理由はない

図表3.12.2.1 等価世帯収入別・クラブに参加しない理由(小学生)

中央値以上 n=818 中央値の2分の1以上中央値未満 n=580 中央値の2分の1未満 n=130

52.7 

29.7 

7.7 

4.9 

13.2 

25.3 

61.5 

17.5 

6.3 

3.5 

7.7 

21.7 

56.8 

10.8 

18.9 

5.4 

8.1 

18.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入りたいクラブ・部活動がないから

塾や習い事が忙しいから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

図表3.12.2.2 等価世帯収入別・クラブに参加しない理由(小学生)[県調査結果]

中央値以上 n=243 中央値の2分の1以上中央値未満 n=169 中央値の2分の1未満 n=44
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 12. クラブ活動・部活動等への参加しない理由） 

クラブ活動・部活動等に参加していない理由について、等価世帯収入別にみると、「もっとも収入の水

準が低い世帯（中央値の 2分の 1未満）」中学生では、「とくに理由はない」が 61.3％、「費用がかかる

から」、「一緒に入る友達がいないから」が 9.7％で、他の世帯と比較して高くなっています。 

 

 

  

30.5 

16.6 

3.3 
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17.2 

33.1 

25.6 

12.4 

7.4 
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61.3 
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入りたいクラブ・部活動がないから

塾や習い事が忙しいから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

とくに理由はない

図表3.12.3.1 等価世帯収入別・クラブに参加しない理由(中学生)

中央値以上 n=151 中央値の2分の1以上中央値未満 n=121 中央値の2分の1未満 n=31

46.7 

13.3 

20.0 

0.0 

13.3 

53.3 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.3 

66.7 

42.9 

14.3 

0.0 

14.3 

0.0 

28.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入りたいクラブ・部活動がないから

塾や習い事が忙しいから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

図表3.12.3.2 等価世帯収入別・クラブに参加しない理由(中学生)[県調査結果]

中央値以上 n=22 中央値の2分の1以上中央値未満 n=15 中央値の2分の1未満 n=7
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(4)世帯別・小学生（問 12. クラブ活動・部活動等への参加しない理由） 

クラブ活動・部活動等に参加していない理由について、世帯別にみると、ひとり親世帯の小学生は、「費

用がかかるから」、「家の事情（家族の世話、家事など）があるから」が 9.8％と、ふたり親世帯と比較し

てやや高くなっています。 

 

 

  

32.0 

18.0 

5.7 

5.2 

8.2 

7.5 

45.8 

28.8 

10.4 

9.8 
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入りたいクラブ・部活動がないから

塾や習い事が忙しいから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

とくに理由はない

図表3.12.4.1 世帯別・クラブに参加しない理由(小学生)

ふたり親 n=1,487 ひとり親 n=163 母子世帯 n=138
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23.6 

6.5 

4.5 

11.1 

23.9 
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10.0 

10.0 

13.3 

60.0 
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12.0 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入りたいクラブ・部活動がないから

塾や習い事が忙しいから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

図表3.12.4.2 世帯別・クラブに参加しない理由(小学生)[県調査結果]

ふたり親 n=446 ひとり親 n=40 母子世帯 n=34
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(5)世帯別・中学生（問 12. クラブ活動・部活動等への参加しない理由） 

クラブ活動・部活動等に参加していない理由について、世帯別にみると、ひとり親世帯の中学生は、「と

くに理由はない」が 52.9％、「費用がかかるから」が 11.8％で、ふたり親世帯と比較して高くなってい

ます。 

 

 

  

29.5 

14.9 

4.5 

3.7 

7.8 

16.0 

41.0 

23.5 
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家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

とくに理由はない

図表3.12.5.1 世帯別・クラブに参加しない理由(中学生)

ふたり親 n=268 ひとり親 n=51 母子世帯 n=40
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100.0 
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入りたいクラブ・部活動がないから

塾や習い事が忙しいから
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家の事情（家族の世話、家事など）があるから

一緒に入る友達がいないから

その他

図表3.12.5.2 世帯別・クラブに参加しない理由(中学生)[県調査結果]

ふたり親 n=43 ひとり親 n=4 母子世帯 n=4
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問１３. あなたは次の活動をふだんどれくらいしますか。 

a) 家事（洗濯、掃除、料理、片付けなど） 

(1)全体 

普段家事をする頻度について、小学生では「1 週間に 1～2 日」が 30.2％、「ぜんぜんしない」が

26.8％、「毎日 1時間以下」が 15.8％、中学生では「ぜんぜんしない」が 30.4％、「1週間に 1～2日」

が 27.4％、「毎日 1時間以下」が 17.6％となっています。また、「毎日する」と回答した割合（「毎日２

時間以上」「毎日１～２時間」「毎日１時間以下」の合計）は、小学生が 20.6%、中学生が 21.2%とな

っています。 
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3.6 

2.9 

15.8 

17.6 

5.8 

6.4 

12.5 
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30.2 

27.4 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.13.a.1 家事をする頻度

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日

1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない 無回答
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(2)等価世帯収入別 

普段家事をする頻度について、等価世帯収入別にみると、小学生では、いずれの水準においても「1週

間に 1～2日」が 32.0％、30.2％、38.8％と最も高くなっています。中学生は、「中央値以上」と「中

低位の水準の世帯（中央値２分の１以上中央値未満）」では、「ぜんぜんしない」が 31.4％と最も高く、

「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1未満）」では、「１週間に１～２日」、「ぜんぜんし

ない」が 28.0％と最も高くなっています。また、「毎日する」（「毎日２時間以上」と「毎日１～２時間」

と「毎日１時間以下」の合計）と回答した割合は、全体では小学生が 20.6%、中学生が 21.2%であっ

たのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2 分の 1 未満）」では小学生が 18.0%、中学

生が 25.2%となっています。 
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中央値の2分の1未満

n=178

図表3.13.a.2.1 等価世帯収入別・家事をする頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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中央値以上 n=1,189

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=883

中央値の2分の1未満

n=175

図表3.13.a.2.2 等価世帯収入別・家事をする頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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(3)世帯別 

普段家事をする頻度について、世帯別にみると、小学生では、ふたり親世帯と母子世帯では「1週間に

1～2日」が 31.6％、32.4％、ひとり親世帯では「ぜんぜんしない」が 31.3％と最も高くなっていま

す。中学生では、ふたり親世帯・ひとり親世帯ともに「ぜんぜんしない」がそれぞれ 30.8％、31.7％と

最も高くなっています。また、「毎日する」と回答した割合（「毎日２時間以上」「毎日１～２時間」「毎日

１時間以下」の合計）は、全体では小学生が 20.6%、中学生が 21.2%であったのに対し、ひとり親世

帯では小学生が 19.4%、中学生が 22.1%となっています。 
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図表3.13.a.3.1 世帯別・家事をする頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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ひとり親 n=71

母子世帯 n=229

図表3.13.a.3.2 世帯別・家事をする頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない



330 

 

b) 兄弟・姉妹の世話  

(1)全体 

普段兄弟・姉妹の世話をする頻度について、小学生・中学生ともに、「ぜんぜんしない」が 56.6％、

66.7％と最も高く、次いで、小学生では「毎日 1時間以下」が 8.1％、中学生では「1週間に 1～2日」

が 6.9％となっています。また、「毎日する」と回答した割合（「毎日２時間以上」「毎日１～２時間」「毎

日１時間以下」の合計）は、小学生が 20.5%、中学生が 14.8%となっています。 
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図表3.13.b.1 兄弟・姉妹の世話をする頻度

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日

1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない 無回答
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(2)等価世帯収入別 

普段兄弟・姉妹の世話をする頻度について、等価世帯収入別にみると、小学生・中学生ともに、いずれ

の水準においても「ぜんぜんしない」が最も高くなっています（小学生 64.4％、56.3％、58.8％、中

学生 72.3％、67.6％、67.5％）。また、「毎日する」と回答した割合（「毎日２時間以上」「毎日１～２

時間」「毎日１時間以下」の合計）は、全体では小学生が 20.5%、中学生が 14.8%であったのに対し、

「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2 分の 1 未満）」では小学生が 20.6%、中学生が 19.0%

となっています。 
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中央値の2分の1未満

n=170

図表3.13.b.2.1 等価世帯収入別・兄弟・姉妹の世話をする頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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図表3.13.b.2.2 等価世帯収入別・兄弟・姉妹の世話をする頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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(3)世帯別 

普段兄弟・姉妹の世話をする頻度について、世帯別にみると、小学生・中学生ともに、いずれの世帯に

おいても「ぜんぜんしない」が最も高くなっています（小学生 60.6％、67.2％、63.7％、中学生 69.1％、

77.1％、75.4％）。また、「毎日する」と回答した割合（「毎日２時間以上」「毎日１～２時間」「毎日１

時間以下」の合計）は、全体では小学生が 20.5%、中学生が 14.8%であったのに対し、ひとり親世帯

では小学生が 19.2%、中学生が 12.1%となっています。 
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図表3.13.b.3.1 世帯別・兄弟・姉妹の世話をする頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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図表3.13.b.3.2 世帯別・兄弟・姉妹の世話をする頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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c) 親や祖父母など大人の家族の世話 

(1)全体 

普段大人の家族の世話をする頻度について、小学生・中学生ともに「ぜんぜんしない」が 73.7％、

77.6％と最も高く、次いで「1 週間に 1～2 日」が 8.9％、7.6％となっています。また、「毎日する」

と回答した割合（「毎日２時間以上」と「毎日１～２時間」と「毎日１時間以下」の合計）は、小学生が

6.5%、中学生が 6.1%となっています。 
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図表3.13.c.1 大人の家族の世話をする頻度

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日

1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない 無回答
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(2)等価世帯収入別 

普段大人の家族の世話をする頻度について、等価世帯収入別にみると、小学生・中学生ともに、いずれ

の水準においても「ぜんぜんしない」が最も高くなっています（小学生 80.5％、78.1％、70.5％、中

学生 83.1％、81.3％、70.4％）。また、「毎日する」と回答した割合（「毎日２時間以上」「毎日１～２

時間」「毎日１時間以下」の合計）は、全体では小学生が 6.5%、中学生が 6.1%であったのに対し、「も

っとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1未満）」では小学生が 8.7%、中学生が 13.0%となっ

ています。 
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中央値の2分の1未満

n=173

図表3.13.c.2.1 等価世帯収入別・大人の家族の世話をする頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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図表3.13.c.2.2 等価世帯収入別・大人の家族の世話をする頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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(3)世帯別 

普段大人の家族の世話をする頻度について、世帯別にみると、小学生・中学生ともに、いずれの世帯に

おいても「ぜんぜんしない」が最も高くなっています（小学生 79.6％、73.0％、71.2％、中学生 82.0％、

78.2％、78.1％）。また、「毎日する」と回答した割合（「毎日２時間以上」「毎日１～２時間」「毎日１

時間以下」の合計）は、全体では小学生が 6.5%、中学生が 6.1%であったのに対し、ひとり親世帯では

小学生が 7.7%、中学生が 9.7%となっています。 
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図表3.13.c.3.1 世帯別・大人の家族の世話をする頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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図表3.13.c.3.2 世帯別・大人の家族の世話をする頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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d) ゲームで遊ぶ（パソコン、スマホ、タブレットを含む） 

(1)全体 

普段ゲームで遊ぶ頻度について、小学生・中学生ともに、「毎日 2時間以上」が 32.4％、40.7％が最

も高く、次いで「毎日 1～2時間」が 29.2％、26.3％、「毎日 1時間以下」が 13.3％、10.3％となっ

ています。 
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図表3.13.d.1 ゲームで遊ぶ頻度

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日

1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない 無回答
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(2)等価世帯収入別 

普段ゲームで遊ぶ頻度について、等価世帯収入別にみると、小学生・中学生ともに、いずれの水準にお

いても「毎日２時間以上」が最も高くなっています（小学生 31.1％、34.4％、45.5％、中学生 36.9％、

43.1％、50.8％）。また、「毎日２時間以上」と回答した割合は、全体では小学生が 32.4%、中学生が

40.7%であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2 分の 1 未満）」では小学生が

45.5%、中学生が 50.8%と高くなっています。 
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中央値の2分の1未満

n=178

図表3.13.d.2.1 等価世帯収入別・ゲームで遊ぶ頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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図表3.13.d.2.2 等価世帯収入別・ゲームで遊ぶ頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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(3)世帯別 

普段ゲームで遊ぶ頻度について、世帯別にみると、小学生・中学生ともに、いずれの世帯においても「毎

日２時間以上」が最も高くなっています（小学生 32.5％、42.2％、41.5％、中学生 38.9％、54.0％、

55.7％）。また、「毎日２時間以上」と回答した割合は、全体では小学生が 32.4%、中学生が 40.7%で

あったのに対し、ひとり親世帯では小学生が 42.2%、中学生が 54.0%と高くなっています。 
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図表3.13.d.3.1 世帯別・ゲームで遊ぶ頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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図表3.13.d.3.2 世帯別・ゲームで遊ぶ頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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e) インターネット・動画を見る 

(1)全体 

普段インターネット・動画を見る頻度について、小学生・中学生ともに、「毎日 2時間以上」が 32.3％、

48.3％が最も高く、次いで「毎日 1～2 時間」が 28.0％、28.7％、「毎日 1 時間以下」が 15.2％、

11.9％となっています。 
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図表3.13.e.1 インターネット・動画を見る頻度

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日

1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない 無回答
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(2)等価世帯収入別 

普段インターネット・動画を見る頻度について、等価世帯収入別にみると、小学生・中学生ともに、い

ずれの水準においても「毎日２時間以上」が最も高くなっています（小学生 30.5％、35.2％、45.8％、

中学生44.4％、52.0％、58.4％）。また、「毎日２時間以上」と回答した割合は、全体では小学生が32.3%、

中学生が 48.3%であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2 分の 1 未満）」では

小学生が 45.8%、中学生が 58.4%と高くなっています。 
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図表3.13.e.2.1 等価世帯収入別・インターネット・動画を見る頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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図表3.13.e.2.2 等価世帯収入別・インターネット・動画を見る頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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(3)世帯別 

普段インターネット・動画を見る頻度について、世帯別にみると、小学生・中学生ともに、いずれの世

帯においても「毎日２時間以上」が最も高くなっています（小学生 32.8％、39.5％、39.2％、中学生

47.4％、57.5％、61.3％）。また、「毎日２時間以上」と回答した割合は、全体では小学生が 32.3%、

中学生が 48.3%であったのに対し、ひとり親世帯では小学生が 39.5%、中学生が 57.5%と高くなって

います。 
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図表3.13.e.3.1 世帯別・インターネット・動画を見る頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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図表3.13.e.3.2 世帯別・インターネット・動画を見る頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日 ぜんぜんしない
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問１４. あなたは、前の質問の a～cの活動に大変さを感じていますか。 

(1)全体 

家庭活動の大変なところについて、小学生・中学生ともに「とくに大変さは感じていない」が 70.8％、

72.8％と最も高く、次いで「気持ちの面で大変」が 13.8％、16.6％、「体力の面で大変」が 8.8％、

9.1％となっています。 
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70.8 
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9.1 

16.6 
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7.9 

72.8 
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気持ちの面で大変

友だちと過ごす時間が少ない

勉強する時間が少ない

とくに大変さは感じていない

無回答

図表3.14.1 家庭活動の大変なところ

小学生 n=2,223 中学生 n=2,047
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(2)等価世帯収入別 

家庭活動の大変なところについて、等価世帯収入別にみると、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央

値の 2分の 1未満）」では、「気持ちの面で大変」と回答した割合は小学生が 19.9％、中学生が 24.1%、

「体力の面で大変」は小学生が 11.0％、中学生が 15.3%と、「中央値以上」「中央値の２分の１以上中

央値未満」と比較して高くなっています。 
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友だちと過ごす時間が少ない
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とくに大変さは感じていない

図表3.14.2.1 等価世帯収入別・家庭活動の大変さ(小学生)

中央値以上 n=1,107 中央値の2分の1以上中央値未満 n=793 中央値の2分の1未満 n=146
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友だちと過ごす時間が少ない

勉強する時間が少ない

とくに大変さは感じていない

図表3.14.2.2 等価世帯収入別・家庭活動の大変さ(中学生)

中央値以上 n=881 中央値の2分の1以上中央値未満 n=668 中央値の2分の1未満 n=137
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(3)世帯別 

家庭活動の大変なところについて、世帯別にみると、ひとり親世帯では、「気持ちの面で大変」と回答

した割合は小学生が 15.4％、中学生が 21.8%と、「ふたり親」と比較してやや高くなっています。「体

力の面で大変」は小学生が 6.4％で、「ふたり親」と比較してやや低くなっている一方、中学生が 13.2%

で、「ふたり親」と比較してやや高くなっています。 
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図表3.14.3.1 世帯別・家庭活動の大変さ(小学生)

ふたり親 n=2,007 ひとり親 n=188 母子世帯 n=163
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勉強する時間が少ない

とくに大変さは感じていない

図表3.14.3.2 世帯別・家庭活動の大変さ(中学生)

ふたり親 n=1,588 ひとり親 n=197 母子世帯 n=165
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(4) 各項目を毎日 1時間以上従事している場合 

いずれの項目でも、小学生では、「気持ちの面で大変」（17.7％、18.0％、23.1％）、「体力の面で大

変」（14.2%、14.4%、14.1%）と回答した割合が高くなっています。中学生では、「家事」と「兄弟姉

妹の世話」の項目で「気持ちの面で大変」（18.8％、19.1％）」、「勉強する時間が少ない」（19.8%、11.9%）

と回答した割合が高く、「親祖父母の世話」の項目で「友だちと過ごす時間が少ない」（15.9％）、「勉強

する時間が少ない」（15.9％）と回答した割合が高くなっています。 
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友だちと過ごす時間が少ない

勉強する時間が少ない

とくに大変さは感じていない

図表3.14.4.1 家事1時間以上・家庭活動の大変さ

小学生 n=141 中学生 n=101
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図表3.14.4.2 兄弟姉妹の世話1時間以上・家庭活動の大変さ

小学生 n=362 中学生 n=236
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友だちと過ごす時間が少ない

勉強する時間が少ない

とくに大変さは感じていない

図表3.14.4.3 親祖父母の世話1時間以上・家庭活動の大変さ

小学生 n=78 中学生 n=69
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(5)大変だと感じている項目別・家事の頻度 

小学生では、いずれの項目でも「1週間に 1～2日」が 38.9％、39.6％、32.4％、36.6%が最も高

く、次いで「体力面で大変」、「勉強する時間が少ない」では、「毎日１時間以下」が 22.3％、26.8％、

「気持ちの面で大変」、「友だちと過ごす時間」では、「１週間に３～４日」が 20.4％、22.2％となって

います。中学生では、「1週間に 1～2日」が 40.4％、41.0％、32.4％、30.5%と最も高く、次いで

「毎日１時間以下」が 24.7％、24.2％、21.1％、28.1％となっています。 

 

 

  

4.0 

2.2 

1.9 

1.8 

7.4 

6.9 

13.9 

8.0 

22.3 

20.0 

17.6 

26.8 

10.9 

10.9 

12.0 

10.7 

16.6 

20.4 

22.2 

16.1 

38.9 
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n=175

気持ちの面で大変

n=275

友だちと過ごす時間が少ない

n=108

勉強する時間が少ない

n=112

図表3.14.5.1 大変だと感じている項目別・家事の頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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友だちと過ごす時間が少ない
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勉強する時間が少ない

n=128

図表3.14.5.2 大変だと感じている項目別・家事の頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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(6)大変だと感じている項目別・兄弟姉妹の世話の頻度 

小学生では、「体力の面で大変」、「気持ちの面で大変」において「毎日 2時間以上」が 25.8％、20.9％、

「友だちと過ごす時間が少ない」において、「毎日 2時間以上」、「１週間に１～２日」がともに 20.9％、

「勉強する時間が少ない」において「毎日 1 時間以下」が 25.0%と最も高くなっています。中学生で

は、「体力の面で大変」において「1週間に 1～2日」が 32.9％、「気持ちの面で大変」において「毎日

1時間以下」が 25.3%、「友だちと過ごす時間が少ない」において「毎日 2時間以上」、「毎日 1時間以

下」、「1週間に 1～2日」がいずれも 21.6%、「勉強する時間が少ない」において「毎日 2時間以上」

が 21.6%と最も高くなっています。 
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友だちと過ごす時間が少ない
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勉強する時間が少ない
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図表3.14.6.1 大変だと感じている項目別・兄弟姉妹の世話の頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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友だちと過ごす時間が少ない
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勉強する時間が少ない

n=74

図表3.14.6.2 大変だと感じている項目別・兄弟姉妹の世話の頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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(7)大変だと感じている項目別・大人の家族の世話の頻度 

小学生では、いずれの項目でも「1週間に 1～2日」が 43.8％、40.2％、37.0％、44.4%と最も高

く、次いで「毎日１時間以下」が 21.9％、16.1％、28.3％、19.4％となっています。中学生では、い

ずれの項目でも、「1週間に 1～2日」が 42.9％、46.0％、33.3％、30.8%と最も高く、次いで「体

力の面で大変」、「気持ちの面で大変」、「友だちと過ごす時間が少ない」においては「毎日１時間以下」が

24.5％、19.5、20.5％、「勉強する時間が少ない」においては、「毎日１時間以下」と「１週間に３～

４日」がともに 17.3％となっています。 
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図表3.14.7.1 大変だと感じている項目別・大人の家族の世話の頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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図表3.14.7.2 大変だと感じている項目別・大人の家族の世話の頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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(8)大変だと感じている項目別・家事の頻度（等価世帯収入が中央値の 2分の 1未満の場合） 

小学生では、いずれの項目でも、「1週間に 1～2日」が 53.3％、40.7％、62.5％、37.5%と最も

高く、次いで、「体力の面で大変」、「気持ちの面で大変」、「友だちと過ごす時間が少ない」においては「１

週間に３～４日」が 20.0％、25.9％、25.0％、「勉強する時間が少ない」においては、「毎日１時間以

下」が 25.0％となっています。中学生では、「体力の面で大変」、「気持ちの面で大変」、「勉強する時間

が少ない」において「1週間に 1～2日」が 43.8％、46.7％、36.4％と最も高く、次いで「体力の面

で大変」においては、「毎日１時間以下」、「１週間に５～６日」がともに 18.8％、「気持ちの面で大変」

においては「毎日１時間以下」が 23.3％、「勉強する時間が少ない」においては、「毎日１時間以下」が

27.3％となっています。また、「友だちと過ごす時間が少ない」においては、「毎日 1～2 時間」と「毎

日 1時間以下」がともに 40.0%と最も高くなっています。 
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図表3.14.8.1 大変だと感じている項目別・家事の頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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図表3.14.8.2 大変だと感じている項目別・家事の頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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(9)大変だと感じている項目別・兄弟姉妹の世話の頻度（等価世帯収入が中央値の 2 分の 1 未満の場合） 

小学生では、「体力の面で大変」において、「毎日 1～2 時間」、「毎日 1 時間以下」、「1 週間に 5～6

日」、「1 週間に 1～2 日」がいずれも 25.0%、「気持ちの面で大変」においては「1 週間に 1～2 日」

が 29.4％、「友だちと過ごす時間が少ない」においては「毎日 1～2 時間」、「1 週間に 5～6 日」がと

もに 50.0%、「勉強する時間が少ない」においては「毎日 1～2時間」、「毎日 1 時間以下」、「1 週間に

3～4日」がいずれも 33.3%となっています。中学生では、「体力の面で大変」においては「毎日２時間

以上」と「毎日１時間以下」がともに 33.3％と最も高く、「気持ちの面で大変」においては、「毎日２時

間以上」が 38.5％と最も高く、次いで「１週間に１～２日」が 23.1％となっています。また、「友だち

と過ごす時間が少ない」においては「毎日２時間以上」と「毎日１～２時間」がともに 50.0％、「勉強す

る時間が少ない」においては「毎日２時間以上」と「１週間に１～２日」がともに 40.0％と最も高くな

っています。 
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図表3.14.9.1 大変だと感じている項目別・兄弟姉妹の世話の頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日

33.3 

38.5 

50.0 

40.0 

0.0 

7.7 

50.0 

20.0 

33.3 

15.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

15.4 

0.0 

0.0 

16.7 

23.1 

0.0 

40.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

体力の面で大変

n=6

気持ちの面で大変

n=13

友だちと過ごす時間が少ない

n=4

勉強する時間が少ない

n=4

図表3.14.9.2 大変だと感じている項目別・兄弟姉妹の世話の頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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(10)大変だと感じている項目別・大人の家族の世話の頻度（等価世帯収入が中央値の 2 分の 1 未満の場合） 

小学生では、「体力の面で大変」、「気持ちの面で大変」、「友だちと過ごす時間が少ない」において、「１

週間に１～２日」が 50.0%、57.1%、66.7%、「勉強する時間が少ない」においては「毎日 1 時間以

下」が 66.7％と最も高くなっています。中学生では、「体力の面で大変」、「気持ちの面で大変」におい

て「1週間に 1～2日」が 62.5％、60.0％、「友だちと過ごす時間が少ない」、「勉強する時間が少ない」

において「毎日 2時間以上」が 66.7%、75.0%と最も高くなっています。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

体力の面で大変

n=6

気持ちの面で大変

n=14

友だちと過ごす時間が少ない

n=3

勉強する時間が少ない

n=3

図表3.14.10.1 大変だと感じている項目別・大人の家族の世話の頻度（小学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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体力の面で大変
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気持ちの面で大変
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友だちと過ごす時間が少ない

n=3

勉強する時間が少ない

n=4

図表3.14.10.2 大変だと感じている項目別・大人の家族の世話の頻度（中学生）

毎日2時間以上 毎日1～2時間 毎日1時間以下 1週間に5～6日 1週間に3～4日 1週間に1～2日
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(11)大変だと感じている項目別・放課後過ごす場所（等価世帯収入が中央値の 2分の 1未満の場合） 

いずれの項目でも、小学生では、「自宅」が 90.3％、87.9％、83.6％、88.2%と最も高くなってい

ます。中学生でも、「自宅」が 97.9％、94.1％、95.3％、96.3%、と最も高くなっています。 
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祖父母の家

友だちの家

学校（教室、校庭や体育館や図書室など）

子ども会・放課後児童クラブ（学童）

放課後等デイサービス

クラブ活動・部活動の場所

塾や習い事の場所

近所の公園、グラウンド

児童館

図書館

ショッピングセンター、コンビニ等

その他

図表3.14.11.1 大変だと感じている項目別・放課後をどこで過ごすか（小学生）

体力の面で大変

n=196

気持ちの面で大変

n=306

友だちと過ごす時間が少ない

n=122

勉強する時間が少ない

n=119

※小学生のみの選択肢
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その他

図表3.14.11.2 大変だと感じている項目別・放課後をどこで過ごすか（中学生）

体力の面で大変

n=187

気持ちの面で大変

n=339

友だちと過ごす時間が少ない

n=85

勉強する時間が少ない

n=162

※小学生のみの選択肢
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(12)大変だと感じている項目別・ホッとできる場所（等価世帯収入が中央値の 2分の 1未満の場合） 

小学生では、いずれの項目でも、「自宅」が 79.8%、80.5%、72.0%、81.5%、と最も高くなって

います。また、「ホッとできる場所がある」と回答した割合は、各項目で 89.2％、92.0%、89.2%、

91.5%と、全体（93.8％）と比較して低くなっています。 
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友だちの家
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図書館
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ファミレス、ネットカフェ、ゲームセンター
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図表3.１4.12.1 大変だと感じている項目別・ホッとできる居場所（小学生）

体力の面で大変

n=173

気持ちの面で大変

n=277

友だちと過ごす時間が少ない

n=107

勉強する時間が少ない

n=108

※小学生のみの選択肢
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勉強する時間が少ない

n=118

図表3.14.12.2 大変だと感じている項目別・ホッとできる場所があるか（小学生）

ホッとできる場所がある ホッとできる場所がない
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中学生では、いずれの項目でも、「自宅」が 91.4%、84.9%、76.6%、87.3%と最も高くなってい

ます。また、「ホッとできる場所がある」と回答した割合は、「気持ちの面で大変」、「友だちと過ごす時間

が少ない」においてそれぞれ 90.0%、92.8%となっており、全体（93.1％）と比較して低くなってい

ます。 
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図表3.１4.12.3 大変だと感じている項目別・ホッとできる居場所（中学生）

体力の面で大変

n=174

気持ちの面で大変

n=298

友だちと過ごす時間が少ない

n=77

勉強する時間が少ない

n=150

※小学生のみの選択肢
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気持ちの面で大変
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友だちと過ごす時間が少ない

n=83

勉強する時間が少ない

n=158

図表3.14.12.4 大変だと感じている項目別・ホッとできる場所があるか（中学生）

ホッとできる場所がある ホッとできる場所がない
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問１５. あなたは週にどのくらい、食事をしていますか。 

a) 朝食 

(1)全体 

朝食を「毎日食べる（週 7日）」と回答した割合は、小学生（85.3％）、中学生（76.6％）ともに、県

調査（90.9％、86.2％）と比較して低くなっています。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.15.a.1.1 朝食の頻度

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない 無回答

90.9 

86.2 

5.1 

8.3 

1.6 

2.2 

2.0 

3.2 

0.4 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.15.a.1.2 朝食の頻度[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない 無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 15.a 朝食の頻度） 

朝食の頻度について、等価世帯収入別にみると、小学生では、朝食を「毎日食べる（週 7日）」と回答

した割合は、全体では 85.3％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1

未満）」では 73.9％と低くなっています。また、県調査（81.2％）と比較して低くなっています。 
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n=1,437

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,014

中央値の2分の1未満

n=188

図表3.15.a.2.1 等価世帯収入別・朝食の頻度(小学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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中央値の2分の1以上

中央値未満 n=315

中央値の2分の1未満

n=69

図表3.15.a.2.2 等価世帯収入別・朝食の頻度(小学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 15.a 朝食の頻度） 

朝食の頻度について、等価世帯収入別にみると、中学生では、朝食を「毎日食べる（週 7日）」と回答

した割合は、全体では 76.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1

未満）」では 68.9％と低くなっています。また、県調査（78.0％）と比較して低くなっています。 

 

 
  

81.6 

77.0 

68.9 

10.3 

11.0 

13.9 

3.0 

5.1 

4.4 

5.1 

6.9 

12.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上
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中央値の2分の1以上

中央値未満 n=883

中央値の2分の1未満

n=180

図表3.15.a.3.1 等価世帯収入別・朝食の頻度(中学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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中央値未満 n=253

中央値の2分の1未満

n=59

図表3.15.a.3.2 等価世帯収入別・朝食の頻度(中学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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(4)世帯別・小学生（問 15. a 朝食の頻度） 

朝食の頻度について、世帯別にみると、小学生では、朝食を「毎日食べる（週 7日）」と回答した割合

は、全体では 85.3％であったのに対し、ひとり親世帯では 78.2％と低くなっています。また、県調査

（86.8％）と比較して低くなっています。 
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ふたり親

n=2,590

ひとり親

n=248

母子世帯

n=209

図表3.15.a.4.1 世帯別・朝食の頻度(小学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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母子世帯

n=47

図表3.15.a.4.2 世帯別・朝食の頻度(小学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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(5)等価世帯収入別・中学生（問 15.a 朝食の頻度） 

朝食の頻度について、世帯別にみると、中学生では、全体では 76.6％であったのに対し、ひとり親世

帯では 69.9％と低くなっています。また、県調査（82.7％）と比較して低くなっています。 
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図表3.15.a.5.1 世帯別・朝食の頻度(中学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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図表3.15.a.5.2 世帯別・朝食の頻度(中学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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b) 夕食 

(1)全体 

夕食を「毎日食べる（週 7日）」と回答した割合は、小学生（96.4％）、中学生（94.4％）ともに、県

調査（97.1％、97.5％）と比較して低くなっています。 
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図表3.15.b.1.1 夕食の頻度

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない 無回答
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(県)中学生

n=687

図表3.15.b.1.2 夕食の頻度[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない 無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 15.b 夕食の頻度） 

夕食の頻度について、等価世帯収入別にみると、小学生では、夕食を「毎日食べる（週 7日）」と回答

した割合は、全体では 96.4％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1

未満）」では 98.4％と高くなっています。また、県調査（95.7％）と比較して高くなっています。 
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n=1,434

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,011

中央値の2分の1未満

n=187

図表3.15.b.2.1 等価世帯収入別・夕食の頻度(小学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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0.0 

0.0 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=390

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=312

中央値の2分の1未満

n=69

図表3.15.b.2.2 等価世帯収入別・夕食の頻度(小学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない



363 

 

(3)等価世帯収入別・中学生（問 15.b 夕食の頻度） 

夕食の頻度について、等価世帯収入別にみると、中学生では、夕食を「毎日食べる（週 7日）」と回答

した割合は、全体では 94.4％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2分の 1

未満）」では 93.2％と低くなっています。また、県調査（96.6％）と比較して低くなっています。 
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中央値以上

n=1,196

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=880

中央値の2分の1未満

n=177

図表3.15.b.3.1 等価世帯収入別・夕食の頻度(中学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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中央値以上

n=337

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=253

中央値の2分の1未満

n=58

図表3.15.b.3.2 等価世帯収入別・夕食の頻度(中学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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(4)世帯別・小学生（問 15.b 夕食の頻度） 

夕食の頻度について、世帯別にみると、小学生では、夕食を「毎日食べる（週 7日）」と回答した割合

は、全体では 96.4％であったのに対し、ひとり親世帯では 97.2％と高くなっています。また、県調査

（96.2％）と比較して高くなっています。 
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n=2,583

ひとり親

n=247

母子世帯

n=208

図表3.15.b.4.1 世帯別・夕食の頻度(小学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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n=52

母子世帯

n=46

図表3.15.b.4.2 世帯別・夕食の頻度(小学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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(5)世帯別・中学生（問 15.b 夕食の頻度） 

夕食の頻度について、世帯別にみると、中学生では、夕食を「毎日食べる（週 7日）」と回答した割合

は、全体では 94.4％であったのに対し、ひとり親世帯では 95.3％と高くなっています。また、県調査

（96.0％）と比較して低くなっています。 
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n=2,110

ひとり親

n=277

母子世帯

n=234

図表3.15.b.5.1 世帯別・夕食の頻度(中学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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n=605

ひとり親

n=75

母子世帯

n=63

図表3.15.b.5.2 世帯別・夕食の頻度(中学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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c) 夏休みや冬休みなどの期間の昼食 

(1)全体 

夏休みや冬休みなどの期間の昼食を「毎日食べる（週 7 日）」と回答した割合は、小学生（91.6％）、

中学生（82.9％）ともに、県調査（93.4％、88.6％）と比較して低くなっています。 
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82.9 

4.8 

10.5 
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0.5 

1.2 

2.0 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.15.c.1.1 夏休みや冬休みなどの期間の昼食の頻度

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない 無回答

93.4 

88.6 

4.4 

6.8 

1.0 

2.6 

0.4 

0.7 

0.8 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.15.c.1.2 夏休みや冬休みなどの期間の昼食の頻度[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない 無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 15.c 長期休暇期間の昼食の頻度） 

夏休みや冬休みなどの期間の昼食の頻度について、等価世帯収入別にみると、小学生では、夏休みや冬

休みなどの期間の昼食を「毎日食べる（週 7日）」と回答した割合は、全体では 91.6％であったのに対

し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2 分の 1 未満）」では 85.6％と低くなっています。ま

た、県調査（89.9％）と比較して低くなっています。 
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中央値以上
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中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,009

中央値の2分の1未満

n=187

図表3.15.c.2.1 等価世帯収入別・夏休みや冬休みなどの

期間の昼食の頻度(小学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない

95.7 

93.3 
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中央値以上

n=391

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=313

中央値の2分の1未満

n=69

図表3.15.c.2.2 等価世帯収入別・夏休みや冬休みなどの

期間の昼食の頻度(小学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 15.c 長期休暇期間の昼食の頻度） 

夏休みや冬休みなどの期間の昼食の頻度について、等価世帯収入別にみると、中学生では、夏休みや冬

休みなどの期間の昼食を「毎日食べる（週 7日）」と回答した割合は、全体では 82.9％であったのに対

し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の 2 分の 1 未満）」では 79.1％と低くなっています。ま

た、県調査（89.8％）と比較して低くなっています。 
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15.3 

2.7 

3.1 

5.1 

0.8 

1.9 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,195

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=877

中央値の2分の1未満

n=177

図表3.15.c.3.1 等価世帯収入別・夏休みや冬休みなどの

期間の昼食の頻度(中学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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中央値以上

n=332

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=252

中央値の2分の1未満

n=59

図表3.15.c.3.2 等価世帯収入別・夏休みや冬休みなどの

期間の昼食の頻度(中学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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(4)世帯別・小学生（問 15.c 長期休暇期間の昼食の頻度） 

夏休みや冬休みなどの期間の昼食の頻度について、世帯別にみると、小学生では、夏休みや冬休みなど

の期間の昼食を「毎日食べる（週 7日）」と回答した割合は、全体では 91.6％であったのに対し、ひと

り親世帯では 88.7％と低くなっています。また、県調査（86.5％）と比較して高くなっています。 
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n=2,577
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n=247

母子世帯
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図表3.15.c.4.1 世帯別・夏休みや冬休みなどの

期間の昼食の頻度(小学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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母子世帯
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図表3.15.c.4.2 世帯別・夏休みや冬休みなどの

期間の昼食の頻度(小学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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(5)世帯別・中学生（問 15.c 長期休暇期間の昼食の頻度） 

夏休みや冬休みなどの期間の昼食の頻度について、世帯別にみると、中学生では、夏休みや冬休みなど

の期間の昼食を「毎日食べる（週 7日）」と回答した割合は、全体では 82.9％であったのに対し、ひと

り親世帯では 78.7％と低くなっています。また、県調査（86.5％）と比較して低くなっています。 
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図表3.15.c.5.1 世帯別・夏休みや冬休みなどの

期間の昼食の頻度(中学生)

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない
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図表3.15.c.5.2 世帯別・夏休みや冬休みなどの

期間の昼食の頻度(中学生)[県調査結果]

毎日食べる（週7日） 週5～6日 週3～4日 週1～2日、ほとんど食べない



371 

 

問１６. あなたは、ふだん(月曜日～金曜日)、ほぼ同じ時間に寝ていますか。 

(1)全体 

普段、ほぼ同じ時間に寝ているかについて、小学生・中学生ともに「どちらかといえば同じ時間に寝て

いる」が 45.1％、47.6％と最も高く、次いで「ほぼ同じ時間に寝ている」が 31.7％、30.6％、「どち

らかといえば同じ時間に寝ていない」が 15.7％、13.9％の順となっています。 
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0.8 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.16.1.1 ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか

ほぼ同じ時間に寝ている どちらかといえば同じ時間に寝ている

どちらかといえば同じ時間に寝ていない ほぼ同じ時間に寝ていない

無回答
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(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.16.1.2 ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか[県調査結果]

ほぼ同じ時間に寝ている どちらかといえば同じ時間に寝ている

どちらかといえば同じ時間に寝ていない ほぼ同じ時間に寝ていない

無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 16.ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか） 

普段、ほぼ同じ時間に寝ているかについて、等価世帯収入別にみると、小学生では、「ほぼ同じ時間に

寝ている」と回答した割合は、全体では 31.7％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中

央値の 2 分の 1 未満）」では 29.7％と低くなっています。また、県調査（24.6％）と比較して高くな

っています。 
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29.7 
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45.3 

40.6 

15.4 
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中央値の2分の1以上
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中央値の2分の1未満

n=192

図表3.16.2.1 等価世帯収入別・ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか(小学生)

ほぼ同じ時間に寝ている どちらかといえば同じ時間に寝ている

どちらかといえば同じ時間に寝ていない ほぼ同じ時間に寝ていない
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24.6 

44.8 

46.7 

50.7 

13.5 

17.1 

20.3 

8.4 

5.4 

4.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=393

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=315

中央値の2分の1未満

n=69

図表3.16.2.2 等価世帯収入別・ふだん、

ほぼ同じ時間に寝ているか(小学生)[県調査結果]

そうである どちらかといえばそうである どちらかといえばそうでない そうでない
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 16.ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか） 

普段、ほぼ同じ時間に寝ているかについて、等価世帯収入別にみると、中学生では、「ほぼ同じ時間に

寝ている」と回答した割合は、全体では 30.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中

央値の 2 分の 1 未満）」では 26.3％と低くなっています。また、県調査（30.5％）と比較して低くな

っています 

 

 
  

33.9 

27.6 

26.3 

47.1 

49.8 

49.7 

13.8 

13.7 

14.5 

5.2 

8.9 

9.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上
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中央値の2分の1以上
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中央値の2分の1未満

n=179

図表3.16.3.1 等価世帯収入別・ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか(中学生)

ほぼ同じ時間に寝ている どちらかといえば同じ時間に寝ている

どちらかといえば同じ時間に寝ていない ほぼ同じ時間に寝ていない
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中央値以上
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中央値の2分の1以上

中央値未満 n=253

中央値の2分の1未満

n=59

図表3.16.3.2 等価世帯収入別・ふだん、

ほぼ同じ時間に寝ているか(中学生)[県調査結果]

そうである どちらかといえばそうである どちらかといえばそうでない そうでない
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(4)世帯別・小学生（問 16.ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか） 

普段、ほぼ同じ時間に寝ているかについて、世帯別にみると、小学生では、「ほぼ同じ時間に寝ている」

と回答した割合は、全体では 31.7％であったのに対し、ひとり親世帯では 33.1％と高くなっています。

また、県調査（39.6％）と比較して低くなっています。 
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ふたり親

n=2,604

ひとり親

n=254

母子世帯

n=214

図表3.16.4.1 世帯別・ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか(小学生)

ほぼ同じ時間に寝ている どちらかといえば同じ時間に寝ている

どちらかといえば同じ時間に寝ていない ほぼ同じ時間に寝ていない

31.7 

39.6 

38.3 

46.1 

41.5 

42.6 

15.5 

11.3 

10.6 

6.7 

7.5 

8.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=775

ひとり親

n=53

母子世帯

n=47

図表3.16.4.2 世帯別・ふだん、

ほぼ同じ時間に寝ているか(小学生)[県調査結果]

そうである どちらかといえばそうである どちらかといえばそうでない そうでない
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(5)世帯別・中学生（問 16.ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか） 

普段、ほぼ同じ時間に寝ているかについて、世帯別にみると、中学生では、「ほぼ同じ時間に寝ている」

と回答した割合は、全体では 30.6％であったのに対し、ひとり親世帯では 30.1％と同程度となってい

ます。また、県調査（32.9％）と比較してやや低くなっています。 

 

 
  

31.4 

30.1 

31.1 

48.4 

45.2 

47.2 

13.7 

13.3 

11.5 

6.5 

11.5 

10.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,134

ひとり親

n=279

母子世帯

n=235

図表3.16.5.1 世帯別・ふだん、ほぼ同じ時間に寝ているか(中学生)

ほぼ同じ時間に寝ている どちらかといえば同じ時間に寝ている

どちらかといえば同じ時間に寝ていない ほぼ同じ時間に寝ていない

37.2 

32.9 

32.8 

46.8 

50.0 

50.0 

12.1 

15.8 

15.6 

4.0 

1.3 

1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=605

ひとり親

n=76

母子世帯

n=64

図表3.16.5.2 世帯別・ふだん、

ほぼ同じ時間に寝ているか(中学生)[県調査結果]

そうである どちらかといえばそうである どちらかといえばそうでない そうでない
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問１７. あなたに困っていることや悩みごとがあるとき、あなたが相談できると思う人はだれですか。 

(1)全体  

困りごとを相談できる相手について、小学生・中学生ともに「親」が 81.9％、73.7％で最も高く、次

いで「学校の友達」が 56.8％、71.9％、「学校の先生」が 38.0％、34.0％となっています。また、「誰

にも相談できない、相談したくない」が、小中学生ともに 8.2%となっています。 

 

  

81.9 

23.9 

18.8 

38.0 

56.8 

12.3 

4.1 

3.9 

2.8 

1.7 

1.6 

8.2 

1.8 

73.7 

23.9 

14.1 

34.0 

71.9 

18.1 

4.5 

4.5 

1.9 

4.8 

0.8 

8.2 

1.3 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（学童保育所の人、

塾・習い事の先生、地域の人など）

専門の相談員（市の相談窓口など）

ネットで知り合った人

その他

だれにも相談できない、

相談したくない

無回答

図表3.17.1.1 困りごとを

相談できる相手

小学生 n=2,920
中学生 n=2,800

83.4 

22.5 

21.8 

38.4 

62.3 

12.3 

3.8 

3.6 

0.6 

5.9 

0.7 

63.2 

18.6 

12.8 

22.3 

67.5 

11.9 

2.3 

2.5 

2.2 

10.5 

1.2 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（塾、習い事の先生、

地域の人など）

ネットで知り合った人

誰にも相談できない、

相談したくない

無回答

図表3.17.1.2 困りごとを

相談できる相手[県調査結果]

小学生 n=836 中学生 n=687
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 17.困りごとを相談出来る相手）  

困りごとを相談できる相手について、等価世帯収入別にみると、小学生では大きな違いはありませんで

した。 

 

  

82.6 

22.6 

18.1 

39.1 

57.9 

12.6 

4.5 

4.7 

3.0 

1.8 

1.6 

8.4 

81.3 

24.7 

20.6 

36.4 

55.4 

12.8 

3.5 

2.9 

2.8 

1.5 

1.5 

8.6 

80.8 

26.9 

17.6 

35.2 

53.9 

7.3 

3.1 

3.6 

2.1 

3.1 

4.1 

6.2 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（学童保育所の人、

塾・習い事の先生、地域の人など）

専門の相談員（市の相談窓口など）

ネットで知り合った人

その他

だれにも相談できない、

相談したくない

図表3.17.2.1 等価世帯収入別

困りごとを相談できる相手(小学生)

中央値以上 n=1,455

中央値の2分の1以上中央値未満 n=1,027

中央値の2分の1未満 n=193

84.4 

22.4 

21.2 

38.5 

64.0 

14.3 

3.8 

3.6 

0.5 

5.6 

83.1 

21.7 

21.7 

37.4 

62.9 

10.9 

3.5 

2.6 

1.0 

4.5 

78.3 

29.0 

27.5 

47.8 

60.9 

13.0 

7.2 

7.2 

0.0 

14.5 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（学童保育所の人、

塾・習い事の先生、地域の人など）

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、

相談したくない

図表3.17.2.2 等価世帯収入別

困りごとを相談できる相手(小学生)

[県調査結果]

中央値以上 n=392

中央値の2分の1以上中央値未満 n=313

中央値の2分の1未満 n=69
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 17.困りごとを相談出来る相手）  

困りごとを相談できる相手について、等価世帯収入別にみると、中学生では大きな違いはありませんで

した。 

 

  

75.5 

24.0 

14.5 

34.5 

73.6 

16.9 

4.5 

4.9 

2.2 

3.9 

0.7 

7.0 

72.9 

22.4 

14.8 

34.3 

71.3 

18.8 

5.0 

4.2 

1.7 

5.4 

1.2 

10.1 

72.4 

27.6 

13.3 

32.6 

64.6 

20.4 

2.2 

3.3 

1.7 

8.3 

0.0 

9.9 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（学童保育所の人、

塾・習い事の先生、地域の人など）

専門の相談員（市の相談窓口など）

ネットで知り合った人

その他

だれにも相談できない、

相談したくない

図表3.17.3.1 等価世帯収入別

困りごとを相談できる相手(中学生)

中央値以上 n=1,210

中央値の2分の1以上中央値未満 n=905

中央値の2分の1未満 n=181

61.7 

18.9 

12.0 

21.9 

67.4 

12.0 

1.8 

2.4 

2.4 

12.6 

64.7 

16.9 

11.6 

22.1 

68.7 

10.0 

3.2 

2.0 

2.4 

7.6 

66.1 

25.4 

15.3 

25.4 

66.1 

23.7 

1.7 

1.7 

0.0 

10.2 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（学童保育所の人、

塾・習い事の先生、地域の人など）

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、

相談したくない

図表3.17.3.2 等価世帯収入別

困りごとを相談できる相手(中学生)

[県調査結果]

中央値以上 n=334

中央値の2分の1以上中央値未満 n=249

中央値の2分の1未満 n=59
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(4)世帯別・小学生（問 17.困りごとを相談出来る相手） 

困りごとを相談できる相手について、世帯別にみると、小学生では大きな違いはありませんでした。 

 

  

82.6 

24.2 

18.6 

38.5 

57.1 

12.4 

4.2 

4.0 

2.9 

1.6 

1.6 

8.2 

74.6 

21.2 

20.8 

32.3 

53.8 

11.5 

4.2 

3.1 

3.1 

3.5 

2.7 

8.8 

79.5 

23.3 

23.3 

35.2 

55.7 

12.3 

4.6 

3.7 

3.2 

2.7 

2.7 

7.3 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（学童保育所の人、

塾・習い事の先生、地域の人など）

専門の相談員（市の相談窓口など）

ネットで知り合った人

その他

だれにも相談できない、

相談したくない

図表3.17.4.1 世帯別

困りごとを相談できる相手(小学生)

ふたり親

n=2,618

ひとり親

n=260

母子世帯

n=219

83.7 

22.8 

21.5 

38.7 

63.6 

12.7 

3.9 

3.2 

0.6 

5.6 

88.7 

20.8 

30.2 

41.5 

52.8 

9.4 

3.8 

7.5 

0.0 

9.4 

89.4 

19.1 

29.8 

42.6 

53.2 

8.5 

4.3 

8.5 

0.0 

8.5 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（学童保育所の人、

塾・習い事の先生、地域の人など）

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、

相談したくない

図表3.17.4.2 世帯別

困りごとを相談できる相手(小学生)

[県調査結果]

ふたり親

n=446

ひとり親

n=40

母子世帯

n=34
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(5)世帯別・中学生（問 17.困りごとを相談出来る相手）  

困りごとを相談できる相手について、世帯別にみると、中学生では大きな違いはありませんでした。 

 

  

74.7 

24.6 

14.1 

34.6 

72.3 

17.4 

4.8 

4.8 

2.0 

4.3 

0.8 

8.3 

72.2 

22.2 

18.3 

29.6 

68.0 

20.8 

3.5 

1.8 

1.1 

7.7 

0.7 

9.2 

74.5 

21.3 

18.4 

30.1 

69.0 

20.9 

3.8 

2.1 

0.8 

8.4 

0.0 

8.8 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（学童保育所の人、

塾・習い事の先生、地域の人など）

専門の相談員（市の相談窓口など）

ネットで知り合った人

その他

だれにも相談できない、

相談したくない

図表3.17.5.1 世帯別

困りごとを相談できる相手(中学生)

ふたり親

n=2,150

ひとり親

n=284

母子世帯

n=239

64.2 

19.6 

12.7 

22.1 

68.4 

12.0 

2.5 

2.5 

2.5 

10.7 

61.8 

13.2 

13.2 

23.7 

69.7 

11.8 

1.3 

1.3 

0.0 

9.2 

64.1 

12.5 

12.5 

25.0 

73.4 

12.5 

1.6 

1.6 

0.0 

7.8 

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

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（学童保育所の人、

塾・習い事の先生、地域の人など）

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、

相談したくない

図表3.17.5.2 世帯別

困りごとを相談できる相手(中学生)

[県調査結果]

ふたり親

n=43

ひとり親

n=4

母子世帯

n=4
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問１８. 全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。 

(1)全体 

最近の生活満足度について、「6～10」（満足度が高い方の回答）と回答した割合は、小学生が 78.4％、

中学生が 71.4%となっています。小学生、中学生（78.4％、71.4％）ともに、県調査（81.0％、72.2％）

と比較してやや低くなっています。 

 

 

  

2.1 

4.6 

7.5 

10.4 

10.2 

12.5 

19.1 

26.9 

59.3 

44.5 

1.7 

1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.18.1.1 生活満足度

0～2 3～4 5 6～7 8～10 不明・無回答

3.0 

4.9 

6.1 

8.3 

9.2 

14.4 

17.7 

26.2 

63.3 

46.0 

0.7 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.18.1.2 生活満足度[県調査結果]

0～2 3～4 5 6～7 8～10 不明・無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 18.生活満足度） 

最近の生活満足度について、等価世帯収入別にみると、小学生では、「6～10」（満足度が高い方の回

答）と回答した割合は、全体では 78.4％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値

の２分の１未満）」では 73.4％と低くなっています。また、県調査（66.7％）と比較して高くなってい

ます 。 

 

 

  

2.0 

2.4 

3.1 

7.5 

6.9 

8.9 

9.6 

10.5 

14.6 

19.2 

19.7 

19.8 

61.7 

60.4 

53.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,435

中央値の2分の1以上

中央値未満

n=1,008

中央値の2分の1未満

n=192

図表3.18.2.1 等価世帯収入別・生活満足度(小学生)

0～2 3～4 5 6～7 8～10

2.5 

2.9 

5.8 

6.6 

5.8 

8.7 

6.9 

9.3 

18.8 

17.3 

18.6 

20.3 

66.7 

63.5 

46.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=393

中央値の2分の1以上

中央値未満

n=312

中央値の2分の1未満

n=69

図表3.18.2.2 等価世帯収入別・生活満足度(小学生)[県調査結果]

0～2 3～4 5 6～7 8～10
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 18.生活満足度） 

最近の生活満足度について、等価世帯収入別にみると、中学生では、「6～10」（満足度が高い方の回

答）と回答した割合は、全体では 71.4％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値

の２分の１未満）」では 69.0％と低くなっています。また、県調査（61.0％）と比較して高くなってい

ます 。 

 

 

  

4.5 

4.4 

3.9 

8.6 

11.3 

13.8 

12.6 

12.9 

13.3 

26.8 

26.7 

28.7 

47.5 

44.8 

40.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,203

中央値の2分の1以上

中央値未満

n=893

中央値の2分の1未満

n=181

図表3.18.3.1 等価世帯収入別・生活満足度(中学生)

0～2 3～4 5 6～7 8～10

5.0 

4.3 

5.1 

11.3 

4.7 

8.5 

12.2 

14.2 

25.4 

23.1 

31.6 

20.3 

48.4 

45.1 

40.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=337

中央値の2分の1以上

中央値未満

n=253

中央値の2分の1未満

n=59

図表3.18.3.2 等価世帯収入別・生活満足度(中学生)[県調査結果]

0～2 3～4 5 6～7 8～10
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(4)世帯別・小学生（問 18.生活満足度） 

最近の生活満足度について、世帯別にみると、小学生では、「6～10」（満足度が高い方の回答）と回

答した割合は、全体では 78.4％であったのに対し、ひとり親世帯では 77.1％とやや低くなっています。

また、県調査（75.0％）と比較してやや高くなっています。 

 

 

  

2.0 

3.2 

2.3 

7.7 

6.7 

7.0 

10.1 

13.0 

12.2 

19.4 

19.4 

18.8 

60.8 

57.7 

59.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親

n=2,581

ひとり親

n=253

母子世帯

n=213

図表3.18.4.1 世帯別・生活満足度(小学生)

0～2 3～4 5 6～7 8～10

3.0 
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図表3.18.4.2 世帯別・生活満足度(小学生)[県調査結果]
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(5)世帯別・中学生（問 18.生活満足度） 

最近の生活満足度について、世帯別にみると、中学生では、「6～10」（満足度が高い方の回答）と回

答した割合は、全体では 71.4％であったのに対し、ひとり親世帯では 69.3％とやや低くなっています。

また、県調査（68.5％）と比較してやや高くなっています 
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図表3.18.5.1 世帯別・生活満足度(中学生)
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図表3.18.5.2 世帯別・生活満足度(中学生)[県調査結果]
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問１９. 次のそれぞれの質問について、「あてはまらない」「まああてはまる」「あてはまる」の どれか

から回答してください。あなたのここ半年くらいのことを考えて答えてください。  

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

(1)全体 

他人のことをよく考えるかについて、小学生・中学生ともに「まああてはまる」が 57.9％、47.1％と

最も高く、次いで「あてはまる」が 34.7％、46.8％、「あてはまらない」が 5.0％、4.3％となってい

ます。 
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図表3.1９.a.1 他人のことをよく考えるか

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

他人のことをよく考えるかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまらない」と回答した割合は、

全体では小学生が 5.0％、中学生が 4.3％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値

の２分の１未満）」では、小学生は 7.4％とやや高くなっており、中学生では 3.9％で同程度となってい

ます。 
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図表3.19.a.2.1 等価世帯収入別・他人のことをよく考えるか（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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図表3.19.a.2.2 等価世帯収入別・他人のことをよく考えるか（中学生）
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(3)世帯別 

他人のことをよく考えるかについて、世帯別にみると、「あてはまらない」と回答した割合は、全体で

は小学生が 5.0％、中学生が 4.3％であったのに対し、ひとり親世帯では小学生は 7.5％とやや高くなっ

ており、中学生では 4.0％で同程度となっています。 
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図表3.19.a.3.1 世帯別・他人のことをよく考えるか（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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図表3.19.a.3.2 世帯別・他人のことをよく考えるか（中学生）
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b) 私は、よく頭やお腹がいたくなったり、気持ちが悪くなったりする。 

(1)全体 

よく頭やお腹が痛くなったり、気持ち悪くなったりするかについて、小学生・中学生ともに「あてはま

らない」が 55.2％、52.4％と最も高く、次いで「まああてはまる」が 28.8％、28.6％、「あてはまる」

が 14.1％、17.5％となっています。 

 

  

55.2 

52.4 

28.8 

28.6 

14.1 

17.5 

1.8 
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図表3.1９.b.1 腹痛や気持ち悪くなることがある

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

よく頭やお腹が痛くなったり、気持ち悪くなったりするかについて、等価世帯収入別にみると、「あて

はまる」と回答した割合は全体では小学生が 14.1％、中学生が 17.5％であったのに対し、「もっとも収

入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では、小学生が 16.8％、中学生が 19.0％とやや高くな

っています。 
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図表3.19.b.2.1 等価世帯収入別・腹痛や気持ち悪くなることがある（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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図表3.19.b.2.2 等価世帯収入別・腹痛や気持ち悪くなることがある（中学生）
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(3)世帯別 

よく頭やお腹が痛くなったり、気持ち悪くなったりするかについて、世帯別にみると、「あてはまる」

と回答した割合は全体では小学生が 14.1％、中学生が 17.5％であったのに対し、ひとり親世帯では、

小学生が 17.9％、中学生が 19.4％とやや高くなっています。 
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図表3.19.b.3.1 世帯別・腹痛や気持ち悪くなることがある（小学生）
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図表3.19.b.3.2 世帯別・腹痛や気持ち悪くなることがある（中学生）
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c) 私は、他の子供たちと、よく分け合う（食べ物・ゲーム・ペンなど）。 

(1)全体 

他の子どもとよく分け合うかについて、小学生・中学生ともに「まああてはまる」が 43.5％、42.5％

と最も高く、次いで「あてはまる」が 27.1％、29.7％、「あてはまらない」が 25.7％、24.0％となっ

ています。 
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図表3.1９.c.1 他の子どもと分け合う

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

他の子どもと分け合うかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまらない」と回答した割合は全

体では小学生が 25.7％、中学生が 24.0％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値

の２分の１未満）」では、小学生は 23.2％とやや低くなっており、中学生では 23.7％と同程度となって

います。 

 

 
  

26.8 

27.4 

23.2 

46.3 

44.5 

45.9 

26.9 

28.1 

30.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,406

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=991

中央値の2分の1未満

n=185

図表3.19.c.2.1 等価世帯収入別・他の子どもと分け合う（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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図表3.19.c.2.2 等価世帯収入別・他の子どもと分け合う（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

他の子どもと分け合うかについて、世帯別にみると、「あてはまらない」と回答した割合は全体では小

学生が 25.7％、中学生が 24.0％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生は 25.4％と同程度、中

学生では 28.7％とやや高くなっています。 
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図表3.19.c.3.1 世帯別・他の子どもと分け合う（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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図表3.19.c.3.2 世帯別・他の子どもと分け合う（中学生）
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d) 私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避ける。 

(1)全体 

たいてい一人でいて、だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避けるかについて、小学生・

中学生ともに、「あてはまらない」が 75.2％、72.2％、「まああてはまる」が 16.3％、18.8％、「あて

はまる」が 5.9％、7.1％となっています。 
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図表3.1９.d.1 一人でいて、付き合いを避ける

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

たいてい一人でいて、だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避けるかについて、等価世帯

収入別にみると、「あてはまる」と回答した割合は、全体では小学生が 5.9％、中学生が 7.1％であった

のに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では、小学生が 8.9％、中学生が

9.6％とやや高くなっています。 
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図表3.19.d.2.1 等価世帯収入別・一人でいて、付き合いを避ける（小学生）
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図表3.19.d.2.2 等価世帯収入別・一人でいて、付き合いを避ける（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

たいてい一人でいて、だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避けるかについて、世帯別に

みると、「あてはまる」と回答した割合は、全体では小学生が 5.9％、中学生が 7.1％であったのに対し、

ひとり親世帯では、小学生が 7.2％、中学生が 11.2％とやや高くなっています。 
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図表3.19.d.3.1 世帯別・一人でいて、付き合いを避ける（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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図表3.19.d.3.2 世帯別・一人でいて、付き合いを避ける（中学生）
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e) 私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。 

(1)全体 

心配ごとが多く、いつも不安かについて、小学生・中学生ともに、「あてはまらない」が 59.9％、42.6％

と最も高く、次いで「まああてはまる」が 26.2％、35.0％、「あてはまる」が 11.8％、20.6％となっ

ています。 
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図表3.1９.e.1 心配が多く、不安

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

心配ごとが多く、いつも不安かについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまる」と回答した割合は、

全体では小学生が 11.8％、中学生が 20.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央

値の２分の１未満）」では、小学生は 16.3％と高くなっており、中学生では 18.9％とやや低くなってい

ます。 
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図表3.19.e.2.1 等価世帯収入別・心配が多く、不安（小学生）
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図表3.19.e.2.2 等価世帯収入別・心配が多く、不安（中学生）
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(3)世帯別 

心配ごとが多く、いつも不安かについて、世帯別にみると、「あてはまる」と回答した割合は、全体で

は小学生が 11.8％、中学生が 20.6％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生が 15.6％、中学生

が 23.3％とやや高くなっています。 
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図表3.19.e.3.1 世帯別・心配が多く、不安（小学生）
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図表3.19.e.3.2 世帯別・心配が多く、不安（中学生）
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f) 私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすんで助

ける。 

(1)全体 

他人をすすんで助けるかについて、小学生・中学生ともに、「まああてはまる」が 53.8％、56.1％と

最も高く、次いで「あてはまる」が 34.1％、29.9％、「あてはまらない」が 9.3％、11.4％となってい

ます。 
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2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.f.1 他人をすすんで助ける

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

他人をすすんで助けるかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまらない」と回答した割合は、

全体では小学生が 9.3％、中学生が 11.4％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央

値の２分の１未満）」では、小学生は 10.0％と同程度、中学生では 16.2％と高くなっています。 

 

 
  

9.2 

9.7 

10.0 

56.5 

53.8 

56.3 

34.3 

36.5 

33.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,413

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,001

中央値の2分の1未満

n=190

図表3.19.f.2.1 等価世帯収入別・他人をすすんで助ける（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

12.1 

9.6 

16.2 

58.2 

57.2 

59.8 

29.7 

33.2 

24.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,180

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=879

中央値の2分の1未満

n=179

図表3.19.f.2.2 等価世帯収入別・他人をすすんで助ける（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

他人をすすんで助けるかについて、世帯別にみると、「あてはまらない」と回答した割合は、全体では

小学生が 9.3％、中学生が 11.4％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生は 9.6％と同程度、中

学生では 15.3％とやや高くなっています。 

 

 
  

9.5 

9.6 

8.1 

55.3 

58.2 

56.9 

35.2 

32.3 

35.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,550

ひとり親 n=251

母子世帯 n=211

図表3.19.f.3.1 世帯別・他人のことをよく考えるか（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

10.9 

15.3 

14.6 

57.8 

57.5 

59.2 

31.2 

27.3 

26.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,097

ひとり親 n=275

母子世帯 n=233

図表3.19.f.3.2 世帯別・他人のことをよく考えるか（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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g) 私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。 

(1)全体 

仲の良い友達が少なくとも一人はいるかについて、小学生・中学生ともに「あてはまる」が 84.4％、

85.3％と最も高く、次いで「まああてはまる」が 7.0％、8.6％、「あてはまらない」が 6.3％、4.6％と

なっています。 

 

  

6.3 

4.6 

7.0 

8.6 

84.4 

85.3 

2.3 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.g.1 仲の良い友達が一人はいる

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

仲の良い友達が少なくとも一人はいるかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまらない」と回

答した割合は、全体では小学生が 6.3％、中学生が 4.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低

い世帯（中央値の２分の１未満）」では、小学生が 9.9％、中学生が 7.8％とやや高くなっています。 

 

 
  

6.4 

6.3 

9.9 

6.3 

6.9 

14.7 

87.3 

86.9 

75.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,422

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,006

中央値の2分の1未満

n=191

図表3.19.g.2.1 等価世帯収入別・仲の良い友達が一人はいる（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

4.5 

4.2 

7.8 

8.2 

10.0 

8.3 

87.3 

85.9 

83.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,196

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=891

中央値の2分の1未満

n=180

図表3.19.g.2.2 等価世帯収入別・仲の良い友達が一人はいる（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

仲の良い友達が少なくとも一人はいるかについて、世帯別にみると、「あてはまらない」と回答した割

合は、全体では小学生が 6.3％、中学生が 4.6％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生が 5.5％、

中学生が 5.4％で同程度となっています。 

 

 
 

  

6.6 

5.5 

4.7 

6.8 

9.9 

10.3 

86.7 

84.6 

85.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,564

ひとり親 n=253

母子世帯 n=213

図表3.19.g.3.1 世帯別・仲の良い友達が一人はいる（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

4.9 

5.4 

5.1 

8.6 

11.5 

11.9 

86.6 

83.2 

83.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,122

ひとり親 n=279

母子世帯 n=236

図表3.19.g.3.2 世帯別・仲の良い友達が一人はいる（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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h) 私は、落ち込んでしずんでいたり、涙ぐんだりすることがよくある。 

(1)全体 

落ち込んだり涙ぐんだりすることがよくあるかについて、小学生・中学生ともに「あてはまらない」が

50.0％、49.6％が最も高く、次いで「まああてはまる」が 31.4％、28.9％、「あてはまる」が 15.6％、

19.6％となっています。 

 

  

50.0 

49.6 

31.4 

28.9 

15.6 

19.6 

3.0 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.h.1 落ち込んだり涙ぐんだりすることがよくある

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

落ち込んだり涙ぐんだりすることがよくあるかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまる」と

回答した割合は、全体では小学生が 15.6％、中学生が 19.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準

が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では、小学生は 20.4％と高くなっており、中学生では 17.2％と

やや低くなっています。 

 

 
  

51.6 

52.6 

46.6 

32.8 

32.1 

33.0 

15.6 

15.3 

20.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,415

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=996

中央値の2分の1未満

n=191

図表3.19.h.2.1 等価世帯収入別・落ち込んだり涙ぐんだりすることがある

（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

53.1 

49.0 

53.9 

28.4 

30.2 

28.9 

18.5 

20.8 

17.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,188

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=885

中央値の2分の1未満

n=180

図表3.19.h.2.2 等価世帯収入別・落ち込んだり涙ぐんだりすることがある

（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

落ち込んだり涙ぐんだりすることがよくあるかについて、世帯別にみると、「あてはまる」と回答した

割合は、全体では小学生が 15.6％、中学生が 19.6％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生は

18.3％とやや高くなっており、中学生では 19.8％で同程度となっています。 

 

 
 

  

52.3 

43.5 

46.4 

32.0 

38.2 

36.8 

15.8 

18.3 

16.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,550

ひとり親 n=246

母子世帯 n=209

図表3.19.h.3.1 世帯別・落ち込んだり涙ぐんだりすることがある（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

51.8 

47.8 

46.2 

28.9 

32.4 

33.5 

19.4 

19.8 

20.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,106

ひとり親 n=278

母子世帯 n=236

図表3.19.h.3.2 世帯別・落ち込んだり涙ぐんだりすることがある（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる



410 

 

i) 私は、同じくらいの年齢の子供からは、だいたいは好かれている。 

(1)全体 

同じくらいの年齢の子供からだいたい好かれるかについて、小学生・中学生ともに「まああてはまる」

が 51.6％、56.3％と最も高く、次いで「あてはまる」が 24.0％、20.6％、「あてはまらない」が 15.7％、

16.4％となっています。 

 

  

15.7 

16.4 

51.6 

56.3 

24.0 

20.6 

8.7 

6.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.i.1 同世代の子どもに好かれる

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

同じくらいの年齢の子供からだいたい好かれるかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまらな

い」と回答した割合は、全体では小学生が 15.7％、中学生が 16.4％であったのに対し、「もっとも収入

の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では、小学生が 19.3％、中学生が 25.3％と高くなってい

ます。 

 

 
  

17.1 

16.5 

19.3 

56.6 

57.3 

56.4 

26.3 

26.2 

24.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,308

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=951

中央値の2分の1未満

n=181

図表3.19.i.2.1 等価世帯収入別・同世代の子どもに好かれる（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

16.7 

15.9 

25.3 

60.0 

61.3 

55.9 

23.4 

22.8 

18.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,139

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=843

中央値の2分の1未満

n=170

図表3.19.i.2.2 等価世帯収入別・同世代の子どもに好かれる（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

同じくらいの年齢の子供からだいたい好かれるかについて、世帯にみると、「あてはまらない」と回答

した割合は、全体では小学生が 15.7％、中学生が 16.4％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学

生が 22.5％、中学生が 24.2％と高くなっています。 

 

 
 

 

  

16.5 

22.5 

19.2 

57.3 

51.7 

54.5 

26.1 

25.8 

26.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,395

ひとり親 n=236

母子世帯 n=198

図表3.19.i.3.1 世帯別・同世代の子どもに好かれる（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

15.9 

24.2 

24.6 

61.1 

54.9 

55.4 

22.9 

20.8 

20.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,014

ひとり親 n=264

母子世帯 n=224

図表3.19.i.3.2 世帯別・同世代の子どもに好かれる（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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j) 私は、新しい場面に直面すると不安になり、自信をなくしやすい。 

(1)全体 

新しい場面では不安になり、自信をなくしやすいかについて、小学生・中学生ともに「まああてはまる」

が 40.4％、39.0％が最も高く、次いで小学生は「あてはまらない」が 31.6％、「あてはまる」が 24.8％、

中学生は「あてはまる」が 36.6％、「あてはまらない」が 22.5％となっています。 

 

  

31.6 

22.5 

40.4 

39.0 

24.8 

36.6 

3.2 

1.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.j.1 新しい場面では不安で自信をなくす

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

新しい場面では不安になり、自信をなくしやすいかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまる」

と回答した割合は、全体では小学生が 24.8％、中学生が 36.6％であったのに対し、「もっとも収入の水

準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では、小学は 28.9％と高くなっており、中学生では 33.9％と

やや低くなっています。 

 

 
  

33.7 

33.1 

28.4 

40.5 

42.8 

42.6 

25.9 

24.1 

28.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,404

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,000

中央値の2分の1未満

n=190

図表3.19.j.2.1 等価世帯収入別・新しい場面では不安で自信をなくす（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

23.1 

22.7 

25.6 

41.4 

38.9 

40.6 

35.5 

38.4 

33.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,192

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=887

中央値の2分の1未満

n=180

図表3.19.j.2.2 等価世帯収入別・新しい場面では不安で自信をなくす（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

新しい場面では不安になり、自信をなくしやすいかについて、世帯別にみると、「あてはまる」と回答

した割合は、全体では小学生が 24.8％、中学生が 36.6％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学

は 27.9％とやや高くなっており、中学生では 36.0％で同程度となっています。 

 

 
 

  

32.9 

30.7 

30.8 

41.8 

41.4 

40.8 

25.3 

27.9 

28.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,540

ひとり親 n=251

母子世帯 n=211

図表3.19.j.3.1 世帯別・新しい場面では不安で自信をなくす（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

23.2 

25.5 

25.0 

40.2 

38.5 

38.1 

36.6 

36.0 

36.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,112

ひとり親 n=278

母子世帯 n=236

図表3.19.j.3.2 世帯別・新しい場面では不安で自信をなくす（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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k) 私は、年下の子供たちに対してやさしくしている。 

(1)全体 

年下の子どもにやさしくするかについて、小学生・中学生ともに「あてはまる」が 57.5％、58.4％が

最も高く、次いで「まああてはまる」が 33.9％、33.3％、「あてはまらない」が 5.7％、6.1％となっ

ています。 

 

  

5.7 

6.1 

33.9 

33.3 

57.5 

58.4 

2.9 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.k.1 年下の子どもにやさしくする

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

年下の子どもにやさしくするかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまらない」と回答した割

合は、全体では小学生が 5.7％、中学生が 6.1％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中

央値の２分の１未満）」では、小学生が 6.8％、中学生が 5.0％で同程度となっています。 

 

 
  

5.3 

6.1 

6.8 

36.5 

32.2 

39.8 

58.2 

61.7 

53.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,406

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,005

中央値の2分の1未満

n=191

図表3.19.k.1.1 等価世帯収入別・年下の子どもにやさしくする（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

5.8 

6.7 

5.0 

35.1 

31.4 

35.8 

59.1 

62.0 

59.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,190

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=886

中央値の2分の1未満

n=179

図表3.19.k.1.2 等価世帯収入別・年下の子どもにやさしくする（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

年下の子どもにやさしくするかについて、世帯別にみると、「あてはまらない」と回答した割合は、全

体では小学生が 5.7％、中学生が 6.1％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生が 6.8％、中学生

が 6.5％で同程度となっています。 

 

 
 

 

  

5.7 

6.8 

5.7 

34.9 

37.5 

36.5 

59.4 

55.8 

57.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,547

ひとり親 n=251

母子世帯 n=211

図表3.19.k.3.1 世帯別・年下の子どもにやさしくする（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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6.5 

5.5 

34.0 

32.9 

34.0 

60.0 

60.6 

60.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,110

ひとり親 n=277

母子世帯 n=235

図表3.19.k.3.2 世帯別・年下の子どもにやさしくする（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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l) 私は、他の子供から、いじめられたり、からかわれたりする。 

(1)全体 

他の子どもからいじめられたり、からかわれたりするかについて、小学生・中学生ともに「あてはまら

ない」が 72.2％、76.6％と最も高く、次いで「まああてはまる」が 19.2％、15.9％、「あてはまる」

が 5.1％、4.6％となっています。 

 

  

72.2 

76.6 

19.2 

15.9 

5.1 

4.6 

3.6 

2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.l.1 いじめられたり、からかわれたりする

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

いじめられたり、からかわれたりするかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまる」と回答し

た割合は、全体では小学生が 5.1％、中学生が 4.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世

帯（中央値の２分の１未満）」では、小学生は 7.9％とやや高くなっており、中学生では 2.9％とやや低

くなっています。 

 

 
  

75.8 

74.5 

65.6 

19.2 

20.1 

26.5 

5.0 

5.4 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,399

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=997

中央値の2分の1未満

n=189

図表3.19.l.2.1 等価世帯収入別・いじめられたり、からかわれたりする（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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14.6 

16.5 

18.9 
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中央値以上 n=1,183

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=880

中央値の2分の1未満

n=175

図表3.19.l.2.2 等価世帯収入別・いじめられたり、からかわれたりする（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

いじめられたり、からかわれたりするかについて、世帯別にみると、「あてはまる」と回答した割合は、

全体では小学生が 5.1％、中学生が 4.6％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生が 6.0％、中学

生が 5.1％で同程度となっています。 

 

 
 

  

75.2 

70.4 

71.4 

19.5 

23.6 

23.3 

5.3 

6.0 

5.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,529

ひとり親 n=250

母子世帯 n=210

図表3.19.l.3.1 世帯別・いじめられたり、からかわれたりする（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

80.2 

77.0 

75.9 

15.4 

17.9 

19.0 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,096

ひとり親 n=274

母子世帯 n=232

図表3.19.l.3.2 世帯別・いじめられたり、からかわれたりする（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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m) 私は、自分からすすんでよくお手伝いをする（親・先生・他の子供たちなど）。 

(1)全体 

すすんでよくお手伝いをするかについて、小学生・中学生ともに「まああてはまる」が 52.3％、54.1％

と最も高く、次いで「あてはまらない」が 25.0％、26.3％、「あてはまる」が 20.2％、17.6％となっ

ています。 

 

  

25.0 

26.3 

52.3 

54.1 

20.2 

17.6 

2.5 

2.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.m.1 すすんでお手伝いをする

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

すすんでよくお手伝いをするかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまる」と回答した割合は、

全体では小学生が 20.2％、中学生が 17.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央

値の２分の１未満）」では、小学生は 18.9％とやや低くなっており、中学生では 19.5％とやや高くなっ

ています。 

 

 
  

26.8 

23.8 

27.4 

52.8 

54.7 

53.7 

20.4 

21.5 

18.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,418

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=1,005

中央値の2分の1未満

n=190

図表3.19.m.2.1 等価世帯収入別・すすんでお手伝いをする（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

29.3 

24.4 

24.7 

53.1 

55.8 

55.7 

17.6 

19.8 

19.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,191

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=887

中央値の2分の1未満

n=174

図表3.19.m.2.2 等価世帯収入別・すすんでお手伝いをする（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

すすんでよくお手伝いをするかについて、世帯別にみると、「あてはまる」と回答した割合は、全体で

は小学生が 20.2％、中学生が 17.6％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生は 19.6％と同程

度、中学生では 13.5％と低くなっています。 

 

 
 

 

  

25.5 

26.8 

25.2 

53.8 

53.6 

54.8 

20.8 

19.6 

20.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,561

ひとり親 n=250

母子世帯 n=210

図表3.19.m.3.1 世帯別・すすんでお手伝いをする（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

26.3 

30.9 

30.9 

54.7 

55.6 

55.8 

19.1 

13.5 

13.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,109

ひとり親 n=275

母子世帯 n=233

図表3.19.m.3.2 世帯別・すすんでお手伝いをする（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる



425 

 

n) 私は、他の子供たちより、大人といる方がうまくいく。 

(1)全体 

子供より大人といる方がうまくいくかについて、小学生・中学生ともに「あてはまらない」が 49.9％、

54.5％と最も高く、次いで「まああてはまる」が 34.5％、29.4％、「あてはまる」が 9.9％、10.3％

となっています。 

 

  

49.9 

54.5 

34.5 

29.4 

9.9 

10.3 

5.8 

5.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.n.1 子供より大人といる方がうまくいく

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

子供より大人といる方がうまくいくかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまる」と回答した

割合は、全体では小学生が 9.9％、中学生が 10.3％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世

帯（中央値の２分の１未満）」では、小学生が 11.9％、中学生が 12.6％とやや高くなっています。 

 

 
  

53.5 

52.7 

49.2 

35.7 

37.9 

38.9 

10.8 

9.4 

11.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,370

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=969

中央値の2分の1未満

n=185

図表3.19.n.2.1 等価世帯収入別・子供より大人といる方がうまくいく（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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59.0 

56.3 

29.7 

31.2 

31.0 

10.4 

9.8 

12.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,152

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=849

中央値の2分の1未満

n=174

図表3.19.n.2.2 等価世帯収入別・子供より大人といる方がうまくいく（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

子供より大人といる方がうまくいくかについて、世帯別にみると、「あてはまる」と回答した割合は、

全体では小学生が 9.9％、中学生が 10.3％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生が 13.5％、

中学生が 11.9％とやや高くなっています。 

 

 
 

  

53.6 

45.3 

46.6 

36.1 

41.2 

39.9 

10.3 

13.5 

13.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,470

ひとり親 n=245

母子世帯 n=208

図表3.19.n.3.1 世帯別・子供より大人といる方がうまくいく（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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55.4 

54.2 
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32.7 

33.9 
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11.9 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふたり親 n=2,034

ひとり親 n=269

母子世帯 n=227

図表3.19.n.3.2 世帯別・子供より大人といる方がうまくいく（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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o) 私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。 

(1)全体 

怖がりで、すぐに怯えたりするかについて、小学生・中学生ともに「あてはまらない」が 49.0％、

54.6％と最も高く、次いで「まああてはまる」が 31.3％、28.9％、「あてはまる」が 16.4％、13.5％

となっています。 

 

  

49.0 

54.6 

31.3 

28.9 

16.4 

13.5 

3.2 

3.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.1９.o.1 怖がりで、すぐに怯える

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
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(2)等価世帯収入別 

怖がりで、すぐに怯えたりするかについて、等価世帯収入別にみると、「あてはまる」と回答した割合

は、全体では小学生が 16.4％、中学生が 13.5％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯

（中央値の２分の１未満）」では、小学生は 19.3％とやや高くなっており、中学生では 13.1％と同程度

となっています。 

 

 
  

51.5 

50.0 

46.0 

31.8 

33.9 

34.8 

16.7 

16.1 

19.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上 n=1,410

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=996

中央値の2分の1未満

n=187

図表3.19.o.2.1 等価世帯収入別・怖がりで、すぐに怯える（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる

58.8 

55.3 
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中央値以上 n=1,175

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=877

中央値の2分の1未満

n=176

図表3.19.o.2.2 等価世帯収入別・怖がりで、すぐに怯える（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(3)世帯別 

怖がりで、すぐに怯えたりするかについて、世帯別にみると、「あてはまる」と回答した割合は、全体

では小学生が 16.4％、中学生が 13.5％であったのに対し、ひとり親世帯では、小学生が 17.5％、中学

生が 15.0％とやや高くなっています。 
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32.4 
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ふたり親 n=2,537

ひとり親 n=252

母子世帯 n=212

図表3.19.o.3.1 世帯別・怖がりで、すぐに怯える（小学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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ふたり親 n=2,087

ひとり親 n=273

母子世帯 n=230

図表3.19.o.3.2 世帯別・怖がりで、すぐに怯える（中学生）

あてはまらない まああてはまる あてはまる
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(1)情緒の問題 

問１９. 次のそれぞれの質問について、「あてはまらない」「まああてはまる」「あてはまる」の どれ

かから回答してください。あなたのここ半年くらいのことを考えて答えてください。  

ｂ) 私は、よく頭やお腹がいたくなったり、気持ちが悪くなったりする。 

ｅ) 私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。 

ｈ) 私は、落ち込んでしずんでいたり、涙ぐんだりすることがよくある。 

ｊ) 私は、新しい場面に直面すると不安になり、自信をなくしやすい。 

ｏ) 私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。 

「情緒の問題」に関して、上記 5 項目の結果を数値化し足し合わせて情緒スコアを算出しました(0～

10点、得点が高いほど問題性が高いと考えられます)。 

全体の平均値は、小学生が 3.33、中学生が 3.82となっています。等価世帯収入別にみると、小学生

では「中央値の 2分の 1未満」が 3.80、中学生では「中央値の 2分の 1以上中央値未満」が 3.97と

最も高く、いずれも県調査（3.18、3.23）と比較して高くなっています。世帯別にみると、小学生では

ひとり親世帯が 3.60、中学生では母子世帯が 3.99と最も高く、いずれも県調査（2.85、3.24）と比

較して高くなっています。 
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図表3.19.1.1 情緒スコア(小学生)

小学生 (県)小学生
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図表3.19.1.2 情緒スコア(中学生)

中学生 (県)中学生

(n=2,545) (n=687) (n=1,253) (n=335) (n=904) (n=251) (n=176) (n=59) (n=2,281) (n=602) (n=229) (n=75) (n=193) (n=63)
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(2)仲間関係の問題 

問１９. 次のそれぞれの質問について、「あてはまらない」「まああてはまる」「あてはまる」の どれ

かから回答してください。あなたのここ半年くらいのことを考えて答えてください。  

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

ｇ) 私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。 

ｉ) 私は、同じくらいの年齢の子供からは、だいたいは好かれている。 

ｌ) 私は、他の子供から、いじめられたり、からかわれたりする。 

ｎ) 私は、他の子供たちより、大人といる方がうまくいく。 

「仲間関係の問題」に関して、上記 5 項目の結果を数値化し足し合わせて仲間関係スコアを算出しま

した(0～10点、得点が高いほど問題性が高いと考えられます)。 

全体の平均値は、小学生・中学生ともに 4.08となっています。等価世帯収入別にみると、小学生・中

学生ともに「中央値の 2分の 1未満」が 4.20、4.14と最も高く、いずれも県調査（4.22、4.22）と

比較して大差はありません。世帯別にみると、小学生では「母子世帯」が 4.21、中学生では「ふたり親」

が 4.09と最も高く、いずれも県調査（4.10、4.00）と比較してやや高くなっています。 
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図表3.19.2.1 仲間関係スコア(小学生)
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図表3.19.2.2 仲間関係スコア(中学生)

中学生 (県)中学生

(n=2,438) (n=687) (n=1,047) (n=335) (n=784) (n=251) (n=155) (n=59) (n=1,857) (n=602) (n=251) (n=75) (n=212) (n=63)
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(3)向社会性 

問１９. 次のそれぞれの質問について、「あてはまらない」「まああてはまる」「あてはまる」の どれ

かから回答してください。あなたのここ半年くらいのことを考えて答えてください。  

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

ｃ) 私は、他の子供たちと、よく分け合う（食べ物・ゲーム・ペンなど）。 

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

ける。 

ｋ) 私は、年下の子供たちに対してやさしくしている。 

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

「向社会性」に関して、上記 5 項目の結果を数値化し足し合わせて向社会性スコアを算出しました(0

～10点、得点が高いほど社会性が高いと考えられます)。 

全体の平均値は、小学生・中学生ともに 6.08となっています。等価世帯収入別にみると、小学生・中

学生ともに「中央値の 2分の 1以上中央値未満」が 6.13、6.14と最も高く、中学生では県調査（6.05）

と比較してやや高くなっています。世帯別にみると、小学生では「母子世帯」が 6.12、中学生ではひと

り親世帯が 6.11と最も高く、中学生では県調査（5.87）と比較して高くなっています。 

 

 

6.08 6.05 6.13 6.03 6.09 5.99 6.12 6.13 6.14 6.26 6.45 6.38 6.17 6.33
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全体 中央値以上 中央値の2分の1以上

中央値未満

中央値の2分の1未満 ふたり親 ひとり親 母子世帯

図表3.19.3.1 向社会性スコア(小学生)

小学生 (県)小学生

(n=2,718) (n=836) (n=1,352) (n=392) (n=963) (n=313) (n=181) (n=67) (n=2,436) (n=746) (n=245) (n=54) (n=206) (n=48)

6.08 6.06 6.14 6.01 6.10 6.11 6.07 6.09 6.23 6.05 
6.31 6.17 

5.87 5.89 
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2.0

4.0

6.0

全体 中央値以上 中央値の2分の1以上

中央値未満

中央値の2分の1未満 ふたり親 ひとり親 母子世帯

図表3.19.3.2 向社会性スコア(中学生)

中学生 (県)中学生

(n=2,606) (n=687) (n=1,131) (n=335) (n=838) (n=251) (n=168) (n=59) (n=2,005) (n=602) (n=263) (n=75) (n=222) (n=63)
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問２０. あなたは今までに、次の a～hのようなことがありましたか。あてはまる個数を答えてください。 

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

または、身体を傷つけられる危険を感じるようなふるまいをされることがよくある 

ｂ 一緒に住んでいる大人から、押される、つかまれる、たたかれる、物を投げつけられるといった 

ことがよくある。または、けがをするほど強くなぐられたことが一度でもある 

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

ある 

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

ある 

ｅ 両親が、別居または離婚をしたことが一度でもある 

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

または、くり返しなぐられたり、刃物などでおどされたことが一度でもある 

ｇ 一緒に住んでいる人に、お酒を飲んで暴れたり麻薬などの薬物を使ったことで自身の生活や 

人間関係を損なうようなふるまいをした人がいる 

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

(1)全体 

a～h について、小学生・中学生ともに「ひとつもあてはまらない（0 個）」が 73.5％、69.4％と最

も高く、次いで「1～2個あてはまる」が 16.0％、19.6％となっています。 

 

 

  

73.5 

69.4 

16.0 

19.6 

2.6 

4.2 

7.9 

6.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

n=2,920

中学生

n=2,800

図表3.20.1.1 a～hのうち、あてはまる個数

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる 不明・無回答

83.9 

77.9 

12.1 

17.0 

1.4 

3.2 

2.6 

1.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.20.1.2 a～hのうち、あてはまる個数[県調査結果]

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる 不明・無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 20. a～hのうち、あてはまる個数） 

a～hについて、等価世帯収入別にみると、小学生では、「ひとつもあてはまらない（０個）が、全体で

は 73.5％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では 55.7％

と低くなっています。また、「１～２個当てはまる」「３個以上当てはまる」が、全体では 16.0％、2.6％

であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では 39.8％、4.5％

とそれぞれ高くなっています。 

 

 

  

83.5 

78.9 

55.7 

14.2 

17.8 

39.8 

2.4 

3.3 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,349

中央値の2分の1以上

中央値未満

n=945

中央値の2分の1未満

n=176

図表3.20.2.1 等価世帯収入別・a～hのうち、あてはまる個数(小学生)

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる

87.8 

89.9 

64.7 

11.1 

8.8 

30.9 

1.0 

1.3 

4.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=386

中央値の2分の1以上

中央値未満

n=307

中央値の2分の1未満

n=68

図表3.20.2.2 等価世帯収入別・a～hのうち、あてはまる個数

(小学生)[県調査結果]

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 20. a～hのうち、あてはまる個数） 

a～hについて、等価世帯収入別にみると、中学生では、「ひとつもあてはまらない（０個）が、全体で

は 69.4％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では 43.6％

と低くなっています。また、「１～２個当てはまる」「３個以上当てはまる」が、全体では 19.6％、4.2％

であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では 49.1％、7.4％

とそれぞれ高くなっています。 

 

 
  

83.6 

71.0 

43.6 

12.9 

24.1 

49.1 

3.5 

4.9 

7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=1,147

中央値の2分の1以上

中央値未満…

中央値の2分の1未満

n=163

図表3.20.3.1 等価世帯収入別・a～hのうち、あてはまる個数(中学生)

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる

86.0 

76.2 

55.2 

10.7 

19.7 

43.1 

3.4 

4.1 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=328

中央値の2分の1以上

中央値未満

n=244

中央値の2分の1未満

n=58

図表3.20.3.2 等価世帯収入別・a～hのうち、あてはまる個数

(中学生)[県調査結果]

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる
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(4)世帯別・小学生（問 20. a～hのうち、あてはまる個数） 

a～hについて、世帯別にみると、小学生では、「ひとつもあてはまらない（０個）が、全体では 73.5％

であったのに対し、ひとり親世帯では 38.9％と低くなっています。また、「１～２個当てはまる」「３個

以上当てはまる」が、全体では 16.0％、2.6％であったのに対し、ひとり親世帯では 56.0％、5.1％と

それぞれ高くなっています。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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n=2,424

ひとり親

n=234

母子世帯

n=196

図表3.20.4.1 世帯別・a～hのうち、あてはまる個数(小学生)

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる

89.8 

34.0 

29.8 

9.1 

58.5 
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7.5 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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n=53

母子世帯

n=47

図表3.20.4.2 世帯別・a～hのうち、あてはまる個数(小学生)[県調査結果]

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる
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(5)世帯別・中学生（問 20. a～hのうち、あてはまる個数） 

a～hについて、世帯別にみると、「ひとつもあてはまらない（０個）が、全体では 69.4％であったの

に対し、ひとり親世帯では 20.6％と低くなっています。また、「１～２個当てはまる」「３個以上当ては

まる」が、全体では 19.6％、4.2％であったのに対し、ひとり親世帯では 68.3％、11.1％とそれぞれ

高くなっています。 
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20.6 

20.5 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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n=2,011
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母子世帯
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図表3.20.5.1 世帯別・a～hのうち、あてはまる個数(中学生)

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる
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29.0 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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n=74

母子世帯

n=62

図表3.20.5.2 世帯別・a～hのうち、あてはまる個数(中学生)[県調査結果]

ひとつもあてはまらない(0個) 1～2個当てはまる 3個以上当てはまる
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(6)逆境の有無別、生活満足度 

逆境体験の経験の有無（問 20.a～h のうちひとつもあてはまらない（０個）であるか、１個以上あて

はまるか）により分類し、子どもの生活満足度の平均値を比較しました。 

小学生では、全体の平均値が 7.63、「逆境体験 0個」の場合は 7.91、「逆境体験 1個以上」の場合は

6.77 となっています。中学生では、全体の平均値が 6.88、「逆境体験 0 個」の場合は 7.16、「逆境体

験 1個以上」の場合は 6.15となっています。逆境体験の経験の有無別に子どもの生活満足度をみると、

小学生・中学生ともに、逆境体験がある場合は生活満足度の平均値が低くなっています。 
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図表3.20.6.1 逆境の有無別・生活満足度(小学生)

小学生 (県)小学生

(n=830)(n=2,870) (n=701)(n=2,128) (n=113)(n=538)
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図表3.20.6.2 逆境の有無別・生活満足度(中学生)

中学生 (県)中学生

(n=686)(n=2,772) (n=528)(n=1,934) (n=139)(n=667)
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等価世帯収入別にみると、小学生では、「中央値以上」で「逆境体験 0個」の場合が 7.93、中学生で

は、「中央値の 2 分の 1 未満」で「逆境体験 0 個」の場合が 7.34 とそれぞれ最も高くなっています。

一方、小学生・中学生ともに「中央値以上」で「逆境体験 1個以上」の場合でそれぞれ 6.65、5.97と

最も低くなっています。また、等価世帯収入の水準がいずれの場合であっても、逆境体験がある場合は生

活満足度の平均値が低くなっています。 
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図表3.20.6.3 逆境の有無別・等価世帯収入別・生活満足度(小学生)

小学生 (県)小学生
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図表3.20.6.4 逆境の有無別・等価世帯収入別・生活満足度(中学生)

中学生 (県)中学生

中央値以上 中央値の2分の1以上中央値未満 中央値の2分の1未満

(n=282)(n=959) (n=47)(n=188) (n=186)(n=595) (n=58)(n=243) (n=32)(n=71) (n=26)(n=92)

中央値以上 中央値の 2 分の 1 以上中央値未満 中央値の 2 分の 1 未満 

(n=339) (n=1,126) (n=47) (n=223) (n=276) (n=746) (n=31) (n=199) (n=44) (n=98) (n=24) (n=78) 
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問２１. あなたは、次の a～dのような場所を利用したことがありますか。また、利用したことはない場

合、今後利用したいと思いますか。 

a) (自分や友人の家以外で)平日の放課後や休日を過ごすことができる場所（学童保育所など） 

(1)全体 

平日の放課後や休日を過ごすことができる場所について、小学生・中学生ともに「利用したことがある」

が 43.5％、38.7％と最も高く、次いで「今後も利用したいと思わない」が 25.2％、23.8％、「今後利

用したいかどうか分からない」が 20.4％、23.3％となっています。また、「利用したことがある」の割

合は、小学生・中学生ともに（43.5％、38.7％）、県調査（15.4％、14.6％）と比較して高くなってい

ます。 
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図表3.21.a.1.1 平日の放課後や休日を過ごすことができる場所

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない

無回答
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(県)中学生
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図表3.21.a.1.2 平日の放課後や休日を過ごすことができる場所[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない

無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 21. a 放課後や休日に過ごすことができる場所） 

平日の放課後や休日を過ごすことができる場所について、等価世帯収入別にみると、小学生では、「利

用したことがある」と回答した割合は、全体では 43.5％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低

い世帯（中央値の２分の１未満）」では 36.9％と低くなっています。また、「あれば利用したいと思う」

と回答した割合は、全体では 7.3％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分

の１未満）」では 6.4％と同程度となっています。 
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図表3.21.a.2.1 等価世帯収入別・平日の放課後や休日を過ごすことができる場所

(小学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.a.2.2 等価世帯収入別・平日の放課後や休日を過ごすことができる場所

(小学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 21. a 放課後や休日に過ごすことができる場所） 

平日の放課後や休日を過ごすことができる場所について、等価世帯収入別にみると、中学生では、「利

用したことがある」と回答した割合は、全体では 38.7％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低

い世帯（中央値の２分の１未満）」では 37.1％とやや低くなっています。また、「あれば利用したいと

思う」と回答した割合は、全体では 10.7％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央

値の２分の１未満）」では 12.6％とやや高くなっています。 
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図表3.21.a.3.1 等価世帯収入別・平日の放課後や休日を過ごすことができる場所

(中学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.a.3.2 等価世帯収入別・平日の放課後や休日を過ごすことができる場所

(中学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(4)世帯別・小学生（問 21. a 放課後や休日に過ごすことができる場所） 

平日の放課後や休日を過ごすことができる場所について、世帯別にみると、小学生では、「利用したこ

とがある」と回答した割合は、全体では 43.5％であったのに対し、ひとり親世帯では 43.4％と同程度

となっています。また、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、全体では 7.3％であったのに対

し、ひとり親世帯では 6.0％とやや低くなっています。 
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図表3.21.a.4.1 世帯別・平日の放課後や休日を過ごすことができる場所(小学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.a.4.2 世帯別・平日の放課後や休日を過ごすことができる場所

(小学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(5)世帯別・中学生（問 21. a 放課後や休日に過ごすことができる場所） 

平日の放課後や休日を過ごすことができる場所について、世帯別にみると、中学生では、「利用したこ

とがある」と回答した割合は、全体では 38.7％であったのに対し、ひとり親世帯では 35.4％とやや低

くなっています。また、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、全体では 10.7％であったのに

対し、ひとり親世帯では 11.1％と同程度となっています。 
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図表3.21.a.5.1 世帯別・平日の放課後や休日を過ごすことができる場所(中学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.a.5.2 世帯別・平日の放課後や休日を過ごすことができる場所

(中学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

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

(1)全体 

夕ごはんを無料か安く食べられる場所について、小学生・中学生ともに「今後利用したいかどうか分か

らない」が 32.3％、34.3％と最も高く、次いで「今後も利用したいと思わない」が 31.3％、28.9％、

「あれば利用したいと思う」が 26.0％、27.8％となっています。 
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図表3.21.b.1.1 夕ごはんを無料か安く食べられる場所

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない

無回答
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(県)小学生

n=836

(県)中学生

n=687

図表3.21.b.1.2 夕ごはんを無料か安く食べられる場所[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない

無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 21. b 夕飯を無料か安く食べられる場所） 

夕ごはんを無料か安く食べられる場所について、等価世帯収入別にみると、小学生では、「利用したこ

とがある」と回答した割合は、全体では 6.5％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中

央値の２分の１未満）」では 9.1％とやや高くなっています。また、「あれば利用したいと思う」と回答

した割合は、全体では 26.0％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１

未満）」では 24.6％とやや低くなっています。 
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図表3.21.b.2.1 等価世帯収入別・夕ごはんを無料か安く食べられる場所(小学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない

7.5 

5.8 

4.5 

25.6 

23.3 

23.9 

39.3 

41.1 

26.9 

27.6 

29.8 

44.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

n=387

中央値の2分の1以上

中央値未満 n=309

中央値の2分の1未満

n=67

図表3.21.b.2.2 等価世帯収入別・夕ごはんを無料か安く食べられる場所

(小学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 21. b 夕飯を無料か安く食べられる場所） 

夕ごはんを無料か安く食べられる場所について、等価世帯収入別にみると、中学生では、「利用したこ

とがある」と回答した割合は、全体では 5.3％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中

央値の２分の１未満）」では 4.6％と同程度となっています。また、「あれば利用したいと思う」と回答

した割合は、全体では 27.8％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１

未満）」では 30.3％と高くなっています。 
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図表3.21.b.3.1 等価世帯収入別・夕ごはんを無料か安く食べられる場所(中学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.b.3.2 等価世帯収入別・夕ごはんを無料か安く食べられる場所

(中学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(4)世帯別・小学生（問 21. b 夕飯を無料か安く食べられる場所） 

夕ごはんを無料か安く食べられる場所について、世帯別にみると、小学生では、「利用したことがある」

と回答した割合は、全体では 6.5％であったのに対し、ひとり親世帯では 9.2％とやや高くなっていま

す。また、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、全体では 26.0％であったのに対し、ひとり

親世帯では 26.9％と同程度となっています。 
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図表3.21.b.4.1 世帯別・夕ごはんを無料か安く食べられる場所(小学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.b.4.2 世帯別・夕ごはんを無料か安く食べられる場所

(小学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない



450 

 

(5)世帯別・中学生（問 21. b 夕飯を無料か安く食べられる場所） 

夕ごはんを無料か安く食べられる場所について、世帯別にみると、中学生では、「利用したことがある」

と回答した割合は、全体では 5.3％であったのに対し、ひとり親世帯では 5.5％と同程度となっていま

す。また、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、全体では 27.8％であったのに対し、ひとり

親世帯では 29.2％とやや高くなっています。 
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図表3.21.b.5.1 世帯別・夕ごはんを無料か安く食べられる場所(中学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.b.5.2 世帯別・夕ごはんを無料か安く食べられる場所

(中学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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c) 勉強を無料でみてくれる場所  

(1)全体 

勉強を無料でみてくれる場所について、小学生では「今後も利用したいと思わない」が 31.9％と最も

高く、次いで「あれば利用したいと思う」が 31.5％、「今後利用したいかどうか分からない」が 29.6％

となっています。中学生では「あれば利用したいと思う」が 41.1％と最も高く、次いで「今後利用した

いかどうか分からない」が 27.7％、「今後も利用したいと思わない」が 24.0％となっています。 
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図表3.21.c.1.1 勉強を無料でみてくれる場所

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない

無回答
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図表3.21.c.1.2 勉強を無料でみてくれる場所[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない

無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 21.c 勉強を無料でみてくれる場所） 

勉強を無料でみてくれる場所について、等価世帯収入別にみると、小学生では、「利用したことがある」

と回答した割合は、全体では 3.0％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分

の１未満）」では 4.4％とやや高くなっています。また、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、

全体では 31.5％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では

34.4％とやや高くなっています。 
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図表3.21.c.2.1 等価世帯収入別・勉強を無料でみてくれる場所(小学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.c.2.2 等価世帯収入別・勉強を無料でみてくれる場所

(小学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 21.c 勉強を無料でみてくれる場所） 

勉強を無料でみてくれる場所について、等価世帯収入別にみると、中学生では、「利用したことがある」

と回答した割合は、全体では 3.8％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分

の１未満）」では 8.0％と高くなっています。また、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、全

体では 41.1％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では

42.6％とやや高くなっています。 
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図表3.21.c.3.1 等価世帯収入・別勉強を無料でみてくれる場所(中学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.c.3.2 等価世帯収入・別勉強を無料でみてくれる場所

(中学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(4)世帯別・小学生（問 21.c 勉強を無料でみてくれる場所） 

勉強を無料でみてくれる場所について、世帯別にみると、小学生では、「利用したことがある」と回答

した割合は、全体では 3.0％であったのに対し、ひとり親世帯では 3.6％と同程度となっています。ま

た、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、全体では 31.5％であったのに対し、ひとり親世帯

では 34.8％とやや高くなっています。 
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図表3.21.c.4.1 世帯別・勉強を無料でみてくれる場所(小学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.c.4.2 世帯別・勉強を無料でみてくれる場所(小学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(5)世帯別・中学生（問 21.c 勉強を無料でみてくれる場所） 

勉強を無料でみてくれる場所について、世帯別にみると、中学生では、「利用したことがある」と回答

した割合は、全体では 3.8％であったのに対し、ひとり親世帯では 7.7％とやや高くなっています。ま

た、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、全体では 41.1％であったのに対し、ひとり親世帯

では 36.4％と低くなっています。 
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図表3.21.c.5.1 世帯別・勉強を無料でみてくれる場所(中学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.c.5.2 世帯別・勉強を無料でみてくれる場所(中学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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d) (家や学校以外で)何でも相談できる場所（電話やネットの相談を含む。） 

(1)全体 

何でも相談できる場所について、小学生・中学生ともに「今後利用したいかどうか分からない」が

39.1％、40.3％と最も高く、次いで「今後も利用したいと思わない」が 35.1％、33.2％、「あれば利

用したいと思う」が 19.1％、19.1％となっています。 
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図表3.21.d.1.1 何でも相談できる場所

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない

無回答
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図表3.21.d.2.1 何でも相談できる場所[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない

無回答
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 21.d 何でも相談できる場所） 

何でも相談できる場所について、等価世帯収入別にみると、小学生では、「利用したことがある」と回

答した割合は、全体では 2.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１

未満）」では 3.8％とやや高くなっています。また、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、全

体では 19.1％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では

20.0％と同程度となっています。 
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図表3.21.d.2.1 等価世帯収入別・何でも相談できる場所(小学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.d.2.2 等価世帯収入別・何でも相談できる場所(小学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 21.d 何でも相談できる場所） 

何でも相談できる場所について、等価世帯収入別にみると、中学生では、「利用したことがある」と回

答した割合は、全体では 3.6％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１

未満）」では 3.5％と同程度となっています。また、「あれば利用したいと思う」と回答した割合は、全

体では 19.1％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では

15.3％と低くなっています。 
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図表3.21.d.3.1 等価世帯収入別・何でも相談できる場所(中学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.d.3.2 等価世帯収入別・何でも相談できる場所(中学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(4)世帯別・小学生（問 21.d 何でも相談できる場所） 

何でも相談できる場所について、世帯別にみると、小学生では、「利用したことがある」、「あれば利用

したいと思う」と回答した割合は、全体ではそれぞれ 2.6％、19.1％であったのに対し、ひとり親世帯

では、それぞれ 2.0％、20.6％で同程度となっています。 
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図表3.21.d.4.1 世帯別・何でも相談できる場所(小学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.d.4.2 世帯別・何でも相談できる場所(小学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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(5)世帯別・中学生（問 21.d 何でも相談できる場所） 

何でも相談できる場所について、世帯別にみると、中学生では、「利用したことがある」と回答した割

合は、全体では 3.6％であったのに対し、ひとり親世帯では 6.3％とやや高くなっています。また、「あ

れば利用したいと思う」と回答した割合は、全体では 19.1％であったのに対し、ひとり親世帯では

15.3％と低くなっています。 
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図表3.21.d.5.1 世帯別・何でも相談できる場所(中学生)

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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図表3.21.d.5.2 世帯別・何でも相談できる場所(中学生)[県調査結果]

利用したことがある あれば利用したいと思う 今後も利用した

いと思わない

今後利用したいか

どうか分からない
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問２２. 前の質問で、１つでも「利用したことがある」と答えた方にお聞きします。そこを利用したこと

で、次のような変化がありましたか。 

(1)全体 

利用したことによる変化について、小学生では「友達が増えた」が 53.7％で最も高く、次いで「生活

の中で楽しみなことが増えた」が 40.5％、「ほっとできる時間が増えた」が 26.3％となっています。中

学生では「特に変化はない」が 39.9％で最も高く、「友達が増えた」が 34.5％、「生活の中で楽しみな

ことが増えた」が 22.9％となっています。 
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図表3.22.1.1 利用したことによる変化

小学生 n=1,380 中学生 n=1,164
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図表3.22.1.2 利用したことによる変化[県調査結果]

小学生 n=173 中学生 n=123
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(2)等価世帯収入別・小学生（問 22 利用したことによる変化） 

利用したことによる変化について、等価世帯収入別にみると、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央

値の２分の１未満）」の小学生では、「友達が増えた」が 58.0％と最も高く、次いで「生活の中で楽し

みなことが増えた」が 53.6％、「ほっとできる時間が増えた」が 29.0％となっています。また、「生

活の中で楽しみなことが増えた」、「気軽に話せる大人が増えた」、「勉強がわかるようになった」など

が他の世帯と比較して高くなっています。 
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図表3.22.2.1 等価世帯収入別・利用したことによる変化(小学生)

中央値以上 n=673 中央値の2分の1以上中央値未満 n=421 中央値の2分の1未満 n=69
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図表3.22.2.2 等価世帯収入別・利用したことによる変化(小学生)[県調査結果]

中央値以上 n=72 中央値の2分の1以上中央値未満 n=59 中央値の2分の1未満 n=6
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(3)等価世帯収入別・中学生（問 22 利用したことによる変化） 

利用したことによる変化について、等価世帯収入別にみると、「もっとも収入の水準が低い世帯（中央

値の２分の１未満）」の中学生では、「友達が増えた」が 47.7％と最も高く、次いで「特に変化はない」

が 36.9％、「生活の中で楽しみなことが増えた」が 33.8％となっています。また「友達が増えた」、

「生活の中で楽しみなことが増えた」、「勉強する時間が増えた」、「勉強がわかるようになった」が、

他の世帯と比べて高くなっています。 
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図表3.22.3.1 等価世帯収入別・利用したことによる変化(中学生)

中央値以上 n=495 中央値の2分の1以上中央値未満 n=341 中央値の2分の1未満 n=65
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図表3.22.3.2 等価世帯収入別・利用したことによる変化(中学生)[県調査結果]

中央値以上 n=49 中央値の2分の1以上中央値未満 n=45 中央値の2分の1未満 n=7
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(4)世帯別・小学生（問 22 利用したことによる変化） 

利用したことによる変化について、世帯別にみると、ひとり親世帯の小学生では、「友達が増えた」が

62.4％と最も高く、次いで「生活の中で楽しみなことが増えた」が 53.2％、「ほっとできる時間が増え

た」が 29.4％となっています。また「友達が増えた」、「生活の中で楽しみなことが増えた」、「ほっ

とできる時間が増えた」、「気軽に話せる大人が増えた」、「栄養のある食事をとれることが増えた」が、

ふたり親と比較して高くなっています。 
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図表3.22.4.1 世帯別・利用したことによる変化(小学生)

ふたり親 n=1,144 ひとり親 n=109 母子世帯 n=98
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図表3.22.4.2 世帯別・利用したことによる変化(小学生)[県調査結果]

ふたり親 n=140 ひとり親 n=8 母子世帯 n=8
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(5)世帯別・中学生（問 22 利用したことによる変化） 

利用したことによる変化について、世帯別にみると、ひとり親世帯の中学生では、「友達が増えた」が

47.9％と最も高く、次いで「特に変化はない」が 45.8％、「ほっとできる時間が増えた」が 26.0％、

となっています。「友達が増えた」、「特に変化はない」、「ほっとできる時間が増えた」、「気軽に話

せる大人が増えた」、「勉強がわかるようになった」、「栄養のある食事をとれることが増えた」が、ふ

たり親と比較して高くなっています。 

 

 

37.4 

15.0 

24.9 

20.8 

2.7 

7.5 

15.3 

1.4 

41.2 

47.9 

25.0 

24.0 

26.0 

7.3 

10.4 

16.7 

2.1 

45.8 

48.1 

25.9 

24.7 

27.2 

6.2 

11.1 

17.3 

2.5 

45.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

友達が増えた

気軽に話せる大人が増えた

生活の中で楽しみなことが増えた
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栄養のある食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

図表3.22.5.1 世帯別・利用したことによる変化(中学生)

ふたり親 n=838 ひとり親 n=96 母子世帯 n=81
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勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた
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特に変化はない

図表3.22.5.2 世帯別・利用したことによる変化(中学生)[県調査結果]

ふたり親 n=99 ひとり親 n=10 母子世帯 n=9
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(6)利用場所別・小学生（問 22 利用したことによる変化） 

利用したことによる変化について、利用場所別にみると、小学生では、「（自分や友人の家以外で）平

日の放課後や休日を過ごすことができる場所（学童保育所など）」では「友達が増えた」が 55.8%、「（自

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

でみてくれる場所」では「生活の中で楽しみなことが増えた」が 50.3%、55.1%と最も高くなっていま

す。また、「（家や学校以外で）何でも相談できる場所（電話やネットの相談を含む。）」では「ほっと

できる時間が増えた」が 49.4％と最も高くなっています。 
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栄養のある食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

図表3.22.6.1 利用場所別・利用した変化（小学生）

(自分や友人の家以外で)平日の放課後や休日を過ごすことができる場所（学童保育所など） n=1,271

(自分や友人の家以外で）夕ごはんを無料か安く食べることができる場所（子供食堂など） n=191

勉強を無料でみてくれる場所 n=89

(家や学校以外で)何でも相談できる場所（電話やネットの相談を含む。） n=77
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栄養のある食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

図表3.22.6.2利用場所別・利用した変化（小学生）[県調査結果]

(自分や友人の家以外で)平日の放課後や休日を過ごすことができる場所（学童保育所など） n=115

(自分や友人の家以外で）夕ごはんを無料か安く食べることができる場所（子供食堂など） n=46

勉強を無料でみてくれる場所 n=20

(家や学校以外で)何でも相談できる場所（電話やネットの相談を含む。） n=15
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(7)利用場所別・中学生（問 22 利用したことによる変化） 

中学生では、「（自分や友人の家以外で）平日の放課後や休日を過ごすことができる場所（学童保育所

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

では「特に変化はない」が 39.4%、41.5%と最も高く、次いで「友達が増えた」が 33.7％、32.7％と

なっています。また、「勉強を無料でみてくれる場所」、「（家や学校以外で）何でも相談できる場所（電

話やネットの相談を含む）」では「友達が増えた」が 49.5%、44.1％で最も高くなっています。 
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栄養のある食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

図表3.22.7.1利用場所別・利用した変化（中学生）

(自分や友人の家以外で)平日の放課後や休日を過ごすことができる場所（学童保育所など） n=1,083

(自分や友人の家以外で）夕ごはんを無料か安く食べることができる場所（子供食堂など） n=147

勉強を無料でみてくれる場所 n=105

(家や学校以外で)何でも相談できる場所（電話やネットの相談を含む。） n=102
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特に変化はない

図表3.22.7.2利用場所別・利用した変化（中学生）[県調査結果]

(自分や友人の家以外で)平日の放課後や休日を過ごすことができる場所（学童保育所など） n=89

(自分や友人の家以外で）夕ごはんを無料か安く食べることができる場所（子供食堂など） n=21

勉強を無料でみてくれる場所 n=17

(家や学校以外で)何でも相談できる場所（電話やネットの相談を含む。） n=14
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問２３. あなたが困っていることや悩み事を相談するとしたら、どのような相談方法を希望しますか。 

 

(1)全体 

希望する悩み事の相談方法について、小学生・中学生ともに「対面で相談（直接会って）」が 51.2％、

49.7％と最も高くなっています。次いで、小学生は、「電話で相談」が 13.6％、「クロームブックで相

談」が 11.0％、中学生では「SNSやチャットで相談」が 22.0％、「電話で相談」が 12.6％となってい

ます。 
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図表3.23.1 希望する悩み事の相談方法

対面で相談（直接会って） 電話で相談 オンラインで相談

（ＺＯＯＭなど）

ＳＮＳやチャットで相談

クロームブックで相談 その他 無回答
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(2)等価世帯収入別 

希望する悩み事の相談方法について、等価世帯収入別にみると、「対面で相談（直接会って）」と回答し

た割合は、全体では小学生が 51.2％、中学生が 49.7％であったのに対し、「もっとも収入の水準が低

い世帯（中央値の２分の１未満）」では小学生が 52.9％とやや高く、中学生が 48.8％とやや低くなっ

ています。また、小学生では、「電話で相談」と回答した割合は、全体では 13.6％であったのに対し、

「もっとも収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では 16.3％と高くなっています。中学生

では、「ＳＮＳやチャットで相談」と回答した割合は、全体では 22.0％であったのに対し、「もっとも

収入の水準が低い世帯（中央値の２分の１未満）」では 26.8％と高くなっています。 

とｐ 
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図表3.23.2.1 等価世帯収入別・希望する悩み事の相談方法（小学生）

対面で相談（直接会って） 電話で相談 オンラインで相談

（ＺＯＯＭなど）

ＳＮＳやチャットで相談 クロームブックで相談 その他
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図表3.23.2.2 等価世帯収入別・希望する悩み事の相談方法（中学生）

対面で相談（直接会って） 電話で相談 オンラインで相談

（ＺＯＯＭなど）

ＳＮＳやチャットで相談 クロームブックで相談 その他
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(3)世帯別 

希望する悩み事の相談方法について、世帯別にみると、小学生では、「対面で相談（直接会って）」と回

答した割合は、全体では小学生が 51.2％、中学生が 49.7％であったのに対し、ひとり親世帯では小学

生が 50.7％とやや低く、中学生が 50.0％とやや高くなっています。また、小学生では、「電話で相談」

と回答した割合は、全体では 13.6％であったのに対し、ひとり親世帯では 14.1％と高くなっています。

中学生では、「ＳＮＳやチャットで相談」と回答した割合は、全体では 22.0％であったのに対し、ひと

り親世帯では 22.7％と高くなっています。 
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図表3.23.3.1 世帯別・希望する悩み事の相談方法（小学生）

対面で相談（直接会って） 電話で相談 オンラインで相談

（ＺＯＯＭなど）

ＳＮＳやチャットで相談 クロームブックで相談 その他
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図表3.23.3.2 世帯別・希望する悩み事の相談方法（中学生）

対面で相談（直接会って） 電話で相談 オンラインで相談

（ＺＯＯＭなど）

ＳＮＳやチャットで相談 クロームブックで相談 その他


