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Ⅰ 調査の概要 
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Ⅰ 調査の概要 
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１ 調査目的 

本調査は、蓮田市民がより安心して子どもを育てるために必要な取組を検討するにあたり、

子どものいる家庭の生活状況や子どもの様子、また子育ての悩みや困りごと等の実態を把握す

るために実施しました。 

 

 

２ 調査設計 

（１）調査対象：市内在住の未就学児、小学生、中学生の子どもを持つ保護者 

（２）標 本 数：2,400人（層化無作為抽出※） 

（３）調査方法：郵送配布・郵送回収 

（４）調査期間：平成30年12月14日（金）～平成30年12月28日（金） 

 

※母集団を調査区分ごとに地域や年齢・性別などの複数の層に分け、各層の人口に応じた比例

配分によりサンプル数を定め、そこから無作為にサンプルを選び出す方法。本調査では、０

～15歳の16の層に分け、各層の人口に応じた比例配分によりサンプル数を定め、そこから無

作為に抽出。 

 

 

 

３ 調査内容 

（１）お子さんとご家族の状況について 

（２）教育支援に関して 

（３）就業状況に関して 

（４）収入の状況に関して 

（５）親子の過ごし方に関して 

（６）学校生活に関して 

（７）子どもの悩みごとに関して 

（８）子どもの食事に関して 

（９）子どもの生活に関して 

（10）医療に関して 

（11）家庭での生活状況に関して 

（12）情報の入手方法に関して 

（13）公的・社会的サービスの利用に関して 

 

 

４ 回収結果 

 標本数 有効回収数 有効回収率 

未就学児、小学生、中

学生の子どもを持つ 

保護者 

２，４００件 １，１８８件 ４９．５％ 
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５ 報告書の見方 

（１）調査結果の数値は、各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で表記しています。 

ただし、年代別や経年変化などの母数が異なるものを比較する場合は、割合の差（ポイン

ト）で表記しています。 

（２）集計は、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位までを表記しています。このため、回

答比率の合計が、100.0％にならない場合があります。また、複数回答可の質問では、回答

者数（ｎ）に対する回答比率のため、回答比率の合計が100.0％を超える場合があります。 

（３）本報告書では、なるべく調査票そのままの表現を用いていますが、スペース等の関係から

一部省略した表現としている箇所があります。 

（４）回答者数が少ないものについては、比率が動きやすく分析には適さないため、参考値とし

て示すにとどめている場合があります。 

（５）12 ページ以降にある表の「n=」の数値はサンプル数、%はサンプル数に対する割合を表し

ています。(以降のクロス集計についても同様) 

また、表に中の網を入れている個所は他の項目と比較して最も数値が多い箇所を表してい

ます。 
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Ⅱ 調査結果の分析 

７ 

１ 宛て名のお子さんとご家族の状況について 

 

（１）年齢 

問１ 宛て名のお子さんの生年月をご記入ください。（□内に数字でご記入ください。数字

は一枠に一字。） 

 
「10歳」が7.6%で最も多く、次いで「14歳」が7.4%、「11歳」が7.2%となっています。 

 

 

  

5.0

7.4

5.4

6.8

7.2

7.6

7.1

6.0

7.1

5.6

6.3

6.1

5.6

5.6

5.1

4.9

1.3

0% 2% 4% 6% 8%

15歳

14歳

13歳

12歳

11歳

10歳

9歳

8歳

7歳

6歳

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

0歳

無回答

（n=1,188）



Ⅱ 調査結果の分析 

 

８ 

（２）きょうだいの数・末子の子どもの年齢 

問２ 宛て名のお子さんのきょうだいは、何人いらっしゃいますか。お２人以上のお子さん

がいらっしゃる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。（□内に数字でご記入く

ださい。数字は一枠に一字。） 

■きょうだいの数 

 

■末子の年齢 

 
きょうだいの数は、「2人」が50.8%で最も多く、次いで「1人」が22.7%、「3人」が19.6%と

なっています。 

末子の年齢は、「0歳」が7.8%で最も多く、次いで「7歳」が7.5%、「5歳」が7.4%となってい

ます。 

  

22.7

50.8

19.6

3.0

3.9

0% 20% 40% 60%

1人

2人

3人

4人以上

無回答

(n=1,125)

2.3

5.1

4.2

5.1

5.6

6.3

6.0

6.1

7.5

5.6

7.4

5.8

6.6

6.4

6.6

7.8

5.5

0% 5% 10%

15歳

14歳

13歳

12歳

11歳

10歳

9歳

8歳

7歳

6歳

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

0歳

無回答

(n=816)
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９ 

（３）調査の回答者 

問３ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛て名のお子さんからみた関係でお

答えください。（１つに○） 

 
「母親」が81.3%、「父親」が18.1%、「その他」が0.4%となっています。 

 

（４）配偶関係 

問４ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（１つに

○）※問３で「３．その他」と回答した方は、問５へお進みください。 

 
「配偶者がいる（内縁者がいる場合を含む）」が92.0%、「配偶者はいない」が6.7%となって

います。 

 

（５）子育てを主に行っている方 

問５ 宛て名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。宛て

名のお子さんからみた関係でお答えください。（１つに○） 

 
「父母ともに」が49.2%で最も多く、次いで「主に母親」が48.2%、「主に父親」が1.1%とな

っています。  

81.3 18.1

0.4

0.2

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

母親 父親 その他 無回答

(n=1,188)

92.0 6.7 1.4

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

配偶者がいる（内縁者がいる場合を含む） 配偶者はいない 無回答

(n=1,181)

49.2 48.2

1.1 0.30.7

0.5

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

父母ともに 主に母親 主に父親

(n=1,188)
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１０ 

（６）世帯の状況 

問６ あなたの世帯の状況についてお答えください。（あてはまるものすべてに○） 

 
「上記にあてはまらない世帯」が63.0%で最も多く、次いで「児童扶養手当受給世帯」が

24.9%、「就学援助制度受給世帯」が6.4%となっています。 

 

（７）お住まいの小学校区 

問７ あなたのお住まいの小学校区はどちらですか。（１つに○） 

 
「蓮田南小学校区」が25.6%で最も多く、次いで「蓮田中央小学校区」が21.7%、「黒浜小学

校区」が11.1%となっています。 

 

  

24.9

6.4

3.5

2.5

0.6

63.0

5.5

0% 20% 40% 60% 80%

児童扶養手当受給世帯

就学援助制度受給世帯

市民税非課税・減免世帯

国民年金掛金・

国民健康保険税減免世帯

生活保護世帯

上記にあてはまらない世帯

無回答

(n=1,188)

25.6

21.7

11.1

10.2

9.3

7.7

6.8

6.5

1.2

0% 10% 20% 30%

蓮田南小学校区

蓮田中央小学校区

黒浜小学校区

黒浜西小学校区

黒浜南小学校区

黒浜北小学校区

蓮田北小学校区

平野小学校区

無回答

(n=1,188)
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１１ 

（８）住居の種類 

問８ あなたのお住いの住居の種類についてお答えください。（１つに○） 

 
「持ち家（あなたまたはあなたの配偶者名義）」が72.2%で最も多く、次いで「借家（マンシ

ョンやアパートなど）」が13.8%、「持ち家（親族名義）」が11.7%となっています。 

 

（９）通っている教育施設 

問９ 宛て名のお子さんが現在通っている教育・保育施設等についてお答えください。（１

つに○） 

 
「市立小学校」が39.5%で最も多く、次いで「市立中学校」が19.0%、「幼稚園」が11.5%とな

っています。  

72.2

13.8

11.7

0.7

0.5

0.3

0.2

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80%

持ち家（あなたまたは

あなたの配偶者名義）

借家（マンションやアパートなど）

持ち家（親族名義）

社宅

公社・公団（ＵＲ）賃貸住宅

間借

市営・県営住宅

その他

無回答

(n=1,188)

39.5

19.0

11.5

9.4

3.4

0.7

0.6

12.9

3.0

0% 20% 40%

市立小学校

市立中学校

幼稚園

保育園

認定こども園

私立中学校

私立小学校

その他

無回答

(n=1,188)
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１２ 

２ 教育支援に関して 

（１）不登校の経験 

問１０ 宛て名のお子さんは不登校の経験がありますか。（１つに○） 

 
「ない」が 93.0%、「ある」が 2.7%となっています。 

 

■①不登校の経験別年齢 

 

 

 

 

 

 

■②不登校の経験別世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

■③不登校の経験別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

■④不登校の経験別学校での楽しさの状況 

 

 

 

 

 

 

  

2.7 93.0 4.3

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

ある ない 無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳

全体(n＝1,188） 5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0%

ある(n＝32） 12.5% 25.0% 12.5% 12.5% 6.3% 3.1% 15.6% 6.3%

ない(n＝1,103） 4.9% 7.3% 5.6% 6.9% 7.6% 8.0% 7.2% 6.3%

生活保護
世帯

市民税非
課税・減
免世帯

国民年金掛
金・国民健
康保険税減

免世帯

児童扶養
手当受給

世帯

就学援助
制度受給

世帯

左5項目に
あてはま
らない世

帯

全体(n＝1,188） 0.6% 3.5% 2.5% 24.9% 6.4% 63.0%

ある(n＝32） 6.3% 15.6% 3.1% 31.3% 15.6% 50.0%

ない(n＝1,105） 0.2% 3.3% 2.6% 24.8% 6.3% 63.5%

収入はない
（0円）

1～50万円
未満

50～100万
円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800万円
以上

全体(n＝1,188） 0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3%

ある(n＝32） 9.4% 0.0% 0.0% 6.3% 12.5% 21.9% 12.5% 0.0% 9.4% 6.3% 12.5%

ない(n＝1,105） 0.2% 0.2% 0.5% 3.2% 5.2% 9.2% 13.6% 16.5% 14.7% 10.6% 19.9%

楽しいようだ
どちらかとい
えば楽しい

ようだ

どちらかとい
えば楽しく
なさそうだ

楽しく
なさそうだ

全体(n＝1,188） 53.9% 26.9% 2.5% 1.2%

ある(n＝32） 15.6% 40.6% 18.8% 15.6%

ない(n＝1,105） 56.8% 27.6% 2.1% 0.8%



Ⅱ 調査結果の分析 

１３ 

 

■⑤不登校の経験別どのような時に楽しいと感じているように見えるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑥不登校の経験別平日（月曜日～金曜日）、就寝時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①14歳が最も多く、9歳と 12歳以降で増加しています。 

②大きな差がありませんが、比較的児童扶養手当受給世帯が多くなっています。 

③大きな差がなく、「300～400万円未満」の世帯が多くなっています。 

④学校での楽しさは、「楽しいようだ」と「どちらかといえば楽しいようだ」の合計値が「ど

ちらかといえば楽しくなさそうだ」と「楽しくなさそうだ」の合計値を上回っており、楽し

いようでも不登校の経験があることがうかがえます。 

⑤どのような時に楽しそうに見えるかは、不登校の経験有無に限らず、「家族と過ごしている

とき」が最も多くなっています。また、「学校生活やクラブ活動に参加しているとき」は不

登校の経験があるが 22.6 ポイント低くなっています。 

⑥平日の就寝時間は、午後 10時台以降は、不登校の経験があるの割合が上回っています。 

 

  

午後９時よ
り前

午後
９時台

午後
10時台

午後
11時台

午前
０時台

午前１時
より後

決まってい
ない

全体(n＝1,188） 15.9% 42.3% 24.5% 10.9% 4.0% 0.2% 0.9%

ある(n＝32） 3.1% 25.0% 28.1% 15.6% 15.6% 3.1% 6.3%

ない(n＝1,105） 15.8% 43.3% 24.4% 11.1% 3.8% 0.0% 0.8%

家族と過ご
しているとき

友達と過ご
しているとき

学校生活や
クラブ活動
に参加して

いるとき

地域の行事
に参加して

いるとき

塾や習い事
をしていると

き

ひとりでいる
とき

特にない その他

全体(n＝1,188） 79.2% 76.2% 39.1% 15.5% 25.8% 16.5% 0.3% 6.6%

ある(n＝32） 68.8% 53.1% 18.8% 6.3% 28.1% 25.0% 0.0% 21.9%

ない(n＝1,105） 79.8% 78.6% 41.4% 15.8% 26.4% 16.9% 0.3% 6.2%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

１４ 

 

（２）１日あたりの勉強時間 

問１１ 宛て名のお子さんは学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日あたりどの

くらいの時間、勉強をしますか。塾などの時間も含みます。 

 
「1時間」が 36.7%で最も多く、次いで「0時間」が 22.5%、「2時間」が 11.7%となっていま

す。 

 

 

■①平日の自宅での勉強時間別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②平日の自宅での勉強時間別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①年齢が上がるにしたがって勉強時間が増える傾向となっています。 

②勉強時間と世帯年収との関連は見られません。 

  

22.5

9.2

36.7

11.7

3.7

1.1

0.4

0.8

13.9

0% 10% 20% 30% 40%

0時間

30分

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間以上

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳

全体(n＝1,188） 5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6%

0時間(n＝267） 1.1% 2.2% 1.5% 1.5% 1.1% 0.7% 1.1% 0.4% 0.7% 7.5%

30分(n＝109） 0.9% 9.2% 5.5% 5.5% 3.7% 5.5% 11.0% 13.8% 15.6% 9.2%

1時間(n＝434） 3.0% 7.6% 9.2% 10.1% 13.1% 12.2% 12.0% 10.8% 12.4% 4.4%

2時間(n＝139） 13.7% 13.7% 9.4% 11.5% 12.2% 15.1% 8.6% 2.9% 6.5% 2.2%

3時間(n＝44） 25.0% 25.0% 6.8% 20.5% 2.3% 11.4% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0%

4時間(n＝13） 46.2% 23.1% 0.0% 0.0% 23.1% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0%

5時間(n＝5） 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6時間以上(n＝10） 30.0% 20.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わからない

全体(n＝1,188） 0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

0時間(n＝267） 1.1% 0.0% 0.0% 3.7% 5.6% 13.9% 13.1% 16.9% 15.4% 10.5% 14.6% 4.5%

30分(n＝109） 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 5.5% 9.2% 9.2% 20.2% 14.7% 11.9% 18.3% 2.8%

1時間(n＝436） 0.5% 0.5% 0.7% 2.8% 4.8% 6.7% 16.5% 16.1% 12.4% 10.3% 21.8% 3.7%

2時間(n＝139） 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 5.8% 9.4% 9.4% 14.4% 17.3% 10.1% 25.9% 5.0%

3時間(n＝44） 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% 11.4% 0.0% 6.8% 9.1% 18.2% 38.6% 4.5%

4時間(n＝13） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.1% 0.0% 15.4% 7.7% 23.1% 7.7% 23.1% 0.0%

5時間(n＝5） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6時間以上(n＝10） 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 30.0% 0.0% 30.0% 10.0% 10.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

１５ 

 

（３）１か月あたりの読書冊数 

問１２ 宛て名のお子さんは、１か月に本（読み聞かせを含む）を何冊くらい読みますか。

自宅以外の状況も含めてお答えください。（電子書籍を含み、学校・塾等の教科書・教

材は除く） 

 
「1冊～5冊」が 49.5%で最も多く、次いで「6冊～10冊」が 14.1%、「0冊」が 12.0%とな

っています。 

 

■①読書冊数別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.0

49.5

14.1

3.2

5.2

4.0

3.0

9.0

0% 20% 40% 60%

0冊

1冊～5冊

6冊～10冊

11冊～15冊

16冊～20冊

21刷～30冊

31冊以上

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳

全体(n＝1,188） 5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1%

0冊(n＝142） 9.9% 14.8% 12.0% 14.1% 7.0% 4.9% 4.2% 4.2% 1.4%

1冊～5冊(n＝586） 7.2% 9.4% 7.5% 7.5% 10.1% 8.9% 7.7% 5.3% 5.8%

6冊～10冊(n＝167） 0.6% 2.4% 2.4% 3.0% 5.4% 9.6% 9.6% 11.4% 12.6%

11冊～15冊(n＝38） 0.0% 2.6% 0.0% 2.6% 7.9% 10.5% 5.3% 5.3% 15.8%

16冊～20冊(n＝62） 0.0% 4.8% 0.0% 8.1% 0.0% 8.1% 6.5% 8.1% 14.5%

21刷～30冊(n＝48） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 4.2% 10.4% 6.3% 10.4%

31冊以上(n＝36） 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 5.6% 5.6% 13.9% 16.7%

6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

2.8% 5.6% 6.3% 1.4% 3.5% 2.1% 4.9%

4.9% 6.5% 4.8% 4.4% 3.2% 3.4% 2.7%

7.2% 6.6% 6.0% 8.4% 6.6% 5.4% 3.0%

13.2% 13.2% 10.5% 5.3% 2.6% 0.0% 2.6%

9.7% 4.8% 11.3% 11.3% 6.5% 4.8% 1.6%

2.1% 8.3% 20.8% 8.3% 10.4% 4.2% 8.3%

5.6% 11.1% 2.8% 16.7% 8.3% 8.3% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

１６ 

 

■②読書冊数別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「14歳」と「12歳」で 0 冊の割合が多くなっています。年齢別に比較すると「7歳」が他の

年齢より多くなっています。 

②世帯年収が多くなるほど、読書の冊数が増加する傾向にあります。 

 

 

（４）学校での成績 

問１３ 宛て名のお子さんの学校での成績はいかがですか。（１つに○） 

 
「普通」が 24.8%で最も多く、次いで「わからない」が 22.6%、「まあまあ良好」が 18.6%と

なっています。 

 

■①学校での成績別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.9 18.6 24.8 6.4 4.5 22.6 11.2

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

良好 まあまあ良好 普通 あまりよくない

よくない わからない 無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳

全体(n＝1,188） 5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6%

良好(n＝141） 9.2% 12.1% 6.4% 9.2% 12.8% 13.5% 9.9% 9.2% 9.2% 3.5%

まあまあ良好(n＝220） 2.7% 9.5% 5.9% 11.4% 11.8% 14.1% 9.1% 10.0% 15.0% 5.9%

普通(n＝294） 7.8% 8.5% 7.8% 8.2% 11.2% 9.9% 13.9% 8.8% 7.8% 3.7%

あまりよくない(n＝76） 11.8% 15.8% 9.2% 18.4% 6.6% 7.9% 5.3% 7.9% 11.8% 2.6%

よくない(n＝53） 13.2% 20.8% 24.5% 7.5% 3.8% 5.7% 7.5% 3.8% 3.8% 1.9%

わからない(n＝269） 0.4% 0.7% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 1.1% 8.6%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体(n＝1,188） 0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

0冊(n＝142） 1.4% 0.7% 0.0% 2.8% 7.0% 6.3% 9.2% 16.9% 17.6% 13.4% 18.3% 4.9%

1冊～5冊(n＝588） 0.2% 0.2% 0.9% 3.4% 6.6% 9.9% 15.6% 15.8% 12.8% 10.0% 18.7% 3.7%

6冊～10冊(n＝167） 1.2% 0.0% 0.0% 4.2% 3.0% 12.0% 11.4% 15.6% 17.4% 8.4% 22.2% 3.0%

11冊～15冊(n＝38） 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 5.3% 7.9% 7.9% 18.4% 7.9% 10.5% 26.3% 5.3%

16冊～20冊(n＝62） 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 1.6% 11.3% 4.8% 14.5% 22.6% 16.1% 17.7% 4.8%

21刷～30冊(n＝48） 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 2.1% 10.4% 16.7% 10.4% 12.5% 8.3% 33.3% 4.2%

31冊以上(n＝36） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 5.6% 8.3% 11.1% 16.7% 13.9% 36.1% 2.8%



Ⅱ 調査結果の分析 

１７ 

 

■②学校での成績別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③学校での成績別子どもとの会話の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■④学校での成績別配偶者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑤-１学校での成績別（平日）お子さんと一緒に何かをしたり、相手をしたりしている時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わからない

全体(n＝1,188） 0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

良好(n＝141） 0.7% 0.0% 0.0% 2.8% 4.3% 6.4% 9.2% 14.2% 17.7% 9.9% 30.5% 2.8%

まあまあ良好(n＝221） 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 3.2% 9.0% 12.7% 13.6% 14.0% 15.4% 23.5% 4.1%

普通(n＝295） 0.0% 0.3% 0.7% 3.7% 4.4% 8.1% 15.3% 14.9% 12.5% 11.9% 20.0% 6.1%

あまりよくない(n＝76） 0.0% 1.3% 1.3% 5.3% 11.8% 10.5% 15.8% 15.8% 13.2% 5.3% 15.8% 1.3%

よくない(n＝53） 1.9% 0.0% 0.0% 7.5% 15.1% 5.7% 17.0% 18.9% 9.4% 7.5% 13.2% 0.0%

わからない(n＝269） 1.1% 0.0% 0.7% 3.0% 6.3% 13.8% 11.5% 18.2% 16.0% 8.2% 15.6% 4.5%

よくする
ときどきす

る
ほとんど
しない

しない

全体(n＝1,188） 87.5% 9.2% 1.2% 1.0%

良好(n＝141） 89.4% 9.9% 0.7% 0.0%

まあまあ良好(n＝221） 91.0% 8.1% 0.9% 0.0%

普通(n＝295） 87.1% 12.2% 0.7% 0.0%

あまりよくない(n＝76） 78.9% 18.4% 2.6% 0.0%

よくない(n＝53） 73.6% 18.9% 7.5% 0.0%

わからない(n＝269） 91.4% 4.1% 1.1% 2.2%

配偶者がい
る（内縁者
がいる場合

を含む）

配偶者は
いない

全体(n＝1,188） 92.0% 6.7%

良好(n＝141） 94.3% 5.7%

まあまあ良好(n＝221） 95.9% 3.2%

普通(n＝293） 89.4% 9.6%

あまりよくない(n＝76） 77.6% 18.4%

よくない(n＝52） 80.8% 15.4%

わからない(n＝268） 93.3% 4.9%

０～１５分
未満

１５～３０
分未満

３０分～１
時間未満

１時間～２
時間未満

２時間～３
時間未満

３時間～４
時間未満

４時間以上

全体(n＝1,188） 4.8% 9.9% 18.0% 21.8% 13.0% 7.4% 21.6%

良好(n＝141） 5.0% 14.2% 21.3% 26.2% 17.0% 7.1% 9.2%

まあまあ良好(n＝221） 4.5% 12.2% 25.8% 29.4% 12.7% 4.5% 9.5%

普通(n＝295） 4.1% 12.2% 21.4% 25.4% 15.3% 8.8% 10.5%

あまりよくない(n＝76） 9.2% 13.2% 19.7% 23.7% 11.8% 5.3% 13.2%

よくない(n＝53） 11.3% 13.2% 20.8% 20.8% 17.0% 7.5% 3.8%

わからない(n＝269） 4.8% 4.5% 9.3% 16.7% 11.2% 8.2% 42.4%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

１８ 

 

■⑤-2学校での成績別（休日）お子さんと一緒に何かをしたり、相手をしたりしている時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑥学校での成績別学校で楽しく過ごしているように見えるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑦学校での成績別教育にかかる年間の費用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑧学校での成績別子どもとの会話の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

０～１５分
未満

１５～３０
分未満

３０分～１
時間未満

１時間～２
時間未満

２時間～３
時間未満

３時間～４
時間未満

４時間以上

全体(n＝1,188） 0.9% 1.9% 5.9% 11.4% 12.0% 7% 46.3%

良好(n＝141） 0.7% 3.5% 7.1% 15.6% 12.8% 7.1% 38.3%

まあまあ良好(n＝221） 0.9% 2.7% 6.3% 12.2% 15.8% 8.6% 37.6%

普通(n＝295） 1.7% 0.7% 7.5% 15.9% 16.3% 8.1% 33.9%

あまりよくない(n＝76） 1.3% 5.3% 6.6% 15.8% 14.5% 7.9% 30.3%

よくない(n＝53） 1.9% 3.8% 20.8% 15.1% 9.4% 9.4% 20.8%

わからない(n＝269） 0.4% 1.5% 2.6% 5.9% 6.7% 4.1% 69.9%

楽しいよう
だ

どちらかと
いえば楽
しいようだ

どちらかと
いえば楽
しくなさそ

うだ

楽しくなさ
そうだ

全体(n＝1,188） 53.9% 26.9% 2.5% 1.2%

良好(n＝141） 81.6% 15.6% 0.7% 0.7%

まあまあ良好(n＝221） 62.4% 33.0% 3.6% 0.0%

普通(n＝295） 56.6% 39.7% 2.0% 1.4%

あまりよくない(n＝76） 47.4% 46.1% 6.6% 0.0%

よくない(n＝53） 43.4% 34.0% 11.3% 9.4%

わからない(n＝269） 49.8% 17.5% 1.1% 1.5%

10万円
未満

１0万円以
上50万円

未満

50万円以
上100万
円未満

100万円
以上150
万円未満

150万円
以上200
万円未満

200万円以
上300万円

未満

300万円以
上500万円

未満

500万円
以上

全体(n＝1,188） 23.9% 50.6% 16.2% 2.8% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1%

良好(n＝141） 7.8% 64.5% 18.4% 5.0% 1.4% 0.7% 0.0% 0.0%

まあまあ良好(n＝221） 14.0% 63.8% 17.6% 3.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%

普通(n＝295） 19.7% 57.3% 16.6% 2.4% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3%

あまりよくない(n＝76） 30.3% 50.0% 13.2% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

よくない(n＝53） 15.1% 56.6% 26.4% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

わからない(n＝269） 40.9% 37.9% 14.1% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

よくする
ときどき

する
ほとんど
しない

しない

全体(n＝1,188） 87.5% 9.2% 1.2% 1.0%

良好(n＝141） 89.4% 9.9% 0.7% 0.0%

まあまあ良好(n＝221） 91.0% 8.1% 0.9% 0.0%

普通(n＝295） 87.1% 12.2% 0.7% 0.0%

あまりよくない(n＝76） 78.9% 18.4% 2.6% 0.0%

よくない(n＝53） 73.6% 18.9% 7.5% 0.0%

わからない(n＝269） 91.4% 4.1% 1.1% 2.2%



Ⅱ 調査結果の分析 

１９ 

 

■⑨学校での成績別学習支援の参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「良好」と「まあまあ良好」の合計割合と「あまりよくない」と「よくない」の合計割合を

比較すると、11歳までは「良好」と「まあまあ良好」の割合が多く、12歳以上では逆転

し、「あまりよくない」と「よくない」の割合が多くなっています。 

②「良好」と「まあまあ良好」の合計割合と「あまりよくない」と「よくない」の合計割合を

比較すると「600 万円」以上で「良好」と「まあまあ良好」の割合が多く、「600万円」未

満では、「あまりよくない」と「よくない」の割合が多くなっています。 

③学校での成績と子どもとの会話の状況の関連性は見られません。 

④「配偶者はいない」で「あまりよくない」及び「よくない」の割合が多くなっています。 

⑤お子さんと一緒に何かをしたり、相手をしたりしている時間は、平日は「1時間～2時間未

満」、休日は「4時間以上」が多くなっています。 

⑥学校で楽しく過ごしているように見えるかは、すべてで「楽しいようだ」が最も多くなって

います。 

⑦教育にかかる年間の費用状況は、すべてで「年間 10万円～50万円未満」が最も多くなって

います。 

⑧子どもとの会話の状況は、すべてで「よくする」が最も多くなっています。 

⑨「学習ができて、教えてくれる人がいる場（学習支援）」への参加意向は、成績が「良

好」、「まあまあ良好」は「必要ない」が最も多く、他は「参加させてみたい」が最も多く

なっています。 

 

 

（５）勉強を教えることの有無 

問１４ あなたやあなたの配偶者は、宛て名のお子さんに直接勉強を教えることはあります

か。（１つに○） 

 
「たまに教えている」が 42.7%で最も多く、次いで「よく教えている」が 18.4%、「教えてい

ない」が 15.9%となっています。 

  

18.4 42.7 13.5 15.9 9.5

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

よく教えている たまに教えている あまり教えていない

教えていない 無回答

(n=1,188)

参加させ
てみたい

必要ない
わから
ない

その他

全体(n＝1,188） 34.2% 34.3% 28.7% 1.1%

良好(n＝141） 19.9% 59.6% 19.1% 0.7%

まあまあ良好(n＝221） 27.1% 48.0% 21.7% 1.4%

普通(n＝295） 37.3% 28.8% 33.2% 0.7%

あまりよくない(n＝76） 48.7% 21.1% 27.6% 2.6%

よくない(n＝53） 54.7% 17.0% 24.5% 1.9%

わからない(n＝269） 38.3% 25.3% 33.8% 1.1%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

２０ 

 

■①勉強を教えること別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②勉強を教えること別子育て（教育を含む）を行っている人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③勉強を教えること別学習支援（蓮田市独自）の場への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「よく教えている」と「たまに教えている」の合計割合は、「7歳」～「10歳」までは 20％

を超えていますが、「11歳」以上は減少する傾向となっています。 

②子育て（教育を含む）を行っている人は、「父母ともに」が「よく教えている」と「たまに

教えている」の割合が多くなっています。 

③学習支援（蓮田市独自）の場への参加希望は、「よく教えている」ほど「必要ない」が多く

なっています。 

 

 

 

  

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳

全体(n＝1,188） 5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1%

よく教えている
(n＝218）

1.8% 3.2% 1.8% 4.6% 8.3% 8.3% 11.0% 13.8% 20.6%

たまに教えている
(n＝506）

3.8% 6.3% 5.9% 8.7% 9.3% 11.7% 9.5% 7.5% 6.9%

あまり教えていない
(n＝160）

13.1% 17.5% 11.9% 13.1% 9.4% 6.3% 4.4% 1.9% 0.0%

教えていない
(n＝189）

7.9% 11.1% 6.3% 3.2% 2.6% 0.5% 2.6% 0.0% 1.6%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体(n＝1,188） 49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

よく教えている
(n＝219） 53.9% 42.0% 1.4% 0.0% 1.4%

たまに教えている
(n＝507） 54.2% 44.2% 0.8% 0.2% 0.4%

あまり教えていない
(n＝160） 47.5% 51.2% 0.6% 0.6% 0.0%

教えていない
(n＝189） 32.8% 65.1% 2.1% 0.0% 0.0%

参加させ
てみたい

必要ない
わからな

い
その他

全体(n＝1,188） 34.2% 34.3% 28.7% 1.1%

よく教えている
(n＝219）

31.1% 41.1% 26.0% 0.9%

たまに教えている
(n＝507）

36.1% 35.1% 26.6% 1.2%

あまり教えていない
(n＝160）

36.9% 31.9% 30.6% 0.6%

教えていない
(n＝189）

33.9% 30.2% 32.8% 1.6%



Ⅱ 調査結果の分析 

２１ 

 

（６）進学についての希望 

問１５ 宛て名のお子さんにどの段階の学校まで進んでほしいですか。（１つに○） 

 
「大学まで」が 64.6%で最も多く、次いで「特に希望はない」が 10.1%、「高等学校まで」が

9.0%となっています。 
 
■①進学希望別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.1

9.0

5.5

4.1

64.6

2.0

1.6

10.1

2.9

0% 20% 40% 60% 80%

中学校まで

高等学校まで

専門学校まで（高等学校卒業後に

進学するもの）

高等専門学校・短期大学まで

大学まで

大学院まで

その他

特に希望はない

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0%

中学校まで
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

高等学校まで
(n＝107）

3.7% 11.2% 7.5% 8.4% 7.5% 6.5% 7.5% 9.3%

専門学校まで（高等
学校卒業後に進学
するもの）(n＝65）

12.3% 9.2% 4.6% 10.8% 13.8% 3.1% 6.2% 3.1%

高等専門学校・短
期大学まで(n＝48）

6.3% 6.3% 8.3% 10.4% 8.3% 10.4% 12.5% 10.4%

大学まで
(n＝767）

5.0% 7.2% 6.1% 7.2% 6.9% 8.1% 6.5% 5.5%

大学院まで
(n＝24）

4.2% 12.5% 4.2% 8.3% 4.2% 8.3% 4.2% 4.2%

その他
(n＝19）

5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 10.5% 10.5% 5.3% 5.3%

特に希望はない
(n＝120）

3.3% 5.8% 2.5% 2.5% 7.5% 8.3% 10.0% 8.3%

7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5.6% 3.7% 2.8% 5.6% 5.6% 6.5% 4.7% 3.7%

10.8% 6.2% 6.2% 3.1% 4.6% 1.5% 3.1% 1.5%

6.3% 2.1% 6.3% 4.2% 4.2% 0.0% 0.0% 4.2%

7.6% 5.9% 6.4% 6.5% 5.2% 6.0% 5.0% 4.2%

8.3% 12.5% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 8.3%

10.5% 5.3% 10.5% 15.8% 10.5% 5.3% 0.0% 0.0%

5.0% 5.8% 9.2% 5.8% 8.3% 2.5% 7.5% 6.7%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

２２ 

 

■②進学希望別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③進学希望別年間の教育費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①親としての進学段階の希望と年齢との関連性は見られません。 

②世帯年収が上がるにつれて、「大学まで」、「大学院まで」の割合が増加する傾向にありま

す。 

③年間の教育費用は、進学希望に関わらず「10万円以上 50万円未満」が最も多くなっていま

す。 

 

  

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わからない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

中学校まで
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

高等学校まで
(n＝107）

0.9% 0.9% 0.0% 9.3% 12.1% 15.9% 15.9% 19.6% 12.1% 4.7% 3.7% 3.7%

専門学校まで（高等
学校卒業後に進学
するもの）(n＝65）

0.0% 0.0% 1.5% 13.8% 10.8% 13.8% 21.5% 15.4% 10.8% 4.6% 3.1% 3.1%

高等専門学校・短
期大学まで(n＝48）

0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 4.1% 14.3% 22.4% 20.4% 6.1% 10.2% 14.3% 0.0%

大学まで
(n＝767）

0.4% 0.1% 0.1% 1.6% 3.8% 7.8% 12.8% 15.4% 15.5% 12.2% 24.2% 3.5%

大学院まで
(n＝24）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 16.7% 16.7% 8.3% 8.3% 37.5% 4.2%

その他
(n＝19）

0.0% 0.0% 5.3% 5.3% 10.5% 5.3% 5.3% 21.1% 15.8% 15.8% 5.3% 5.3%

特に希望はない
(n＝120）

0.8% 0.0% 1.7% 3.3% 6.7% 12.5% 10.0% 16.7% 15.0% 8.3% 12.5% 10.0%

10万円
未満

１0万円以
上50万円

未満

50万円以
上100万
円未満

100万円
以上150
万円未満

150万円
以上200
万円未満

200万円
以上300
万円未満

300万円
以上500
万円未満

500万円
以上

全体
(n＝1,188）

23.9% 50.6% 16.2% 2.8% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1%

中学校まで
(n＝1）

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

高等学校まで
(n＝107）

33.6% 50.5% 5.6% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

専門学校まで（高等
学校卒業後に進学
するもの）(n＝65）

40.0% 44.6% 13.8% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

高等専門学校・短
期大学まで(n＝48）

16.3% 63.3% 16.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

大学まで
(n＝767）

20.4% 53.5% 19.1% 2.9% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1%

大学院まで
(n＝24）

12.5% 41.7% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他
(n＝19）

21.1% 52.6% 10.5% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

特に希望はない
(n＝120）

35.0% 40.0% 9.2% 4.2% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

２３ 

（７）進学の際の心配なこと 

問１６ 宛て名のお子さんを希望学歴まで進学させる際心配なことは何ですか。（あてはま

るものすべてに○） 

 
「経済的な余裕がない」が 46.1%で最も多く、次いで「お子さんの学力」が 43.9%、「特にな

い」が 23.2%となっています。 

 

■①進学の際の心配なこと別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②進学の際の心配なこと別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③進学の際の心配なこと別きょうだいの人数 

 

 

 

  

46.1

43.9

5.4

3.3

23.2

3.9

0% 20% 40% 60%

経済的な余裕がない

お子さんの学力

お子さんの希望と異なる

その他

特にない

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体(n＝1,188） 5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

お子さんの希望
と異なる(n＝64）

4.7% 3.1% 4.7% 6.3% 3.1% 10.9% 15.6% 4.7% 3.1% 1.6% 6.3% 4.7% 9.4% 10.9% 6.3% 4.7%

お子さんの学力
(n＝521）

5.8% 7.5% 7.1% 8.8% 8.1% 8.4% 7.9% 6.5% 9.8% 6.0% 6.1% 4.2% 4.0% 2.9% 2.9% 3.1%

経済的な余裕が
ない(n＝547）

5.7% 6.9% 5.9% 6.8% 7.7% 8.4% 6.4% 4.8% 6.9% 5.9% 6.9% 6.8% 5.9% 4.9% 5.5% 4.0%

その他(n＝38） 0.0% 2.6% 0.0% 7.9% 2.6% 15.8% 7.9% 7.9% 13.2% 10.5% 5.3% 2.6% 10.5% 2.6% 2.6% 5.3%

特にない
(n＝276）

4.3% 8.3% 4.3% 6.9% 6.5% 6.5% 5.4% 6.9% 6.5% 5.4% 6.9% 5.4% 7.6% 8.3% 4.7% 5.4%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わからない

全体(n＝1,188） 0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

お子さんの希望
と異なる(n＝64）

1.6% 0.0% 1.6% 3.1% 3.1% 12.5% 14.1% 18.8% 14.1% 7.8% 17.2% 4.7%

お子さんの学力
(n＝521）

0.0% 0.2% 0.6% 2.9% 5.0% 7.5% 14.6% 17.1% 13.6% 10.7% 21.7% 4.0%

経済的な余裕が
ない(n＝548）

0.4% 0.4% 0.4% 5.7% 7.5% 12.4% 18.1% 17.7% 14.6% 7.7% 9.5% 3.8%

その他(n＝39） 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 10.3% 20.5% 7.7% 20.5% 12.8% 23.1% 0.0%

特にない
(n＝276）

0.7% 0.0% 0.4% 1.1% 4.0% 7.2% 8.7% 14.1% 13.4% 10.5% 30.1% 5.8%

1人 2人 3人 4人以上

全体(n＝1,188） 21.5% 48 .1% 18.6% 2.9%

お子さんの希望と異
なる(n＝60）

21.7% 55 .0% 16.7% 1.7%

お子さんの学力(n
＝500）

18.4% 54 .2% 21.0% 2.2%

経済的な余裕がな
い(n＝520）

21.3% 50 .4% 20.8% 4.0%

その他(n＝38） 28.9% 39 .5% 21.1% 5.3%

特にない
(n＝276）

25.2% 51 .5% 18.3% 2.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

２４ 

 

■④進学の際の心配なこと別教育にかかる年間費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑤進学の際の心配なこと別借金の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「お子さんの希望と異なる」が「9歳」、「10歳」で多くなっています。「お子さんの学

力」は、「7歳」、「10歳」～「12歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

②「お子さんの学力」が世帯年収「400万円」以上で 10％以上と多くなっています。 

「経済的な余裕がない」は「300万円」以上「700万円」未満で 10％以上となっています。 

③３人きょうだいで、「お子さんの学力」及び「経済的な余裕がない」が 20％を超えていま

す。 

④進学の際の心配なこと別に教育の年間費用をみると、すべての項目で「10万円以上 50万円

未満」が最も多くなっています 

⑤進学の際の心配なこと別に借金の有無をみると、すべての項目で「（借金が）ある」が多く

なっています。 

 

  

10万円
未満

１0万円以
上50万円

未満

50万円以
上100万
円未満

100万円
以上150
万円未満

150万円
以上200
万円未満

200万円
以上300
万円未満

300万円
以上500
万円未満

500
万円以上

全体(n＝1,188） 23.9% 50.6% 16.2% 2.8% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1%

お子さんの希望と異
なる(n＝64）

29.7% 48.4% 14.1% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

お子さんの学力(n
＝521）

20.3% 55.5% 17.9% 2.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2%

経済的な余裕がな
い(n＝548）

24.8% 51.1% 16.8% 2.4% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0%

その他(n＝39） 17.9% 51.3% 17.9% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

特にない
(n＝276）

26.4% 46.7% 15.6% 3.3% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0%

ある ない
答えたく

ない

全体(n＝1,188） 63.6% 31.9% 2.8%

お子さんの希望
と異なる(n＝64）

54.7% 42.2% 0.0%

お子さんの学力
(n＝521）

65.3% 31.1% 2.5%

経済的な余裕が
ない(n＝548）

67.9% 27.7% 3.1%

その他(n＝39） 69.2% 25.6% 5.1%

特にない
(n＝276）

57.6% 38.4% 2.9%



Ⅱ 調査結果の分析 

２５ 

 

（８）習い事 

問１７ 宛て名のお子さんは、習い事等（スポーツクラブ・学習塾を含む）をしていますか。

（１つに○） 

 
「している」が 63.9%、「していない」が 33.0%となっています。 

 

■①習い事の有無別年齢 

 

 

 

 

 

 

■②習い事の有無別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

■③習い事の有無別配偶者の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①5歳以降、「している」の割合が多くなっています。 

②「している」割合が「400万円」以上から 10％以上となっており、「400 万円」未満と比較

して多くなっています。 

③習い事の有無による違いは見られません。 

 

  

63.9 33.0 3.1

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

している していない 無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体(n＝1,188） 5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

している(n＝757） 6.3% 9.4% 6.2% 8.6% 10.2% 10.0% 9.5% 7.9% 9.8% 6.9% 6.6% 4.6% 2.1% 0.8% 0.1% 0.1%

していない(n＝392） 2.8% 4.3% 4.8% 4.1% 2.3% 3.3% 3.1% 2.8% 2.6% 3.3% 6.4% 9.4% 12.5% 13.5% 13.3% 10.5%

収入はな
い（0円）

配偶者は
いない

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体(n＝1,188） 0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

している(n＝759） 0.3% 0.3% 0.3% 1.4% 4.3% 7.0% 12.5% 16.5% 15.3% 12.3% 23.8% 3.7%

していない(n＝392） 0.8% 0.0% 0.8% 6.9% 7.1% 14.0% 15.3% 15.8% 13.3% 6.9% 11.5% 4.6%

配偶者がい
る（内縁者
がいる場合

を含む）

配偶者は
いない

無回答

全体(n＝1,188） 92.0% 6.7% 1.4%

している(n＝755） 92.5% 6.1% 1.5%

していない(n＝389） 90.2% 8.5% 1.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

２６ 

（８-１）習い事の種類 

問１７-１ （問１７で「している」と答えた方におうかがいします。）習い事等の種類は

何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 
「学習塾（有料）」が 33.6%で最も多く、次いで「水泳」が 32.1%、「英会話」が 22.0%とな

っています。 

 

■①習い事の種類別年齢(上位９位まで) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「学習塾（有料）」は「12歳」以上、「水泳」は「5歳」～「9歳」、「英会話」は「9

歳」～「12歳」がそれぞれ他の年齢と比較して多くなっています。 

 

33.6

32.1

22.0

15.4

15.2

12.8

11.3

9.2

7.5

6.3

5.9

4.0

4.0

2.4

1.4

0.8

0.8

0.7

0.7

0.7

0.5

0.3

11.1

0.1

0% 20% 40%

学習塾（有料）

水泳

英会話

習字（硬筆含む）

ピアノ・電子オルガン

通信教育

体操

サッカー

バレエ・ダンス・舞踊

楽器（ピアノ・電子オルガン以外）

空手・剣道・柔道などの武道

野球・ソフトボール

テ二ス

バスケットボール

ボーイスカウト・ガールスカウト

華道・茶道

家庭教師

バレーボール

外国語（英語以外）

絵・工作

卓球

科学・自然

その他

無回答

(n=759)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝751）

6.4% 9.5% 6.3% 8.7% 10.3% 10.1% 9.6% 8.0% 9.9% 6.9% 6.7% 4.7% 2.1% 0.8% 0.1% 0.1%

学習塾（有料）
(n＝255）

15.3% 22.7% 12.9% 11.0% 7.5% 9.0% 4.7% 3.5% 4.7% 4.3% 2.0% 0.8% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0%

水泳
(n＝243）

0.4% 0.4% 1.2% 3.3% 8.2% 8.2% 12.3% 13.2% 15.2% 12.3% 10.3% 9.1% 3.7% 0.8% 0.0% 0.4%

英会話
(n＝166）

3.0% 6.6% 6.0% 13.3% 14.5% 10.8% 13.9% 9.0% 10.2% 5.4% 4.2% 1.8% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0%

習字（硬筆含む）
(n＝116）

0.0% 1.7% 3.4% 10.3% 19.0% 21.6% 14.7% 12.1% 11.2% 3.4% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%

ピアノ・電子オル
ガン(n＝115）

2.6% 3.5% 7.0% 10.4% 13.0% 10.4% 8.7% 11.3% 10.4% 10.4% 5.2% 5.2% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%

通信教育
(n＝97）

15.3% 22.7% 12.9% 11.0% 7.5% 9.0% 4.7% 3.5% 4.7% 4.3% 2.0% 0.8% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0%

体操
(n＝86）

0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 4.7% 9.3% 8.1% 14.0% 10.5% 18.6% 20.9% 7.0% 3.5% 1.2% 1.2% 0.0%

サッカー
(n＝70）

2.9% 5.7% 5.7% 7.1% 8.6% 11.4% 11.4% 12.9% 7.1% 8.6% 11.4% 2.9% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0%

バレエ・ダンス・
舞踊(n＝57）

3.5% 1.8% 1.8% 14.0% 10.5% 12.3% 15.8% 7.0% 7.0% 8.8% 14.0% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

２７ 

 

（８-２）習い事をしていない理由 

問１７-２ （問１７で「していない」と答えた方におうかがいします。）習い事をしていな

い理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 
「経済的に余裕がないから」が 23.7%、「子どもがやりたがらないから」が 22.2%、「特に

理由はない」が 20.4%となっています。 

  

23.7

22.2

14.3

7.7

5.1

4.8

0.8

30.4

20.4

4.8

0% 20% 40%

経済的に余裕がないから

子どもがやりたがらないから

必要性を感じないから

子どもが家などで過ごす

自由時間が少なくなるから

学校のクラブ活動が忙しいから

家の近くに塾や習い事がないから

他の家族の理解が得られないから

その他

特に理由はない

無回答

(n=392)



Ⅱ 調査結果の分析 

 

２８ 

 

■①習い事をしていない理由別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②習い事をしていない理由別学習支援の参加希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「100万円」以上「500 万円未満」の世帯で「経済的に余裕がないから」が他の世帯収入と

比較して多くなっています。 

②学習支援（蓮田市独自）の場への参加希望は、傾向は特にみられませんが、「わからない」

割合が多くなっています。 

  

参加させて
みたい

必要ない わからない その他

全体
(n＝380）

40 .1% 26.7% 31.9% 1.3%

子どもがやりたがらない
から(n＝87）

46 .0% 25.3% 27.6% 1.1%

必要性を感じないから
(n＝56）

33 .9% 30.4% 33 .9% 0.0%

経済的に余裕がないから
(n＝93）

58 .1% 10.8% 28.0% 2.2%

家の近くに塾や習い事が
ないから
(n＝19）

42 .1% 15.8% 42 .1% 0.0%

学校のクラブ活動が忙し
いから
(n＝20）

40 .0% 40 .0% 20.0% 0.0%

子どもが家などで過ごす
自由時間が少なくなるか
ら(n＝30）

26.7% 26.7% 43 .3% 0.0%

他の家族の理解が得ら
れないから
(n＝3）

0.0% 0.0% 100 .0% 0.0%

その他
(n＝119）

42 .9% 21.8% 27.7% 3.4%

特に理由はない
(n＝80）

26.3% 35 .0% 35 .0% 0.0%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝380）

0.8% 0.0% 0.8% 7.1% 7.4% 14.5% 15.8% 16.3% 13.7% 7.1% 11.8% 4.7%

子どもがやりたがらな
いから(n＝87）

0.0% 0.0% 2.3% 10.3% 5.7% 17.2% 20.7% 13.8% 10.3% 1.1% 9.2% 4.6%

必要性を感じないから
(n＝56）

0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 3.6% 23.2% 10.7% 14.3% 21.4% 7.1% 8.9% 3.6%

経済的に余裕がない
から(n＝93）

0.0% 0.0% 2.2% 16.1% 12.9% 20.4% 17.2% 9.7% 9.7% 2.2% 2.2% 4.3%

家の近くに塾や習い
事がないから(n＝19）

0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 10.5% 15.8% 15.8% 21.1% 10.5% 0.0% 5.3% 10.5%

学校のクラブ活動が
忙しいから(n＝20）

5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% 0.0% 15.0% 20.0% 10.0% 5.0% 25.0% 0.0%

子どもが家などで過ご
す自由時間が少なく
なるから(n＝30）

0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 20.0% 23.3% 16.7% 16.7% 3.3% 10.0% 3.3%

他の家族の理解が得
られないから (n＝3）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%

その他
(n＝119）

1.7% 0.0% 0.0% 5.0% 6.7% 12.6% 17.6% 19.3% 10.1% 8.4% 11.8% 4.2%

特に理由はない
(n＝80）

0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 8.8% 10.0% 10.0% 17.5% 17.5% 7.5% 17.5% 6.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

２９ 

（８-３）今後の習い事 

（問１７で「していない」と答えた方におうかがいします。） 

今後習い事をさせるとしたら、どんな習い事をさせたいですか。問１７-１の選択肢の番号

を記入してください。 

 
「水泳」が 36.5%で最も多く、次いで「英会話」が 26.3%、「習字（硬筆含む）」が 21.7%と

なっています。 

 

■①今後の習い事(希望) 上位 5位別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「水泳」が「0歳」～「4歳」、「習字（硬筆含む）」が「2歳」、「3 歳」、「英会話」が

「0歳」～3 歳」、「ピアノ・電子オルガン」が「1歳」～「5歳」の割合がそれぞれ他の年

齢と比較して多くなっています。「学習塾（有料）」は、年齢との関連性は、見られませ

ん。  

36.5

26.3

21.7

19.4

17.9

12.0

11.5

11.2

10.7

7.7

5.6

4.1

3.6

3.3

3.1

3.1

2.3

1.8

1.0

0.8

0.3

0.0

6.4

26.3

0% 20% 40%

水泳

英会話

習字（硬筆含む）

学習塾（有料）

ピアノ・電子オルガン

空手・剣道・柔道などの武道

サッカー

バレエ・ダンス・舞踊

体操

楽器（ピアノ・電子オルガン以外）

野球・ソフトボール

絵・工作

通信教育

ボーイスカウト・ガールスカウト

外国語（英語以外）

家庭教師

バスケットボール

科学・自然

バレーボール

テ二ス

華道・茶道

卓球

その他

無回答

(n=392)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝388）

2.8% 4.4% 4.9% 4.1% 2.3% 3.4% 3.1% 2.8% 2.6% 3.4% 6.4% 9.5% 12.6% 13.7% 13.4% 10.6%

水泳
(n＝143）

0.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.7% 2.1% 3.5% 4.2% 5.6% 9.1% 12.6% 16.1% 17.5% 12.6% 13.3%

習字（硬筆含
む）(n＝116）

1.2% 2.4% 2.4% 1.2% 1.2% 3.5% 4.7% 5.9% 4.7% 4.7% 5.9% 8.2% 15.3% 17.6% 8.2% 11.8%

英会話
(n＝103）

5.8% 1.0% 3.9% 2.9% 2.9% 2.9% 3.9% 1.9% 2.9% 1.9% 7.8% 9.7% 12.6% 16.5% 12.6% 10.7%

学習塾（有料）
(n＝76）

3.9% 10.5% 7.9% 11.8% 3.9% 1.3% 1.3% 6.6% 1.3% 2.6% 7.9% 6.6% 10.5% 6.6% 6.6% 9.2%

ピアノ・電子オ
ルガン(n＝
70）

0.0% 1.4% 2.9% 1.4% 1.4% 1.4% 2.9% 1.4% 4.3% 1.4% 10.0% 10.0% 24.3% 10.0% 18.6% 8.6%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

３０ 

３ 就業状況に関して 

（１）就業の状況 

問１８ 宛て名のお子さんの世帯の中で就労されている方についてお答えください。（あて

はまる方すべてに○） 

 
「父親」が 92.6%で最も多く、次いで「母親」が 64.2%、「祖父母または祖父母のいずれか」

が 6.4%となっています。 

 

■①世帯の就労者(配偶者あり)別職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.6

64.2

6.4

2.1

0.8

0.4

0.7

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

父親

母親

祖父母または祖父母のいずれか

兄弟姉妹

その他

誰も働いていない

無回答

(n=1,188)

勤め（常勤・
正規職員）

勤め（パート
またはアル
バイト、非正
規職員で１
か所に勤

務）

勤め（パート
またはアル
バイト、非正
規職員で複
数か所に勤

務）

自営業・
家業

その他の
職業

仕事をして
いない

全体
(n＝1,086）

88.2% 1.6% 0.4% 8.3% 0.5% 0.6%

父親
(n＝1,071）

88.8% 1.5% 0.4% 8.4% 0.5% 0.4%

母親
(n＝684）

87.9% 1.8% 0.4% 9.1% 0.4% 0.1%

祖父母または
祖父母のいず
れか(n＝59）

72.9% 6.8% 0.0% 18.6% 1.7% 0.0%

兄弟姉妹
(n＝22）

81.8% 4.5% 0.0% 9.1% 0.0% 4.5%

その他
(n＝6）

50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

誰も働いてい
ない(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

３１ 

 

■②世帯の就労者(配偶者なし)別職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①配偶者ありでは、常勤・正規職員として勤めている「父親」、「母親」、「兄弟姉妹」はそ

れぞれ 80％以上となっています。 

②配偶者なしでは、常勤・正規職員として勤めている「父親」は 90.0％ですが「母親」は

51.5％となっています。 

  

勤め（常勤・
正規職員）

勤め（パート
またはアル
バイト、非正
規職員で１
か所に勤

務）

勤め（パート
またはアル
バイト、非正
規職員で複
数か所に勤

務）

自営業・
家業

その他の
職業

仕事をして
いない

全体
(n＝79）

51.9% 38.0% 2.5% 1.3% 0.0% 6.3%

父親
(n＝10）

90.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

母親
(n＝68）

51.5% 44.1% 2.9% 0.0% 0.0% 1.5%

祖父母または
祖父母のいず
れか(n＝16）

43.8% 50.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0%

兄弟姉妹
(n＝2）

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他
(n＝3）

33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

誰も働いてい
ない(n＝3）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

３２ 

 

（２）職業 

問１９ 宛て名のお子さんの世帯主の方の現在の職業についてお答えください。（１つに○） 

 
「勤め（常勤・正規職員）」が 85.4%で最も多く、次いで「自営業・家業」が 8.0%、「勤め

（パートまたはアルバイト、非正規職員で１か所に勤務）」が 4.1%となっています。 

 

 

（２-１）就労日数・就労時間 

（問１９で「１」～「５」と答えた方におうかがいします。） 

１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えくだ

さい。就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えく

ださい。複数の仕事を持っている場合は、合算してください。産休・育休・介護休業中の

方は、休業に入る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入ください。数

字は一枠に一字。） 

 

 
就労日数は、「5日」が 71.5%で最も多く、次いで「6日」が 22.8%、「7日」が 1.8%となっ

ています。 

就労時間は、「10 時間」が 26.6%で最も多く、次いで「8時間」が 23.2%、「12時間以上」

が 20.9%となっています。  

85.4

8.0

4.1

0.5

0.4

1

0.5

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

1.勤め（常勤・正規職員）

4.自営業・家業

2.勤め（パートまたはアルバイト、非

正規職員で１か所に勤務）

3.勤め（パートまたはアルバイト、非

正規職員で複数か所に勤務）

5.その他の職業

6.仕事をしていない

無回答

(n=1,188)

0.1

0.0

0.9

1.1

71.5

22.8

1.8

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n=1,170)

0.3

0.1

0.5

1.1

2.1

23.2

15.7

26.6

6.7

20.9

2.8

0% 10% 20% 30%

4時間未満

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

(n=1,170)



Ⅱ 調査結果の分析 

３３ 

 

（２-２）就労の始業時刻・終業時刻 

（問１９で「１」～「５」と答えた方におうかがいします。） 

１日の勤務時間の始業時刻と終業時刻は何時になりますか。時刻が一定でない場合は、も

っとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入

る前の状況についてお答えください。時刻は24時間制（例：終業時刻 １ 7 時3 0 分）で

ご記入ください。（数字は一枠に一字） 

  
就労の開始時刻は、「8時」が 45.0%で最も多く、次いで「9時」が 33.2%、「5時～7時」が

10.4%となっています。 

就労の終了時刻は、「19 時～22時」が 34.9%で最も多く、次いで「17時」が 32.5%、「18

時」が 19.4%となっています。 

 

 

（２-３）仕事をしていない理由 

問１９-3 （問１９で「６」と答えた方におうかがいします。） 

仕事をしていない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 
「病気療養」が 33.3%で最も多く、次いで「家事や育児に専念」及び「年金などで生活」が

25.0%となっています。 

 

  

1.1

10.4

45.0

33.2

3.8

1.5

0.9

0.6

3.5

0% 20% 40% 60%

4時前

5時～7時

8時

9時

10時

11時～12時

13時～18時

19時～24時

無回答

(n=1,170)

0.9

1.5

2.1

2.9

32.5

19.4

34.9

2.1

3.8

0% 10% 20% 30% 40%

3時～6時

7時～9時

10時～15時

16時

17時

18時

19時～22時

23時～24時

無回答

(n=1,170)

33.3

25.0

25.0

16.7

0.0

0.0

0.0

8.3

0% 20% 40%

病気療養

家事や育児に専念

年金などで生活

仕事を探している

学生

家族の介護や介助

家賃収入、株式運用などで生活

その他

(n=12)



Ⅱ 調査結果の分析 

 

３４ 

（２-４）働くための条件 

問１９-４ （問１９で「６」と答えた方におうかがいします。） 

どのような状況になれば働きますか。（あてはまるものすべてに○） 

 
「あなたの問題（健康など）が解決したら」が 33.3%で最も多く、次いで「あなたの条件に

合う仕事が見つかったら」が 25.0%、「子育てなどが落ち着き時間に余裕ができたら」が 16.7%

となっています。 

 

  

33.3

25.0

16.7

8.3

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

16.7

0% 20% 40%

あなたの問題（健康など）が解決したら

あなたの条件に合う仕事が見つかったら

子育てなどが落ち着き時間に余裕ができたら

宛て名のお子さんが小学校

または中学校に入学したら

あなたが仕事に必要な

資格や技能を身に付けたら

生活に困ったら

宛て名のお子さんの保育の手立てができたら

あなたの学校や職業訓練などが終了したら

家族の介護が落ち着いたら

宛て名のお子さんの問題

（健康など）が解決したら

どのような状況になっても働く気はない

その他

わからない

無回答

(n=12)



Ⅱ 調査結果の分析 

３５ 

４ 収入の状況に関して 

（１）年間収入 

問２０ 宛て名のお子さんの世帯全体の年間の収入（手当等の収入は含まない）についてお

答えください。（１つに○） 

 
「800万円以上」が 19.3%で最も多く、次いで「500～600万円未満」が 16.2%、「600～700

万円未満」が 14.5%となっています。 

 

■①世帯年収(配偶者あり)別職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.4

0.2

0.4

3.3

5.3

9.4

13.6

16.2

14.5

10.6

19.3

4.0

2.9

0% 10% 20%

収入はない（0円）

1～50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800万円以上

わからない

無回答

(n=1,188)

勤め（常
勤・正規
職員）

勤め（パー
トまたはア
ルバイト、
非正規職
員で１か

所に勤務）

勤め（パー
トまたはア
ルバイト、
非正規職
員で複数
か所に勤

務）

自営業・
家業

その他の
職業

仕事をして
いない

全体
(n＝1,086）

88.2% 1.6% 0.4% 8.3% 0.5% 0.6%

収入はない（0円）
(n＝3）

33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

1～50万円未満
(n＝0）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

50～100万円未満
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

100～200万円未満
(n＝13）

23.1% 46.2% 0.0% 30.8% 0.0% 0.0%

200～300万円未満
(n＝38）

68.4% 2.6% 2.6% 23.7% 0.0% 0.0%

300～400万円未満
(n＝104）

77.9% 2.9% 1.0% 15.4% 1.0% 1.0%

400～500万円未満
(n＝150）

89.3% 0.0% 0.7% 9.3% 0.7% 0.0%

500～600万円未満
(n＝184）

91.3% 1.1% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0%

600～700万円未満
(n＝169）

95.9% 0.6% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0%

700～800万円未満
(n＝125）

92.0% 0.8% 0.0% 6.4% 0.0% 0.8%

800万円以上
(n＝225）

92.9% 0.4% 0.4% 4.9% 1.3% 0.0%

わからない
(n＝43）

72.1% 2.3% 0.0% 18.6% 0.0% 7.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

３６ 

 

■②世帯年収(配偶者なし)別職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③世帯年収別お子さんのことで心配していること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①配偶者ありでは、「200 万円」以上で「勤め（常勤・正規社員）」の割合が最も多くなって

います。 

②配偶者なしでも同様に、「200万円」以上で「勤め（常勤・正規社員）」の割合が最も多く

なっています。 

③世帯年収が 200 万円以上で、「心配したり悩んだりすることはない」が最も多くなっていま

す。 

※世帯年収が 200 万円以下はサンプル数が少ないため比較対象から除外しています。 

勤め（常勤・
正規職員）

勤め（パート
またはアル
バイト、非正
規職員で１
か所に勤

務）

勤め（パート
またはアル
バイト、非正
規職員で複
数か所に勤

務）

自営業・
家業

その他の
職業

仕事をして
いない

全体
(n＝79）

51.9% 38.0% 2.5% 1.3% 0.0% 6.3%

収入はない（0円）
(n＝3）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1～50万円未満
(n＝2）

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

50～100万円未満
(n＝4）

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100～200万円未満(n
＝23）

21.7% 69.6% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0%

200～300万円未満(n
＝23）

69.6% 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3%

300～400万円未満(n
＝7）

85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%

400～500万円未満(n
＝7）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

500～600万円未満(n
＝3）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

600～700万円未満(n
＝1）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

700～800万円未満(n
＝1）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

800万円以上
(n＝1）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

わからない
(n＝3）

0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%

子どもに
基本的な
生活習慣
が身につ
いていな

い

子どもの
反抗的な
態度や問
題行動

（非行等）

子どもが
何事に対
しても消極
的である

子どもが
良い友人
関係を持
てない

子どもの
発達が遅

い

子どもが
病気がち
である（体
調が優れ

ない）

心配したり
悩んだり

することは
ない

その他

全体
(n＝1,188）

20.0% 9.9% 10.8% 6.1% 6.5% 3.2% 38.1% 13.6%

収入はない（0円）
(n＝5）

0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0%

1～50万円未満
(n＝2）

50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

50～100万円未満
(n＝5）

40.0% 60.0% 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100～200万円未満
(n＝39）

28.2% 25.6% 10.3% 5.1% 17.9% 2.6% 23.1% 17.9%

200～300万円未満
(n＝63）

15.9% 9.5% 14.3% 3.2% 11.1% 9.5% 34.9% 15.9%

300～400万円未満
(n＝112）

21.4% 10.7% 5.4% 4.5% 8.9% 5.4% 36.6% 12.5%

400～500万円未満
(n＝161）

23.0% 9.9% 12.4% 11.2% 5.6% 1.2% 31.7% 14.9%

500～600万円未満
(n＝192）

23.4% 6.8% 10.4% 6.3% 4.7% 1.0% 39.6% 13.0%

600～700万円未満
(n＝172）

17.4% 10.5% 9.9% 5.2% 6.4% 2.3% 42.4% 10.5%

700～800万円未満
(n＝126）

17.5% 7.1% 13.5% 4.0% 4.8% 4.0% 45.2% 15.9%

800万円以上
(n＝229）

18.8% 10.0% 9.6% 5.2% 5.7% 3.5% 42.4% 14.8%

わからない
(n＝47）

12.8% 8.5% 17.0% 8.5% 4.3% 4.3% 38.3% 12.8%



Ⅱ 調査結果の分析 

３７ 

５ 親子の過ごし方に関して 

（１）子どもとの会話 

問２１ あなたは、宛て名のお子さんとよく会話しますか。（１つに○） 

 
「よくする」が 87.5%で最も多く、次いで「ときどきする」が 9.2%、「ほとんどしない」が

1.2%となっています。 

 

 

（１-１）子どもとの会話の内容 

問２１-１ 問２１で「１」～「３」と答えた方におうかがいします。 

宛て名のお子さんとの会話の内容について教えてください。（それぞれ1つに○） 

 
学校の出来事、友達のこと、勉強や成績、社会の出来事やニュースでは、「よくする」と

「ときどきする」の合計が「ほとんどしない」と「まったくしない」の合計より多くなってい

ますが、将来や進路のことでは、その逆となっています。 

  

87.5

9.2

1.2

1.0

1.2

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

1.よくする

2.ときどきする

3.ほとんどしない

4.しない

無回答

(n=1,188)

57.4

51.5

10.3

22.7

17.2

24.4

31.6

34.5

37.2

38.8

3.4

5.8

27.9

14.2

18.0

7.1

4.8

19.7

18.3

18.4

7.7

6.4

7.6

7.6

7.6

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

１．学校での出来事

２．友達のこと

３．将来や進路のこと

４．勉強や成績

５．社会の出来事や

ニュース

(n=1,162)

よくする ときどきする ほとんどしない まったくしない 無回答



Ⅱ 調査結果の分析 

 

３８ 

（２）子どもと過ごす時間 

問２２ あなたが宛て名のお子さんと一緒に何かをしたり、相手をしたりしている時間は、1

日平均すると、だいたいどれくらいになりますか。 

（平日、休日それぞれについて、1つに○） 

平日の平均時間 休日の平均時間 

  
平日の平均時間は、「１時間～２時間未満」が 21.8%で最も多く、次いで「４時間以上」が

21.6%、「３０分～１時間未満」が 18.0%となっています。 

休日の平均時間は、「４時間以上」が 46.3%で最も多く、次いで「２時間～３時間未満」が

12.0%、「１時間～２時間未満」が 11.4%となっています。 

 

 

（３）親子での休日の過ごし方 

問２３ 宛て名のお子さんとの親子での休日の過ごし方についてお答えください。（あては

まるものすべてに○） 

 
「家にいる」が 82.5%で最も多く、次いで「ショッピングモールに行く」が 71.9%、「外食を

する」が 57.7%となっています。 

  

4.8

9.9

18.0

21.8

13.0

7.4

21.6

3.5

0% 10% 20% 30%

０～１５分未満

１５～３０分未満

３０分～１時間未満

１時間～２時間未満

２時間～３時間未満

３時間～４時間未満

４時間以上

無回答

(n=1,188)

0.9

1.9

5.9

11.4

12.0

7.0

46.3

14.6

0% 20% 40% 60%

０～１５分未満

１５～３０分未満

３０分～１時間未満

１時間～２時間未満

２時間～３時間未満

３時間～４時間未満

４時間以上

無回答

(n=1,188)

82.5

71.9

57.7

47.3

19.2

15.1

15.0

16.8

1.1

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

家にいる

ショッピングモールに行く

外食をする

公園で遊ぶ

図書館に行く

映画館に行く

兄弟姉妹の世話をする

その他

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

３９ 

 

■①親子での休日の過ごし方別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①上位 3項目で最も割合が多いのが「家にいる」が「10歳」、「ショッピングモール」が「7

歳」、「外食をする」が「7歳」となっています。それぞれの項目の年齢との関連性は見ら

れません。 

 

 

（４）子どもの信頼 

問２４ あなたは宛て名のお子さんを信頼していますか。（１つに○） 

 
「とても信頼している」が 53.1%で最も多く、次いで「おおむね信頼している」が 41.9%、

「あまり信頼していない」が 2.5%となっています。 

 

  

53.1 41.9 2.5

0.4

2.0

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

とても信頼している おおむね信頼している あまり信頼していない

信頼していない 無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

家にいる
(n＝978）

4.7% 7.1% 5.6% 6.5% 7.7% 8.0% 7.4% 5.5% 7.1% 5.2% 6.5% 6.2% 5.7% 5.9% 5.0% 5.0%

公園で遊ぶ
(n＝561）

0.2% 0.5% 0.4% 3.0% 3.6% 5.5% 7.0% 6.8% 10.5% 8.9% 9.8% 10.0% 9.6% 10.3% 8.0% 5.2%

ショッピング
モールに行く
(n＝852）

4.0% 6.0% 4.5% 5.3% 6.6% 7.6% 7.0% 6.0% 8.3% 6.5% 7.0% 6.6% 6.5% 6.6% 5.8% 5.2%

図書館に行く
(n＝227）

2.2% 1.3% 1.3% 3.1% 7.0% 11.5% 10.6% 7.9% 13.2% 6.2% 6.2% 8.4% 7.0% 3.1% 6.2% 3.5%

外食をする
(n＝684）

3.9% 6.1% 5.4% 5.6% 6.4% 7.9% 7.6% 6.6% 8.9% 7.0% 6.7% 7.5% 5.6% 6.3% 5.1% 2.6%

兄弟姉妹の世話
をする(n＝178）

2.2% 2.2% 2.8% 3.9% 6.2% 6.2% 6.2% 7.9% 7.3% 3.4% 10.1% 7.3% 9.6% 10.7% 7.9% 5.6%

映画館に行く
(n＝178）

3.4% 7.3% 5.6% 3.9% 10.7% 10.7% 12.9% 11.8% 14.6% 5.6% 4.5% 3.9% 2.8% 0.0% 1.7% 0.0%

その他
(n＝199）

6.5% 6.0% 5.0% 11.6% 9.0% 11.6% 6.0% 8.0% 8.0% 4.5% 5.0% 2.5% 4.0% 5.5% 4.0% 2.5%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

４０ 

 

（５）自宅の居心地 

問２５ あなたは自分の家の居心地をいいと思いますか。（１つに○） 

 
「そう思う」が 61.8%で最も多く、次いで「どちらかというとそう思う」が 30.2%、「どちら

かというとそう思わない」が 4.7%となっています。 

 

■①自分の家の居心地別住居の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①持ち家（親族名義）で、「どちらかというとそう思わない」、「そう思わない」の割合が多

くなっています。 

 

  

61.8 30.2 4.7

1.9

1.4

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

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そう思わない

無回答

(n=1,188)

持ち家（あ
なたまた
はあなた
の配偶者

名義）

持ち家（親
族名義）

市営・県
営住宅

公社・公
団（ＵＲ）
賃貸住宅

社宅

借家（マン
ションやア
パートな

ど）

間借 その他

全体
(n＝1,188）

72.2% 11.7% 0.2% 0.5% 0.7% 13.8% 0.3% 0.3%

そう思う
(n＝734）

74.9% 8.9% 0.0% 0.5% 0.7% 14.4% 0.0% 0.4%

どちらかという
とそう思う
(n＝359）

71.3% 13.4% 0.6% 0.6% 0.8% 13.1% 0.3% 0.0%

どちらかという
とそう思わない
(n＝56）

50.0% 32.1% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 1.8% 0.0%

そう思わない
(n＝22）

63.6% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% 4.5%



Ⅱ 調査結果の分析 

４１ 

６ 学校生活に関して 

（１）学校での様子 

問２６ 宛て名のお子さんは、学校で楽しく過ごしているように見えますか。（１つに○） 

 
「楽しいようだ」が 53.9%で最も多く、次いで「どちらかといえば楽しいようだ」が 26.9%、

「どちらかといえば楽しくなさそうだ」が 2.5%となっています。 

 

 

 

  

53.9 26.9 2.5

1.2

15.6

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

楽しいようだ どちらかといえば楽しいようだ

どちらかといえば楽しくなさそうだ 楽しくなさそうだ

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

 

４２ 

７ 子どもの悩みごとに関して 

（１）子どものことで心配していること 

問２７ 宛て名のお子さんのことで心配していることについてお答えください。（あてはま

るものすべてに○） 

 
「心配したり悩んだりすることはない」が 38.1%で最も多く、次いで「子どもに基本的な生

活習慣が身についていない」が 20.0%、「子どもが何事に対しても消極的である」が 10.8%とな

っています。 

 

■①心配ごと別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.1

20.0

10.8

9.9

6.5

6.1

3.2

13.6

9.7

0% 20% 40%

心配したり悩んだりすることはない

子どもに基本的な生活習慣が

身についていない

子どもが何事に対しても消極的である

子どもの反抗的な態度や

問題行動（非行等）

子どもの発達が遅い

子どもが良い友人関係を持てない

子どもが病気がちである

（体調が優れない）

その他

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

子どもに基本的
な生活習慣が身
についていない
(n＝237）

3.8% 8.0% 5.5% 8.9% 7.6% 5.9% 10.1% 6.8% 8.9% 4.2% 7.6% 3.8% 6.3% 6.3% 4.2% 1.3%

子どもの反抗的
な態度や問題行
動（非行等）
(n＝117）

6.0% 3.4% 6.8% 9.4% 6.0% 9.4% 12.8% 8.5% 12.8% 2.6% 2.6% 6.8% 6.0% 6.0% 0.0% 0.0%

子どもが何事に
対しても消極的で
ある
(n＝128）

6.3% 8.6% 10.9% 4.7% 7.0% 11.7% 9.4% 7.0% 10.2% 14.1% 4.7% 1.6% 1.6% 1.6% 0.0% 0.0%

子どもが良い友
人関係を持てな
い
(n＝72）

1.4% 11.1% 8.3% 15.3% 6.9% 6.9% 9.7% 6.9% 5.6% 11.1% 9.7% 1.4% 2.8% 1.4% 0.0% 0.0%

子どもの発達が
遅い
(n＝77）

5.2% 3.9% 3.9% 5.2% 6.5% 6.5% 7.8% 5.2% 9.1% 6.5% 9.1% 10.4% 10.4% 3.9% 5.2% 1.3%

子どもが病気が
ちである（体調が
優れない）
(n＝38）

5.3% 18.4% 2.6% 13.2% 2.6% 5.3% 2.6% 5.3% 2.6% 5.3% 2.6% 10.5% 5.3% 7.9% 5.3% 5.3%

心配したり悩んだ
りすることはない
(n＝453）

4.9% 6.0% 4.4% 5.5% 8.6% 7.7% 5.5% 6.2% 6.2% 5.1% 7.5% 8.6% 7.3% 6.0% 5.1% 5.5%

その他
(n＝161）

4.3% 12.4% 6.2% 13.0% 5.6% 7.5% 6.2% 5.6% 8.1% 6.8% 2.5% 4.3% 3.7% 3.1% 5.6% 3.7%



Ⅱ 調査結果の分析 

４３ 

 

■②心配ごと別子どもの信頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①心配ごと別に最も高い割合の年齢が異なっており、特徴的な傾向は見られません。 

②ほとんどの項目で、「とても信頼している」と「おおむね信頼している」の割合を合計する

と 90％前後と多くなっています。子どもの反抗的な態度や問題行動（非行等）で「あまり信

頼していない」が若干多くなっています。 

 

 

 

 

  

とても信頼
している

おおむね
信頼して

いる

あまり信
頼してい

ない

信頼して
いない

全体
(n＝1,188）

53.1% 41.9% 2.5% 0.4%

子どもに基本的
な生活習慣が身
についていない
(n＝238）

33.2% 58.0% 7.6% 0.8%

子どもの反抗的
な態度や問題行
動（非行等）
(n＝118）

25.4% 61.9% 11.0% 1.7%

子どもが何事に
対しても消極的で
ある
(n＝128）

39.8% 53.9% 4.7% 1.6%

子どもが良い友
人関係を持てな
い
(n＝72）

31.9% 62.5% 4.2% 1.4%

子どもの発達が
遅い
(n＝77）

39.0% 51.9% 7.8% 1.3%

子どもが病気が
ちである（体調が
優れない）
(n＝38）

42.1% 55.3% 0.0% 2.6%

心配したり悩んだ
りすることはない
(n＝453）

67.1% 31.1% 0.9% 0.0%

その他
(n＝161）

50.3% 44.7% 2.5% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

４４ 

（２）悩みごとの相談相手 

問２８ あなたが現在、宛て名のお子さんについて悩みを相談している相手はどのような人

ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 
「配偶者・パートナー」が 79.4%で最も多く、次いで「自分の親」が 50.8%、「知人・友人」

が 42.8%となっています。 

 

■①悩みごとの相談相手別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79.4

50.8

42.8

15.8

14.7

14.1

13.6

8.8

3.5

1.7

1.5

0.4

0.3

2.6

3.5

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者・パートナー

自分の親

知人・友人

職場の人

兄弟姉妹・親戚

保育園・幼稚園・学校の先生

配偶者・パートナーの親

自分の子ども

医療機関の医師や看護師

市の保健師等

公的な機関

民生委員・児童委員

社会福祉協議会

その他

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

配偶者・パートナー
(n＝942）

4.6% 6.5% 5.0% 7.2% 7.4% 8.1% 7.3% 6.6% 7.1% 5.9% 6.3% 6.1% 6.4% 5.5% 5.0% 4.6%

自分の親
(n＝602）

3.5% 5.5% 4.5% 5.5% 6.0% 7.8% 7.3% 7.1% 7.3% 5.5% 7.3% 6.5% 6.0% 7.1% 5.5% 6.8%

配偶者・パートナーの親
(n＝162）

1.9% 4.9% 1.9% 4.3% 4.3% 6.2% 8.0% 4.3% 7.4% 6.8% 9.9% 4.9% 9.3% 7.4% 9.3% 8.0%

兄弟姉妹・親戚
(n＝175）

4.6% 4.0% 6.3% 5.1% 5.1% 5.7% 8.0% 6.9% 9.7% 3.4% 6.9% 9.1% 6.3% 5.1% 6.9% 5.7%

自分の子ども
(n＝105）

6.7% 16.2% 8.6% 11.4% 6.7% 9.5% 6.7% 7.6% 9.5% 1.9% 7.6% 1.0% 1.0% 2.9% 1.0% 1.0%

知人・友人
(n＝509）

3.7% 6.9% 7.4% 6.9% 6.4% 8.0% 10.1% 5.3% 10.1% 5.3% 8.0% 3.2% 3.2% 8.0% 4.3% 2.1%

職場の人
(n＝188）

3.7% 6.9% 7.4% 6.9% 6.4% 8.0% 10.1% 5.3% 10.1% 5.3% 8.0% 3.2% 3.2% 8.0% 4.3% 2.1%

公的な機関
(n＝18）

0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 11.1% 5.6% 11.1% 5.6% 0.0% 11.1% 5.6% 11.1% 0.0% 5.6%

保育園・幼稚園・学校の先生
(n＝168）

3.6% 6.0% 1.8% 3.6% 4.8% 6.0% 3.6% 5.4% 9.5% 7.7% 11.9% 14.3% 10.1% 4.8% 4.2% 1.8%

社会福祉協議会
(n＝3）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

民生委員・児童委員
(n＝5）

0.0% 20.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市の保健師等
(n＝20）

0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 5.0%

医療機関の医師や看護師
(n＝42）

2.4% 4.8% 2.4% 2.4% 7.1% 4.8% 7.1% 7.1% 9.5% 7.1% 2.4% 11.9% 9.5% 4.8% 9.5% 4.8%

その他
(n＝31）

9.7% 3.2% 3.2% 9.7% 6.5% 12.9% 3.2% 9.7% 6.5% 0.0% 3.2% 9.7% 0.0% 6.5% 16.1% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

４５ 

 

■②悩みごとの相談相手別配偶者の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「0歳」～「6歳」の相談相手は「配偶者・パートナーの親」、「保育園・幼稚園・学校の

先生」、「医療機関の医師や看護師」、「7 歳」～「12歳」の相談相手は「配偶者・パート

ナー」、「自分の親」、「兄弟姉妹・親戚」、「知人・友人」、「職場の人」、「13歳」～

「15歳」の相談相手は「公的な機関」、「自分の子ども」が多くなっています。 

 

②「配偶者はいない」方の相談相手は、「社会福祉協議会」、「知人・友人」、「職場の人」

が他の相談相手と比較して多くなっています。 

 

 

  

配偶者が
いる（内

縁者がい
る場合を

含む）

配偶者は
いない

全体(n＝1,188） 92.0% 6.7%

配偶者・パートナー(n＝940） 98.5% 0.3%

自分の親(n＝599） 90.7% 8.0%

配偶者・パートナーの親(n＝161） 99.4% 0.0%

兄弟姉妹・親戚(n＝175） 89.6% 7.5%

自分の子ども(n＝104） 86.5% 11.5%

知人・友人(n＝505） 81.3% 16.6%

職場の人(n＝187） 81.3% 16.6%

公的な機関(n＝18） 88.9% 5.6%

保育園・幼稚園・学校の先生
(n＝168）

92.3% 6.5%

社会福祉協議会(n＝3） 66.7% 33.3%

民生委員・児童委員(n＝4） 100.0% 0.0%

市の保健師等(n＝20） 95.0% 5.0%

医療機関の医師や看護師(n＝41） 85.4% 12.2%

その他(n＝31） 96.8% 3.2%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

４６ 

（３）子どもが楽しいと感じているとき 

問２９ 宛て名のお子さんは、どのような時に楽しいと感じているように見えますか。（あ

てはまるものすべてに○） 

 
「家族と過ごしているとき」が 79.2%で最も多く、次いで「友達と過ごしているとき」が

76.2%、「学校生活やクラブ活動に参加しているとき」が 39.1%となっています。 

 

 

■①子どもが楽しいと感じているとき別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79.2

76.2

39.1

25.8

16.5

15.5

0.3

6.6

2.7

0% 20% 40% 60% 80%

家族と過すごしているとき

友達と過ごしているとき

学校生活やクラブ活動に

参加しているとき

塾や習い事をしているとき

ひとりでいるとき

地域の行事に参加しているとき

特にない

その他

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

家族と過ごして
いるとき
(n＝939）

3.7% 4.6% 4.0% 4.9% 7.3% 7.9% 7.1% 6.9% 8.4% 6.6% 7.2% 7.1% 6.9% 6.5% 5.8% 4.0%

友達と過ごして
いるとき
(n＝904）

5.6% 7.2% 5.8% 7.9% 8.7% 8.6% 8.2% 6.6% 8.7% 6.4% 7.0% 6.6% 4.4% 4.5% 2.2% 0.7%

学校生活やクラ
ブ活動に参加し
ているとき
(n＝464）

8.0% 10.1% 7.3% 8.6% 9.5% 10.8% 9.9% 5.8% 10.8% 3.7% 5.4% 5.2% 3.2% 0.9% 0.2% 0.4%

地域の行事に参
加しているとき
(n＝184）

1.1% 3.3% 0.0% 4.3% 8.2% 12.5% 10.3% 9.2% 15.2% 7.6% 7.1% 6.5% 6.0% 3.8% 2.7% 1.1%

塾や習い事をし
ているとき
(n＝306）

3.9% 5.2% 2.6% 8.8% 12.1% 11.1% 10.1% 8.5% 12.7% 8.8% 7.2% 5.9% 1.3% 0.7% 0.0% 0.0%

ひとりでいるとき
(n＝195）

7.2% 9.2% 5.6% 8.7% 7.7% 9.7% 10.3% 5.1% 6.7% 6.2% 5.6% 5.1% 5.6% 3.1% 1.0% 1.5%

特にない
(n＝3）

0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

その他
(n＝78）

5.1% 16.7% 3.8% 7.7% 2.6% 7.7% 9.0% 3.8% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 3.8% 3.8% 3.8%



Ⅱ 調査結果の分析 

４７ 

 

■②子どもが楽しいと感じているとき別家族そろっての夕食の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「家族と過ごしているとき」は「4歳」～「11歳」では 7％前後ですが、「12 歳」以上では

5％以下と低くなっています。 

「地域の行事に参加しているとき」、「塾や習い事をしているとき」は「13歳」以上で他の

年齢と比較して低くなっています。 

②家族そろっての夕食の状況は、「毎日・ほぼ毎日食べる」がどの項目でも割合が最も多く、

「週に 3、4 日食べる」及び「ほとんど食べない」の割合はそれぞれ 25％前後となっていま

す。 

 

 

 

 

  

毎日・ほ
ぼ毎日食

べる

週に３、４
日食べる

ほとんど
食べない

わから
ない

全体
(n＝1,188）

44.4% 27.2% 25.3% 1.0%

家族と過ごして
いるとき
(n＝939）

47.0% 25.8% 25.4% 0.9%

友達と過ごして
いるとき
(n＝904）

45.2% 29.1% 24.8% 0.7%

学校生活やクラ
ブ活動に参加し
ているとき
(n＝464）

45.4% 27.7% 24.9% 1.1%

地域の行事に参
加しているとき
(n＝184）

50.0% 22.3% 26.1% 1.1%

塾や習い事をし
ているとき
(n＝306）

42.3% 27.4% 28.7% 1.0%

ひとりでいるとき
(n＝195）

46.4% 21.9% 28.6% 2.0%

特にない
(n＝3）

33.3% 0.0% 33.3% 33.3%

その他
(n＝78）

47.4% 20.5% 29.5% 2.6%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

４８ 

８ 子どもの食事に関して 

（１）朝食 

問３０ 宛て名のお子さんは朝食を食べていますか。（１つに○） 

 
「毎日食べる」が 92.3%で最も多く、次いで「週４～６日食べる」が 3.8%、「週１～３日食

べる」が 1.2%となっています。 

 

■①週あたり朝食回数別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①朝食回数別年齢では、「毎日食べる」が「10歳」、「週 4～6日食べる」が「9歳」、「週 1

～3日」が「13歳」がそれぞれ最も多く、朝食と年齢との関連性は見られません。 

 

 

 

 

  

92.3

3.8

1.2

0.8

1.9

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

1.毎日食べる

2.週４～６日食べる

3.週１～３日食べる

4.食べない

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

毎日食べる
(n＝1095）

4.9% 7.5% 5.0% 6.8% 7.3% 7.9% 7.0% 6.5% 7.3% 5.8% 6.5% 6.3% 5.7% 5.7% 5.3% 3.7%

週４～６日食べる
(n＝45）

4.4% 11.1% 8.9% 11.1% 8.9% 4.4% 11.1% 0.0% 6.7% 6.7% 4.4% 8.9% 8.9% 4.4% 0.0% 0.0%

週１～３日食べる
(n＝14）

14.3% 7.1% 35.7% 14.3% 14.3% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0%

食べない
(n＝10）

10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 50.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

４９ 

（１-１）朝食を食べない理由 

問３０-１ （問３０で「４」と答えた方におうかがいします。） 

宛て名のお子さんが朝食を食べない理由をお答えください。（１つに○） 

 
「食べる習慣がない」が 20.0%、「時間がない」及び「お腹がすいていないと思う」が 10.0%

となっています。 

 

 

（２）夕食 

問３１ 宛て名のお子さんは夕食を食べていますか。（１つに○） 

 
「毎日食べる」が 90.5%で最も多く、次いで「食べない」が 0.5%、「週４～６日食べる」が

0.3%となっています。 

 

■①週あたり夕食回数別年齢 

 

 

 

 

 

 

  

20.0

10.0

10.0

0.0

50.0

10.0

0% 20% 40% 60%

食べる習慣がない

時間がない

お腹がすいていないと思う

経済的な理由で用意できない

その他

無回答

(n=10)

90.5

0.3

0.1

0.5

8.6

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

毎日食べる

週４～６日食べる

週１～３日食べる

食べない

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

毎日食べる
(n＝1,073）

5.0% 7.4% 6.0% 7.2% 7.3% 7.9% 7.4% 6.2% 7.1% 6.0% 6.2% 6.2% 5.8% 5.7% 4.6% 3.3%

週４～６日食べる
(n＝4）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0%

週１～３日食べる
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

食べない
(n＝6）

0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

５０ 

 

■②週あたり夕食回数別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③週あたり夕食回数別子ども食堂の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①小学校高学年にあたる年齢で「毎日食べる」以外の回答が若干あります。 

②「毎日食べる」は「父母ともに」と「主に母親」が同じ割合となっています。 

③「毎日食べる」で「どちらかといえば利用させたい」と「どちらかといえば利用させたくな

い」がほぼ同じ割合となっています。 

 

（２-１）夕食を食べない理由 

問３１-１ （問３１で「４」と答えた方におうかがいします。） 

宛て名のお子さんが夕食を食べない理由をお答えください。（１つに○） 

 
「お腹がすいていないと思う」が 16.7%となっています。 

 

  

16.7

0.0

0.0

0.0

83.3

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

お腹がすいていないと思う

時間がない

食べる習慣がない

経済的な理由で用意できない

その他

(n=6)

父母
ともに

主に
母親

主に
父親

主に
祖父母

その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

毎日食べる
(n＝1,073）

48.7% 48.7% 1.1% 0.3% 0.7%

週４～６日食べる
(n＝4）

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

週１～３日食べる
(n＝1）

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

食べない
(n＝6）

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

利用させ
たい

どちらか
といえば
利用させ

たい

どちらか
といえば
利用させ
たくない

利用させ
たくない

全体
(n＝1,188）

10.0% 28.7% 27.0% 28.3%

毎日食べる
(n＝1,073）

10.1% 28.1% 27.6% 28.7%

週４～６日食べる
(n＝4）

0.0% 75.0% 25.0% 0.0%

週１～３日食べる
(n＝1）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

食べない
(n＝6）

16.7% 16.7% 50.0% 16.7%



Ⅱ 調査結果の分析 

５１ 

（３）手作りの夕食の回数 

問３２ あなたの家庭では、宛て名のお子さんに１週間に手作りの夕食をどれくらい用意し

ますか。（１つに○） 

 
「毎日」が 63.5%で最も多く、次いで「週に６日」が 17.1%、「週に５日」が 9.7%となって

います。 

 

■①手作り夕食の回数別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①手作りの夕食の回数が「毎日」の割合は「14歳」が最も多くなっています。手作りの夕食と

年齢との関連性は見られません。 

 

 

（４）家族そろった夕食 

問３３ あなたの家庭では、家族そろって夕食を食べていますか。（１つに○） 

 
「毎日・ほぼ毎日食べる」が 44.4%で最も多く、次いで「週に３、４日食べる」が 27.2%、

「ほとんど食べない」が 25.3%となっています。 

  

63.5

17.1

9.7

2.7

1.9

1.3

0.2

1.0

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

毎日

週に６日

週に５日

週に４日

週に３日

週に２日

週に１日

まったく用意しない

無回答

(n=1,188)

44.4 27.2 25.3 1.0 2.1

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

毎日・ほぼ毎日食べる 週に３、４日食べる ほとんど食べない

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

毎日
(n＝752）

5.3% 9.0% 5.2% 7.3% 7.4% 7.6% 6.4% 5.6% 6.4% 4.9% 5.1% 6.5% 6.5% 6.8% 5.5% 4.3%

週に６日
(n＝203）

4.9% 5.9% 3.9% 8.9% 8.4% 7.4% 8.4% 7.9% 10.3% 5.9% 10.8% 5.9% 3.0% 3.0% 3.4% 1.0%

週に５日
(n＝115）

4.3% 2.6% 10.4% 3.5% 3.5% 7.0% 8.7% 8.7% 9.6% 7.8% 8.7% 7.0% 7.8% 4.3% 4.3% 0.9%

週に４日
(n＝32）

6.3% 6.3% 9.4% 9.4% 12.5% 9.4% 6.3% 3.1% 0.0% 12.5% 0.0% 6.3% 3.1% 3.1% 3.1% 0.0%

週に３日
(n＝23）

8.7% 8.7% 8.7% 0.0% 8.7% 13.0% 13.0% 4.3% 8.7% 8.7% 4.3% 0.0% 4.3% 0.0% 4.3% 0.0%

週に２日
(n＝16）

0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 18.8% 6.3% 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% 0.0% 6.3% 12.5% 0.0%

週に１日
(n＝2）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

まったく用意しな
い(n＝12）

0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 58.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

５２ 

 

■①週あたりの家族そろった夕食別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②週あたりの家族そろった夕食別子育てを主に行っている方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③週あたりの家族そろった夕食別子ども食堂の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①家族そろった夕食を「毎日・ほぼ毎日食べる」割合が「10歳」、「4歳」、「12歳」で多く

なっていますが、年齢との関連性は見られません。 

②子育てを主に行っている方は、「父母ともに」が各回答のほぼ半数を占める中で、「ほとん

ど食べない」のみ「主に母親」が半数以上を占めています。 

③子ども食堂の利用希望をみると、「週に 3、4日食べる」と「ほとんど食べない」で子ども

食堂を「利用させたくない」の回答割合が最も多くなっています。 

  

利用
させたい

どちらかと
いえば利
用させた

い

どちらかと
いえば利
用させたく

ない

利用させ
たくない

全体
(n＝1,188）

10.0% 28.7% 27.0% 28.3%

毎日・ほぼ毎日
食べる
(n＝528）

9.7% 30.1% 27.3% 26.7%

週に３、４日食べ
る(n＝323）

9.3% 26.9% 28.5% 28.8%

ほとんど食べない
(n＝300）

12.0% 28.3% 24.3% 31.7%

わからない
(n＝12）

16.7% 16.7% 58.3% 0.0%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

毎日・ほぼ毎日食
べる(n＝528）

51.7% 46.0% 0.9% 0.2% 0.8%

週に３、４日食べ
る(n＝323）

52.9% 45.2% 0.9% 0.0% 0.0%

ほとんど食べない
(n＝300）

39.3% 57.7% 1.3% 0.3% 1.0%

わからない
(n＝12）

58.3% 33.3% 0.0% 8.3% 0.0%

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

毎日・ほぼ毎日食べ
る
(n＝526）

4.9% 6.8% 4.6% 7.4% 6.8% 8.6% 6.8% 6.7% 6.7% 4.9% 6.5% 7.8% 5.7% 5.3% 5.5% 4.6%

週に３、４日食べる
(n＝323） 7.4% 8.0% 7.1% 6.8% 7.1% 7.4% 8.4% 7.1% 9.0% 5.6% 5.0% 4.0% 5.9% 5.3% 2.8% 2.8%

ほとんど食べない
(n＝300） 2.7% 8.7% 6.0% 6.3% 8.3% 6.7% 6.0% 4.3% 6.7% 7.3% 8.0% 5.7% 5.3% 6.7% 6.3% 3.3%

わからない
(n＝12） 8.3% 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.3% 0.0% 0.0% 16.7%



Ⅱ 調査結果の分析 

５３ 

（４-１）子どもの夕食の取り方 

問３３-１ （問３３で「３．ほとんど食べない」と答えた方におうかがいします。） 

宛て名のお子さんはいつもどのように食事をしていますか。（１つに○） 

 
「大人の家族の誰かと食べる」が 75.7%で最も多く、「子どもだけで食べる」が 9.7%、「ひ

とりで食べる」が 3.7%となっています。 

 

■①ほとんど食べない回答者の夕食の取り方別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「大人の家族の誰かと食べる」割合は、「15歳」が他の年齢と比較して少なく、「ひとりで

食べる」割合は、「14歳」と「15歳」で多くなっています。 

  

75.7 9.7 3.7 10.0 1.0

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

大人の家族の誰かと食べる 子どもだけで食べる

ひとりで食べる その他

無回答

(n=300)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝300）

19.7% 29.3% 22.0% 27.0% 28.7% 30.0% 28.0% 23.7% 28.0% 22.0% 25.0% 24.3% 22.3% 22.0% 20.0% 20.0%

大人の家族の誰
かと食べる
(n＝227）

0.9% 5.3% 5.7% 5.3% 8.8% 7.5% 5.3% 5.3% 8.8% 7.9% 8.4% 6.6% 5.3% 7.0% 6.6% 4.0%

子どもだけで食
べる
(n＝29）

3.4% 17.2% 10.3% 3.4% 3.4% 3.4% 17.2% 0.0% 0.0% 6.9% 10.3% 0.0% 3.4% 3.4% 10.3% 0.0%

ひとりで食べる
(n＝11）

27.3% 45.5% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%

その他
n＝30）

6.7% 13.3% 3.3% 20.0% 10.0% 6.7% 3.3% 3.3% 0.0% 6.7% 3.3% 6.7% 6.7% 3.3% 3.3% 3.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

５４ 

（４-１-１）家族そろって夕食を食べない理由 

問３３-１-１ （問３３-１で「２．子どもだけで食べる」または「３．ひとりで食べる」と

答えた方におうかがいします。） 

家族そろって夕食を食べない理由をお答えください。（１つに○） 

 
「働いている親の帰宅が遅いから」が 45.0%で最も多く、次いで「本人が学校、部活、習い

事・塾などで帰宅が遅くなるから」が 20.0%、「親が育児・介護で忙しいから」が 7.5%となっ

ています。 

 

 

（５）夕食を用意しないときの食事 

問３４ 夕食を用意しないときは、お子さんは何を食べていますか。（あてはまるものすべ

てに○） 

 
「スーパーやコンビニ等で購入するお惣菜、弁当」が 53.0%で最も多く、次いで「インスタ

ント・レトルト食品」が 30.6%、「親戚、知人が作った料理」が 10.9%となっています。 

  

45.0 5.0 20.0 7.5 20.0 2.5

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

働いている親の帰宅が遅いから

親が夜間の仕事で不在になるから

本人が学校、部活、習い事・塾などで帰宅が遅くなるから

親が育児・介護で忙しいから

その他

無回答

(n=40)

53.0

30.6

10.9

8.0

0.8

1.1

26.7

11.7

0% 20% 40% 60%

スーパーやコンビニ等で

購入するお惣菜、弁当

インスタント・レトルト食品

親戚、知人が作った料理

お菓子・菓子パン

食べない

わからない

その他

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

５５ 

 

【関連クロス】 

■①夕食を用意しない場合の食事別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「スーパーやコンビニ等で購入するお惣菜、弁当」が「7歳」～「10歳」、「14歳」で多

く、「インスタント・レトルト食品」が「9 歳」～「11歳」、「14歳」で多くなっていま

す。 

 

 

（６）休日の昼食 

問３５ 宛て名のお子さんは、学校がお休みの日の昼食は誰と食べますか。（１つに○） 

 
「家族と食べる」が 80.4%で最も多く、次いで「子どもだけで食べる」が 3.6%、「ひとりで

食べる」が 3.0%となっています。 

 

■①休日の昼食の相手別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80.4

3.6

3.0

0.3

5.1

7.7

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

家族と食べる

子どもだけで食べる

ひとりで食べる

食べない

その他

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

スーパーやコ
ンビニ等で購
入するお惣菜、
弁当(n＝630）

5.7% 8.3% 6.0% 6.5% 6.3% 8.4% 8.1% 8.1% 8.1% 4.9% 7.0% 6.7% 5.4% 4.4% 4.3% 1.0%

インスタント・レ
トルト食品
(n＝363）

6.3% 7.2% 6.6% 5.0% 7.7% 7.7% 8.5% 4.4% 5.8% 3.9% 8.0% 6.3% 6.9% 6.1% 4.7% 3.9%

お菓子・菓子
パン
(n＝94）

6.4% 4.3% 7.4% 7.4% 7.4% 5.3% 11.7% 1.1% 4.3% 3.2% 9.6% 8.5% 6.4% 10.6% 4.3% 1.1%

親戚、知人が
作った料理
(n＝128）

3.9% 3.9% 2.3% 1.6% 6.3% 8.6% 10.9% 7.8% 9.4% 3.9% 8.6% 9.4% 8.6% 4.7% 7.8% 1.6%

食べない
(n＝9）

0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 0.0%

わからない
(n＝13）

0.0% 7.7% 0.0% 7.7% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 15.4% 7.7% 7.7% 15.4% 7.7%

その他
(n＝317）

4.7% 7.9% 2.8% 6.9% 7.3% 9.5% 5.0% 8.2% 8.2% 6.3% 6.6% 6.0% 5.0% 5.7% 3.8% 5.0%

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

家族と食べる
(n＝953）

4.4% 7.0% 5.4% 6.2% 7.0% 8.2% 8.0% 7.0% 8.4% 6.5% 7.1% 7.1% 5.9% 5.2% 3.4% 2.3%

子どもだけで食べる
(n＝43）

14.0% 9.3% 9.3% 11.6% 18.6% 7.0% 7.0% 7.0% 4.7% 2.3% 0.0% 2.3% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0%

ひとりで食べる
(n＝36）

16.7% 27.8% 16.7% 13.9% 11.1% 2.8% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%

食べない
(n＝3）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7%

その他
(n＝60）

6.7% 10.0% 6.7% 18.3% 8.3% 11.7% 3.3% 1.7% 3.3% 1.7% 5.0% 1.7% 5.0% 1.7% 8.3% 6.7%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

５６ 

 

■②休日の昼食の相手別子ども食堂の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「家族と食べる」割合は、「4歳」、「5歳」、「7歳」～「11歳」、「14歳」で多くなっ

ています。 

②子ども食堂の利用希望は、休日の昼食の取り方に関わらず、「どちらかといえば利用させた

くない」、「利用させたくない」となっています。 

 

 

 

 

  

利用
させたい

どちらかとい
えば利用さ

せたい

どちらかとい
えば利用さ
せたくない

利用させた
くない

全体
(n＝1,188）

10.0% 28.7% 27.0% 28.3%

家族と食べる
(n＝953）

10.2% 28.4% 27.2% 28.7%

子どもだけで食べる
(n＝43）

9.3% 18.6% 34.9% 30.2%

ひとりで食べる
(n＝36）

13.9% 19.4% 25.0% 33.3%

食べない
(n＝3）

0.0% 33.3% 33.3% 0.0%

その他
(n＝60）

11.7% 28.3% 35.0% 23.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

５７ 

９ 子どもの生活に関して 

（１）食後の歯磨き 

問３６ 宛て名のお子さんは食後、歯磨きをしていますか。（１つに○） 

 
「ほぼ毎日」が 86.5%で最も多く、次いで「週に数回」が 6.1%、「めったにしない」が

3.9%、となっています。 

 

■①食後の歯磨き別年齢 

 

 

 

 

 

 

■②食後の歯磨き別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③食後の歯磨き別保健センターの健診 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「ほぼ毎日」が「7歳」、「9歳」～「12歳」、「14歳」で多くなっています。 

②「ほぼ毎日」及び「週に数回」において、年収が「50万円」以上「600万円」未満の区分で

年収が多くなるにしたがって、割合も多くなる傾向となっています。 

③保健センターの健診は、歯磨きの回数に関わらず、「受診したことがある」が多くなってい

ます。 

86.5 

6.1 

0.5 

3.9 

2.9 

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

ほぼ毎日

週に数回

月に数回

めったにしない

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

ほぼ毎日
(n＝1,026）

5.3% 7.1% 5.6% 7.0% 7.4% 7.7% 7.5% 6.6% 7.6% 6.0% 6.7% 6.7% 5.8% 5.6% 4.7% 1.8%

週に数回
(n＝73）

4.1% 5.5% 9.6% 9.6% 8.2% 12.3% 8.2% 1.4% 8.2% 2.7% 4.1% 4.1% 5.5% 5.5% 8.2% 1.4%

月に数回
(n＝6）

0.0% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

めったにしない
(n＝46）

4.3% 15.2% 2.2% 4.3% 6.5% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 4.3% 4.3% 2.2% 4.3% 8.7% 4.3% 34.8%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

ほぼ毎日
(n＝1,028）

0.3% 0.0% 0.5% 3.2% 4.8% 9.2% 13.7% 16.1% 14.8% 10.7% 20.0% 3.8%

週に数回
(n＝73）

0.0% 2.7% 0.0% 5.5% 9.6% 11.0% 11.0% 15.1% 11.0% 5.5% 20.5% 6.8%

月に数回
(n＝6）

0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 16.7%

めったにしない
(n＝46）

2.2% 0.0% 0.0% 2.2% 10.9% 13.0% 8.7% 21.7% 13.0% 15.2% 10.9% 2.2%

受診したこ
とがある

受診したこ
とがない

わから
ない

その他

全体
(n＝1,188）

81.6% 11.1% 4.7% 0.5%

ほぼ毎日
(n＝1,028）

82.2% 11.0% 4.8% 0.4%

週に数回
(n＝73）

90.4% 6.8% 2.7% 0.0%

月に数回
(n＝6）

66.7% 0.0% 16.7% 0.0%

めったにしない
(n＝46）

82.6% 6.5% 4.3% 4.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

５８ 

（２）むし歯の有無 

問３７ 宛て名のお子さんはむし歯がありますか。（１つに○） 

 
「ない」が 59.5%で最も多く、次いで「あった（治療済み）」が 29.9%、「ある（治療中）」

が 5.0%となっています。 

 

 

（２-１）むし歯を治療しない理由 

問３７-１ 問３７で「１．ある（未治療）」とお答えの方におうかがいします。） 

その理由は何ですか。（１つに○） 

 
「治療予定」が 34.4%で最も多く、次いで「治療する必要がない」が 31.3%、「治療に行く時

間がない」が 12.5%となっています。 

 

  

2.7 

5.0 

29.9 

59.5 

2.9 

0% 20% 40% 60%

ある（未治療）

ある（治療中）

あった（治療済み）

ない

無回答

(n=1,188)

34.4 

12.5 

3.1 

31.3 

6.3 

9.4 

3.1 

0% 20% 40%

治療予定

治療に行く時間がない

経済的に困難

治療する必要がない

特に理由はない

その他

無回答

(n=32)



Ⅱ 調査結果の分析 

５９ 

（３）入浴 

問３８ 宛て名のお子さんはお風呂に入っていますか。（１つに○） 

 
「ほぼ毎日」が 96.2%で最も多く、次いで「週に数回」が 2.4%となっています。 

 

 

（４）平日の起床時間 

問３９ 宛て名のお子さんは、平日（月曜日～金曜日）、何時に起きていますか。（起床時

間）（１つに○） 

 
「午前６時台」が 63.5%で最も多く、次いで「午前７時台」が 26.8%、「午前８時台」が

3.8%となっています。 

 

■①起床時間別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

96.2 

2.4 

0.2 

0.1 

1.1 

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

ほぼ毎日

週に数回

月に数回

めったに入らない

無回答

(n=1,188)

0.1 

3.2 

63.5 

26.8 

3.8 

0.7 

0.8 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

午前５時より前

午前５時台

午前６時台

午前７時台

午前８時台

午前９時より後

決まっていない

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

午前５時より前
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

午前５時台
(n＝38）

7.9% 15.8% 15.8% 7.9% 13.2% 0.0% 0.0% 5.3% 7.9% 0.0% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 13.2%

午前６時台
(n＝753）

4.2% 7.6% 6.9% 8.6% 9.4% 9.7% 10.1% 8.1% 9.3% 5.0% 4.4% 4.5% 2.9% 3.3% 2.5% 2.3%

午前７時台
(n＝317）

7.3% 7.3% 2.2% 3.8% 3.2% 4.7% 2.5% 2.5% 3.5% 8.2% 10.7% 10.7% 10.4% 10.1% 8.2% 4.4%

午前８時台
(n＝45）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 11.1% 8.9% 17.8% 15.6% 22.2% 17.8%

午前９時より後
(n＝8）

12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5%

決まっていない
(n＝9）

0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 44.4%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

６０ 

 

■②起床時間別就寝時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「午前 5 時台」が「13 歳」、「14歳」、「11 歳」で多く、「午前 6時台」が「7歳」～

「12歳」で多くなっています。 

②起床時間に関わらず、就寝時間は「午後 9時台」が多くなっています。 

 

 

（５）平日の就寝時間 

問４０ 宛て名のお子さんは、平日（月曜日～金曜日）、何時に寝ていますか。（就寝時間） 

（１つに○） 

 
「午後９時台」が 42.3%で最も多く、次いで「午後 10 時台」が 24.5%、「午後９時より前」

が 15.9%、「午後 11時台」が 10.9%となっています。 

  

15.9 

42.3 

24.5 

10.9 

4.0 

0.2 

0.9 

1.3 

0% 20% 40% 60%

午後９時より前

午後９時台

午後10時台

午後11時台

午前０時台

午前１時より後

決まっていない

無回答

(n=1,188)

午後９時
より前

午後９時
台

午後10時
台

午後11時
台

午前０時
台

午前１時
より後

決まって
いない

全体
(n＝1,188）

15.9% 42.3% 24.5% 10.9% 4.0% 0.2% 0.9%

午前５時より前
(n＝1）

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

午前５時台
(n＝38）

23.7% 28.9% 31.6% 7.9% 7.9% 0.0% 0.0%

午前６時台
(n＝753）

15.3% 43.8% 26.4% 11.1% 3.1% 0.0% 0.1%

午前７時台
(n＝317）

17.6% 45.0% 19.5% 10.7% 6.3% 0.0% 0.9%

午前８時台
(n＝45）

17.8% 33.3% 33.3% 11.1% 0.0% 0.0% 4.4%

午前９時より後
(n＝8）

0.0% 0.0% 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% 0.0%

決まっていない
(n＝9）

11.1% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 55.6%



Ⅱ 調査結果の分析 

６１ 

 

■①就寝時間別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②就寝時間別起床時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「午後 9時より前」は「3歳」、「4歳」、「午後 9時台」は「7歳」～「9歳」、「午後 10

時台」は「10歳」～「13歳」、「午後 11 時台」及び「午前 0時台」は「14 歳」、「15

歳」でそれぞれ多く、年齢が高くなるにしたがって就寝時間が遅くなる傾向となっていま

す。 

②起床時間は、就寝時間に関わらず、「午前 6時台」が多くなっています。 

  

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

午後９時より前
(n＝189）

0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 0.5% 4.2% 1.6% 4.8% 10.1% 9.5% 8.5% 15.9% 12.7% 7.9% 11.6% 11.1%

午後９時台
(n＝500）

0.6% 1.2% 0.8% 3.0% 7.2% 9.0% 12.0% 10.2% 10.6% 7.8% 8.4% 7.0% 5.4% 7.2% 5.2% 3.4%

午後10時台
(n＝291）

3.8% 8.6% 10.0% 15.5% 14.4% 11.7% 6.2% 3.8% 2.7% 2.7% 4.8% 2.4% 3.8% 5.2% 1.7% 2.4%

午後11時台
(n＝129）

20.9% 27.1% 20.2% 13.2% 5.4% 1.6% 1.6% 0.0% 2.3% 0.8% 0.8% 0.0% 1.6% 0.0% 2.3% 0.8%

午前０時台
(n＝48）

37.5% 39.6% 14.6% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%

午前１時より後
(n＝2）

0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

決まっていない
(n＝11）

0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 18.2% 36.4%

午前５時
より前

午前５時
台

午前６時
台

午前７時
台

午前８時
台

午前９時
より後

決まって
いない

全体
(n＝1,188）

0.1% 3.2% 63.5% 26.8% 3.8% 0.7% 0.8%

午後９時より前
(n＝189）

0.0% 4.8% 60.8% 29.6% 4.2% 0.0% 0.5%

午後９時台
(n＝502）

0.2% 2.2% 65.7% 28.5% 3.0% 0.0% 0.4%

午後10時台
(n＝291）

0.0% 4.1% 68.4% 21.3% 5.2% 0.7% 0.0%

午後11時台
(n＝129）

0.0% 2.3% 65.1% 26.4% 3.9% 2.3% 0.0%

午前０時台
(n＝48）

0.0% 6.3% 47.9% 41.7% 0.0% 4.2% 0.0%

午前１時より後
(n＝2）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%

決まっていない
(n＝11）

0.0% 0.0% 9.1% 27.3% 18.2% 0.0% 45.5%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

６２ 

１０ 医療に関して 

（１）医療機関の受診 

問４１ 宛て名のお子さんについて、過去1年間に医療機関を受診させた方がよいと思った

が、実際には受診させなかったことはありましたか。（１つに○） 

 
「ない」が 87.1%、「ある」が 12.2%となっています。 

 

■①受診必要時の未受診の有無別年齢 

 

 

 

 

■②受診必要時の未受診の有無別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

■③受診必要時の未受診の有無別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①過去 1年間に医療機関を受診させた方がよいと思ったが、実際には受診させなかったことが

ある割合が「5歳」、「9歳」、「10歳」で多くなっています。 

②過去１年間に医療機関で受診させた方が良いと思ったが、実際には受診させなかったことが

ある割合が、「子育ての中心者が主に母親」で多くなっています。 

③過去１年間に医療機関を受診させた方が良いと思ったが、実際には受診させなかったことが

ある割合が、世帯年収「400万円」以上～「700万円」未満で多くなっています。 

 

  

12.2 87.1 0.7 

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

ある ない 無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体(n＝1,188） 5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

ある(n＝145） 3.4% 2.8% 4.8% 6.2% 6.2% 8.3% 11.0% 5.5% 7.6% 4.8% 11.7% 6.9% 7.6% 4.8% 4.1% 2.8%

ない(n＝1,033） 5.2% 8.1% 5.7% 7.0% 7.5% 7.6% 6.5% 6.1% 7.1% 5.7% 5.6% 6.1% 5.3% 5.7% 5.1% 5.0%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体(n＝1,188） 49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

ある(n＝145） 42.8% 55.2% 0.7% 0.7% 0.0%

ない(n＝1,033） 50.0% 47.4% 1.2% 0.2% 0.7%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体(n＝1,188） 0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

ある(n＝145） 0.7% 0.0% 0.7% 4.1% 3.4% 11.0% 17.9% 13.8% 18.6% 7.6% 12.4% 7.6%

ない(n＝1,033） 0.4% 0.2% 0.4% 3.2% 5.5% 9.3% 12.9% 16.6% 13.9% 11.0% 20.3% 3.4%



Ⅱ 調査結果の分析 

６３ 

（１-１）医療機関を受診させなかった理由 

問４１-１ 問４１で「１．ある」と回答された方におうかがいします。） 

その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 
「最初は受診させようと思ったが、宛て名のお子さんの様子を見て、受診させなくてもよい

と判断したため」が 79.3%で最も多く、次いで「多忙で、医療機関に連れていく時間がなかっ

たため」が 24.8%、「宛て名のお子さんが（行くのが）嫌だと言ったため」が 11.0%となってい

ます。 

 

 

（２）保健センターでの健診 

問４２ 宛て名のお子さんは、保健センターで健診を受けたことがありますか。（１つに○） 

 
「受診したことがある」が 81.6%で最も多く、次いで「受診したことがない」が 11.1%、「わ

からない」が 4.7%となっています。 

  

79.3 

24.8 

11.0 

4.8 

1.4 

0.0 

7.6 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80%

最初は受診させようと思ったが、宛て名のお子さん

の様子を見て、受診させなくてもよいと判断したため

多忙で、医療機関に連れていく時間がなかったため

宛て名のお子さんが（行くのが）嫌だと言ったため

医療機関までの距離が遠く、

通院することが困難だったため

公的医療保険に加入していたが、医療機関で

自己負担を払うことができなかった

公的医療保険に加入しておらず、医療費の

支払いができなかったため

その他

無回答

(n=145)

81.6 11.1 4.7 

0.5 

2.1 

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

受診したことがある 受診したことがない わからない

その他 無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

 

６４ 

 

■①保健センターでの受診別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

■②保健センターでの受診別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③保健センターでの受診別小学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「受診したことがある」が「10歳」、「7歳」、「5歳」で多く、「受診したことがない」

が「8歳」～「10 歳」、「13歳」～「15歳」で多くなっています。 

②子育ての中心者は、「受診したことがある」が「父母ともに」、「受診したことがない」は

「主に母親」でそれぞれ多くなっています。 

③「蓮田北小学校区」及び「蓮田中央小学校区」で、「受診したことがない」割合が、「受診

したことがある」割合を大きく上回っています。 

 

 

 

  

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

受診したことがあ
る(n＝967）

3.9% 6.9% 4.7% 6.7% 6.8% 7.7% 6.5% 5.4% 7.3% 6.1% 7.3% 6.6% 6.3% 6.4% 5.9% 4.4%

受診したことがな
い(n＝132）

9.8% 9.1% 9.8% 7.6% 5.3% 9.8% 9.8% 9.1% 6.8% 3.0% 3.0% 3.8% 2.3% 2.3% 1.5% 6.8%

わからない
(n＝56）

10.7% 12.5% 7.1% 7.1% 21.4% 3.6% 12.5% 7.1% 1.8% 3.6% 0.0% 5.4% 1.8% 1.8% 0.0% 3.6%

その他
(n＝6）

16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

受診したことがあ
る(n＝967）

50.8% 47.5% 0.6% 0.1% 0.6%

受診したことがな
い(n＝132）

40.2% 53.8% 3.0% 0.8% 0.8%

わからない
(n＝56）

42.9% 51.8% 3.6% 1.8% 0.0%

その他
(n＝6）

50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

蓮田南
小学校区

蓮田北
小学校区

平野
小学校区

黒浜
小学校区

蓮田中央
小学校区

黒浜西
小学校区

黒浜南小
学校区

黒浜北小
学校区

全体
(n＝1,188）

25.6% 6.8% 6.5% 11.1% 21.7% 10.2% 9.3% 7.7%

受診したことがあ
る(n＝967）

25.6% 6.2% 6.7% 11.7% 21.1% 10.1% 9.9% 7.9%

受診したことがな
い(n＝132）

25.8% 10.6% 2.3% 5.3% 28.8% 9.1% 7.6% 8.3%

わからない
(n＝56）

25.0% 8.9% 10.7% 16.1% 17.9% 16.1% 5.4% 0.0%

その他
(n＝6）

0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 33.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

６５ 

１１ 家庭での生活状況に関して 

（１）お子さんが必要なもの（食料、衣料等）を買えなかった経験 

問４３ あなたのご家庭で宛て名のお子さんが必要なもの（食料、衣料等）が買えなくて困

ったことがありましたか。（１つに○） 

 
「ほとんど（全く）ない」が 79.7%で最も多く、次いで「あまりない」が 15.2%、「たまにあ

る」が 4.0%となっています。 

 

■①子どもの生活用品が買えない経験別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

■②子どもの生活用品が買えない経験別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③子どもの生活用品が買えない経験別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①子どもの生活用品が買えない経験が「たまにある」が「11歳」で多くなっています。 

②子育ての中心者は、「よくある」、「たまにある」は「主に母親」で多くなっています。 

③「よくある」、「たまにある」は年収が低いほど多い傾向があります。 

 

 

0.5 

4.0 

15.2 79.7 0.5 

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

よくある たまにある あまりない ほとんど（全く）ない 無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

よくある
(n＝6）

16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%

たまにある
(n＝48）

6.3% 8.3% 4.2% 8.3% 14.6% 2.1% 6.3% 4.2% 8.3% 6.3% 8.3% 6.3% 4.2% 2.1% 4.2% 4.2%

あまりない
(n＝181）

8.3% 8.8% 9.4% 7.7% 7.7% 10.5% 7.2% 4.4% 3.3% 5.0% 5.5% 6.6% 6.1% 2.8% 4.4% 1.1%

ほとんど（全く）ない
(n＝945）

4.1% 7.2% 5.0% 6.7% 6.9% 7.3% 7.2% 6.3% 7.8% 5.7% 6.3% 6.1% 5.6% 6.1% 5.1% 5.7%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

よくある
(n＝6）

33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%

たまにある
(n＝48）

20.8% 68.8% 4.2% 2.1% 4.2%

あまりない
(n＝181）

40.9% 56.9% 1.1% 0.6% 0.0%

ほとんど（全く）ない
(n＝947）

52.3% 45.5% 1.0% 0.1% 0.6%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

よくある
(n＝6）

16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%

たまにある
(n＝48）

2.1% 0.0% 0.0% 25.0% 10.4% 18.8% 10.4% 2.1% 8.3% 4.2% 6.3% 10.4%

あまりない
(n＝181）

0.0% 1.1% 0.6% 3.3% 13.3% 14.9% 16.0% 18.2% 13.8% 8.8% 2.8% 5.0%

ほとんど（全く）ない
(n＝947）

0.3% 0.0% 0.4% 2.1% 3.4% 7.8% 13.3% 16.7% 15.0% 11.3% 23.3% 3.4%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

６６ 

（２）お子さんが必要なもの（文具や教材）を買えなかった経験 

問４４ あなたのご家庭で宛て名のお子さんが必要とする文具や教材が買えないことがあり

ましたか。（１つに○） 

 

 

「全くなかった」が 92.3%で最も多く、次いで「まれにあった」が 3.7%、「ときどきあっ

た」が 1.9%、「よくある」が 0.2%となっています。 

 

■①子どもの文具・教材用品が買えない経験別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②子どもの文具・教材用品が買えない経験別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.2 

1.9 

3.7 92.3 2.0 

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

よくある ときどきあった まれにあった 全くなかった 無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

よくある
(n＝2）

50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

ときどきあった
(n＝22）

4.5% 0.0% 13.6% 9.1% 9.1% 4.5% 9.1% 9.1% 9.1% 0.0% 4.5% 4.5% 4.5% 9.1% 4.5% 0.0%

まれにあった
(n＝44）

13.6% 11.4% 2.3% 11.4% 13.6% 6.8% 0.0% 6.8% 4.5% 0.0% 9.1% 4.5% 0.0% 6.8% 2.3% 2.3%

全くなかった
(n＝1,096）

4.6% 7.6% 5.7% 6.8% 7.1% 7.9% 7.5% 6.0% 7.3% 6.0% 6.4% 6.3% 5.9% 5.2% 4.6% 4.6%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

よくある
(n＝2）

50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ときどきあった
(n＝22）

22.7% 77.3% 0.0% 0.0% 0.0%

まれにあった
(n＝44）

36.4% 63.6% 0.0% 0.0% 0.0%

全くなかった
(n＝1,096）

50.3% 47.1% 1.2% 0.3% 0.6%



Ⅱ 調査結果の分析 

６７ 

 

■③子どもの文具・教材用品が買えない経験別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■④子どもの文具・教材用品が買えない経験別学習支援への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「ときどきあった」が「13歳」、「まれにあった」が「11歳」でそれぞれ多くなっていま

す。 

②子育ての中心者は、「ときどきあった」、「まれにあった」で「主に母親」が多くなってい

ます。 

③世帯年収が低いほど、「よくある」、「ときどきあった」、「まれにあった」が多い傾向に

あります。 

④学習支援への参加希望は、「参加させてみたい」が「よくある」、「ときどきあった」、及

び「まれにあった」で多くなっています。 

 

 

 

  

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

よくある
(n＝2）

0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ときどきあった
(n＝22）

4.5% 0.0% 0.0% 27.3% 4.5% 18.2% 4.5% 9.1% 9.1% 0.0% 9.1% 9.1%

まれにあった
(n＝44）

0.0% 0.0% 2.3% 6.8% 22.7% 15.9% 15.9% 4.5% 6.8% 9.1% 4.5% 9.1%

全くなかった
(n＝1,096）

0.4% 0.2% 0.4% 2.6% 4.6% 8.9% 13.2% 16.9% 14.9% 10.9% 20.5% 3.7%

参加させ
てみたい

必要ない
わからな

い
その他

全体
(n＝1,188）

34.2% 34.3% 28.7% 1.1%

よくある
(n＝2）

50.0% 0.0% 50.0% 0.0%

ときどきあった
(n＝22）

54.5% 9.1% 31.8% 4.5%

まれにあった
(n＝44）

45.5% 9.1% 43.2% 0.0%

全くなかった
(n＝1,096）

33.5% 36.3% 27.8% 1.1%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

６８ 

（３）経済的に負担となっているもの 

問４５ あなたのご家庭で次のうち経済的に負担になっているものはありますか。（それぞ

れ1つに○） 

 
医療費以外の項目で、「とても負担」、「負担」、「どちらかといえば負担」を合計した割

合が、「負担ではない」の割合を上回っています。 

 

 

■①食費の負担別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

■②医療費の負担別年齢 

 

 

 

 

 

 

  

12.5

4.8

12.3

15.2

19.1

14.5

20.6

8.2

21.5

19.0

22.1

23.4

27.9

16.6

29.6

28.0

24.6

28.0

37.4 

67.9 

35.1 

35.4 

32.8 

32.3 

1.6 

2.5 

1.5 

2.3 

1.3 

1.8 

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

１．食費

２．医療費

３．光熱水費

４．教育費

５．住居費

６．通信費

(n=1,188)

とても負担 負担 どちらかといえば負担 負担ではない 無回答

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

とても負担
(n＝149）

7.4% 8.7% 6.7% 8.7% 7.4% 6.0% 9.4% 4.0% 6.7% 4.0% 6.0% 4.7% 5.4% 3.4% 6.7% 2.7%

負担
(n＝244）

2.5% 5.7% 4.9% 8.6% 6.1% 10.2% 7.8% 4.5% 8.2% 4.9% 6.1% 7.8% 7.0% 4.5% 6.1% 4.1%

どちらかといえ
ば負担
(n＝331）

5.4% 8.2% 5.1% 7.3% 8.2% 6.9% 4.8% 6.6% 5.4% 5.7% 6.3% 6.6% 5.1% 7.3% 3.9% 6.3%

負担ではない
(n＝443）

5.2% 7.7% 5.9% 5.0% 7.2% 7.2% 7.9% 7.0% 7.7% 6.5% 6.5% 5.2% 5.0% 5.9% 4.5% 5.2%

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

とても負担
(n＝57）

12.3% 3.5% 5.3% 10.5% 8.8% 10.5% 3.5% 3.5% 3.5% 7.0% 12.3% 7.0% 1.8% 1.8% 1.8% 5.3%

負担
(n＝96）

2.1% 9.4% 6.3% 13.5% 9.4% 9.4% 7.3% 9.4% 10.4% 2.1% 3.1% 4.2% 4.2% 1.0% 2.1% 4.2%

どちらかといえ
ば負担
(n＝197）

7.6% 9.1% 5.6% 7.1% 6.6% 7.6% 6.6% 6.6% 4.1% 5.1% 8.6% 4.6% 5.1% 6.1% 4.6% 3.6%

負担ではない
(n＝806）

4.1% 7.2% 5.5% 5.8% 7.3% 7.3% 7.6% 5.7% 7.8% 6.0% 5.8% 6.6% 5.8% 6.3% 5.5% 5.3%



Ⅱ 調査結果の分析 

６９ 

 

■③光熱水費の負担別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

■④教育費の負担別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

■⑤住居費の負担別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

■⑥通信費の負担別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①年齢クロスから 

〇食費は、「とても負担」、「負担」、「どちらかといえば負担」で、小中学生の年齢が多

くなっています。 

〇医療費は年齢にかかわらず、「とても負担」、「負担」、「どちらかといえば負担」が多

くなっています。 

〇光熱水費の「とても負担」では、「15歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

〇教育費は、「9歳」から「14歳」で「とても負担」及び「負担」が多くなっています。 

〇住居費は、年齢との関連性は見られません。 

〇通信費は、年齢との関連性は見られません。 

 

  

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

とても負担
(n＝146）

11.0% 8.2% 3.4% 8.9% 4.8% 6.2% 7.5% 4.8% 8.2% 2.1% 5.5% 5.5% 5.5% 4.8% 8.2% 5.5%

負担
(n＝254）

3.1% 7.5% 6.3% 8.3% 5.5% 9.8% 6.7% 5.9% 6.3% 6.3% 4.7% 4.7% 6.7% 6.7% 5.5% 5.9%

どちらかといえ
ば負担
(n＝352）

4.3% 7.7% 7.7% 5.4% 9.7% 5.7% 6.3% 6.0% 6.5% 4.8% 7.7% 8.0% 5.4% 4.5% 5.1% 4.0%

負担ではない
(n＝416）

4.6% 7.2% 4.3% 6.5% 7.2% 8.7% 8.2% 6.7% 7.7% 7.2% 6.3% 5.5% 4.8% 6.3% 3.1% 5.0%

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

とても負担
(n＝180）

9.4% 13.3% 6.1% 11.7% 6.1% 8.9% 9.4% 5.0% 2.2% 3.3% 7.2% 3.3% 2.8% 1.7% 6.7% 2.2%

負担
(n＝226）

5.8% 4.9% 6.2% 10.2% 10.2% 8.4% 4.4% 4.9% 9.7% 5.3% 6.2% 6.2% 7.1% 3.5% 4.0% 2.2%

どちらかといえ
ば負担
(n＝333）

5.4% 7.2% 6.3% 5.4% 6.3% 7.8% 7.5% 5.4% 7.5% 8.1% 6.3% 7.8% 5.4% 6.0% 3.0% 3.3%

負担ではない
(n＝420）

2.4% 6.7% 4.3% 4.3% 7.4% 6.9% 7.4% 7.9% 7.6% 5.0% 6.0% 5.7% 6.2% 7.9% 6.4% 7.6%

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

とても負担
(n＝227）

4.4% 5.3% 6.6% 8.4% 4.0% 6.2% 8.8% 4.8% 7.9% 3.5% 9.7% 5.7% 5.7% 5.3% 6.6% 6.6%

負担
(n＝262）

3.8% 5.3% 3.8% 9.5% 8.8% 9.5% 8.8% 6.9% 7.3% 3.8% 5.3% 6.1% 5.3% 5.7% 5.0% 4.2%

どちらかといえ
ば負担
(n＝292）

5.8% 8.6% 5.1% 7.5% 6.5% 7.2% 4.5% 5.8% 5.5% 6.2% 7.2% 8.2% 5.5% 6.8% 5.5% 3.8%

負担ではない
(n＝389）

5.4% 9.5% 6.4% 3.6% 8.7% 7.7% 7.2% 6.4% 7.5% 7.7% 4.6% 4.9% 5.7% 4.9% 3.3% 5.1%

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

とても負担
(n＝172）

7.0% 8.7% 7.0% 12.2% 4.7% 7.0% 5.8% 2.9% 5.2% 5.8% 8.7% 5.2% 3.5% 3.5% 7.6% 4.1%

負担
(n＝277）

4.0% 7.9% 5.1% 6.1% 8.7% 11.6% 7.6% 6.1% 6.5% 4.7% 6.5% 5.8% 4.3% 5.4% 5.4% 4.3%

どちらかといえ
ば負担
(n＝333）

6.0% 5.4% 5.7% 6.0% 6.9% 5.4% 6.0% 6.3% 8.4% 5.4% 5.7% 7.2% 6.6% 6.6% 5.7% 5.7%

負担ではない
(n＝383）

3.9% 8.6% 5.2% 5.7% 8.1% 7.3% 8.4% 7.3% 7.0% 6.5% 5.7% 5.5% 6.3% 6.0% 2.6% 4.7%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

７０ 

 

■⑦食費の負担別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑧医療費の負担別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑨光熱水費の負担別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑩教育費の負担別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑪住居費の負担別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

  

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

とても負担
(n＝149）

0.7% 0.0% 0.0% 5.4% 10.7% 14.8% 10.7% 7.4% 16.8% 12.1% 13.4% 5.4%

負担
(n＝245）

0.4% 0.4% 0.4% 3.7% 3.7% 13.5% 24.1% 19.6% 11.0% 8.6% 10.2% 2.0%

どちらかといえば
負担(n＝331）

0.3% 0.3% 0.3% 3.0% 5.7% 7.3% 14.5% 19.3% 16.3% 11.2% 16.3% 2.7%

負担ではない
(n＝444）

0.5% 0.0% 0.2% 2.7% 3.8% 6.8% 8.3% 15.5% 14.2% 11.0% 29.1% 5.6%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

とても負担
(n＝57）

1.8% 0.0% 1.8% 3.5% 8.8% 17.5% 10.5% 12.3% 12.3% 8.8% 12.3% 3.5%

負担
(n＝97）

1.0% 1.0% 0.0% 3.1% 9.3% 8.2% 18.6% 20.6% 14.4% 9.3% 9.3% 3.1%

どちらかといえば
負担(n＝197）

0.0% 0.0% 0.5% 3.0% 4.6% 14.7% 16.8% 16.8% 13.7% 12.7% 12.2% 2.0%

負担ではない
(n＝807）

0.4% 0.1% 0.2% 3.2% 4.6% 7.9% 12.6% 15.9% 14.4% 10.5% 23.3% 4.6%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

とても負担
(n＝146）

1.4% 0.0% 0.7% 8.2% 9.6% 13.7% 15.8% 14.4% 13.7% 10.3% 8.9% 2.1%

負担
(n＝255）

0.0% 0.4% 0.4% 4.3% 7.8% 13.3% 16.5% 16.9% 14.1% 9.4% 11.0% 3.5%

どちらかといえば
負担(n＝352）

0.6% 0.3% 0.9% 2.6% 4.8% 8.2% 15.9% 16.5% 15.1% 11.1% 16.8% 4.5%

負担ではない
(n＝417）

0.2% 0.0% 0.0% 1.7% 2.6% 6.7% 8.9% 16.5% 14.1% 11.5% 30.7% 4.3%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

とても負担
(n＝181）

1.1% 0.0% 0.6% 4.4% 6.6% 9.9% 14.9% 10.5% 16.6% 10.5% 21.0% 2.2%

負担
(n＝226）

0.4% 0.4% 0.4% 5.8% 4.0% 11.5% 15.5% 18.1% 15.0% 10.2% 12.4% 4.4%

どちらかといえば
負担(n＝333）

0.0% 0.0% 0.6% 2.7% 5.7% 9.6% 14.7% 18.9% 12.0% 11.7% 17.4% 3.6%

負担ではない
(n＝421）

0.5% 0.2% 0.0% 2.1% 4.5% 8.1% 10.7% 16.4% 14.5% 10.5% 24.7% 5.0%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

とても負担
(n＝227）

0.9% 0.0% 0.4% 5.3% 7.0% 16.7% 15.9% 16.7% 15.0% 6.6% 8.8% 5.3%

負担
(n＝263）

0.4% 0.4% 0.4% 1.9% 4.6% 6.5% 19.0% 18.3% 16.0% 11.8% 16.0% 2.7%

どちらかといえば
負担(n＝292）

0.3% 0.0% 0.3% 3.8% 5.5% 8.9% 11.0% 17.1% 16.1% 10.6% 19.9% 2.4%

負担ではない
(n＝390）

0.3% 0.3% 0.3% 2.8% 4.4% 7.9% 10.3% 14.4% 11.8% 12.3% 27.9% 5.4%



Ⅱ 調査結果の分析 

７１ 

 

■⑫通信費の負担別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

②世帯年収クロスから 

〇通信費について、世帯年収が下がるほど負担感が増加している傾向があります。 

 

 

 

 

  

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

とても負担
(n＝172）

0.6% 0.0% 0.0% 8.1% 7.0% 17.4% 13.4% 15.7% 12.2% 8.1% 10.5% 4.7%

負担
(n＝278）

0.7% 0.7% 0.0% 1.8% 6.1% 10.8% 18.7% 18.3% 15.8% 9.7% 11.9% 3.6%

どちらかといえば
負担(n＝333）

0.3% 0.0% 0.3% 3.3% 6.3% 8.7% 13.2% 18.3% 15.0% 12.0% 15.9% 2.7%

負担ではない
(n＝384）

0.3% 0.0% 0.5% 2.3% 2.6% 6.0% 10.2% 13.5% 13.3% 11.5% 32.6% 5.2%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

７２ 

（４）経済的理由での経験 

問４６ あなたのご家庭では、経済的な理由で次のような経験をしたことがありますか。

（あてはまるものすべてに○） 

 
「趣味やレジャーの出費を減らした」が 47.4%で最も多く、次いで「新しい衣服・靴を買う

のを控えた」が 44.0%、「食費を切りつめた」が 36.5%となっています。 

  

47.4 

44.0 

36.5 

34.2 

25.8 

25.6 

24.2 

11.9 

7.8 

7.1 

6.5 

5.9 

5.1 

5.0 

4.2 

3.0 

2.9 

2.8 

2.5 

1.9 

1.3 

2.5 

28.9 

0% 20% 40% 60%

趣味やレジャーの出費を減らした

新しい衣服・靴を買うのを控えた

食費を切りつめた

理髪店・美容院に行く回数を減らした

新聞や雑誌を買うのを控えた

友人・知人との外食を控えた

冷暖房の使用を控えた

生活の見通しが立たなくて不安になった

鉄道やバスの利用を控え、自転車を

利用したり、歩くようにした

スマートフォンへの切替・利用を断念した

金融機関などに借金をした

国民年金の支払いが滞った

冠婚葬祭のつきあいを控えた

子どもの部屋が欲しかったが作れなかった

国民健康保険の支払いが滞った

クレジットカードの利用が停止になった

電話（固定・携帯）などの通信料の支払い

が滞ったことがある

家賃や住宅ローンの支払いが

滞ったことがある

医療機関を受診できなかった

敷金・保証金等を用意できないので、

住み替え・転居を断念した

電気・ガス・水道などが止められた

その他

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

７３ 

 

■①経済的な理由における経験(上位 7位)別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②経済的な理由における経験(上位 7位)別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①子育ての中心者は、経済的な理由における経験(上位 7位)の項目すべてにおいて「主に母

親」の割合が 50％以上となっています。 

②「趣味やレジャーの出費を減らした」が「300万円」以上で他の世帯年収と比較して多くな

っています。 

「新しい衣服・靴を買うのを控えた」は、「300万円」以上「700 万円」未満、及び「800 万

円」以上で他の世帯年収と比較して多くなっています。 

上位 7位のうち 3位以降は、「300 万円」以上～「700 万円」未満で他の世帯年収と比較して

多くなっています。 

  

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他 無回答

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7% 0.5%

趣味やレジャー
の出費を減らした
(n＝563）

45.1% 52.6% 1.2% 0.4% 0.4% 0.4%

新しい衣服・靴を
買うのを控えた
(n＝523）

43.8% 54.3% 1.0% 0.0% 0.6% 0.4%

食費を切りつめた
(n＝434）

43.5% 54.4% 0.9% 0.0% 0.9% 0.2%

理髪店・美容院
に行く回数を減ら
した
(n＝406）

43.1% 54.9% 0.7% 0.2% 0.7% 0.2%

新聞や雑誌を買
うのを控えた
(n＝306）

46.4% 51.3% 1.0% 0.3% 0.7% 0.3%

友人・知人との外
食を控えた
(n＝304）

46.1% 51.0% 0.7% 0.3% 1.3% 0.7%

冷暖房の使用を
控えた
(n＝288）

43.1% 54.5% 1.4% 0.0% 1.0% 0.0%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わからない 無回答

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0% 0.0%

趣味やレジャー
の出費を減らした
(n＝563）

0.5% 0.2% 0.4% 4.4% 7.5% 12.3% 16.7% 16.2% 13.9% 10.3% 11.7% 3.9% 0.0%

新しい衣服・靴を
買うのを控えた
(n＝523）

0.6% 0.4% 0.6% 5.4% 7.1% 12.2% 17.4% 14.9% 14.0% 9.9% 11.3% 3.6% 0.0%

食費を切りつめた
(n＝434） 0.7% 0.5% 0.7% 5.1% 7.6% 13.4% 17.3% 13.6% 15.2% 9.4% 9.9% 4.4% 0.0%

理髪店・美容院
に行く回数を減ら
した
(n＝406）

0.5% 0.5% 1.0% 6.7% 8.6% 14.3% 16.5% 15.0% 13.1% 9.6% 6.7% 4.4% 0.0%

新聞や雑誌を買
うのを控えた
(n＝306）

0.7% 0.7% 0.3% 6.2% 8.2% 13.4% 18.3% 13.7% 13.4% 9.5% 7.8% 5.2% 0.0%

友人・知人との外
食を控えた
(n＝304）

1.0% 0.7% 0.3% 6.6% 9.2% 14.1% 16.8% 13.5% 12.5% 9.2% 11.2% 3.6% 0.0%

冷暖房の使用を
控えた
(n＝288）

0.3% 0.3% 1.0% 6.9% 7.6% 13.2% 18.8% 13.9% 14.2% 8.3% 8.3% 4.9% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

７４ 

（５）経済的理由で自宅にないもの 

問４７ 経済的な理由のためにあなたの家庭にないものはありますか。（あてはまるものす

べてに○） 

 
「あてはまるものはない」が 60.9%で最も多く、次いで「急な出費のための貯金（5万円以

上）」が 10.7%、「子どもの年齢にあった絵本や本」が 3.1%となっています。 

  

10.7 

3.1 

2.9 

2.4 

2.0 

1.7 

0.6 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

60.9 

0.7 

22.9 

0% 20% 40% 60% 80%

急な出費のための貯金（5万円以上）

子どもの年齢にあった絵本や本

子どもが自宅で宿題をすることができる場所

世帯人数分の布団

子ども用のスポーツ用品・ぬいぐるみ・おもちゃ

電話（固定電話・携帯電話）

掃除機

冷房機器

洗濯機

暖房機器

世帯専用のお風呂

冷蔵庫

電子レンジ

あてはまるものはない

その他

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

７５ 

 

■①経済的理由で家庭にないもの別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体(n＝1,188） 49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

子どもの年齢にあった絵本
や本(n＝37）

35.1% 56.8% 2.7% 2.7% 2.7%

子ども用のスポーツ用品・ぬ
いぐるみ・おもちゃ(n＝24）

25.0% 62.5% 0.0% 4.2% 8.3%

子どもが自宅で宿題をするこ
とができる場所(n＝35）

11.4% 82.9% 2.9% 2.9% 0.0%

洗濯機(n＝3） 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%

冷蔵庫(n＝2） 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

掃除機(n＝7） 42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0%

暖房機器(n＝3） 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

冷房機器(n＝4） 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

電子レンジ(n＝1） 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

電話（固定電話・携帯電話）
(n＝20）

30.0% 65.0% 0.0% 0.0% 5.0%

世帯専用のお風呂(n＝3） 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

世帯人数分の布団(n＝29） 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

急な出費のための貯金（5万
円以上）(n＝127）

37.8% 59.1% 1.6% 0.0% 1.6%

あてはまるものはない
(n＝724）

51.0% 47.0% 1.0% 0.3% 0.3%

その他(n＝8） 25.0% 62.5% 0.0% 0.0% 12.5%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

７６ 

 

■②経済的理由で家庭にないもの別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①子育ての中心者は、「暖房機器」と「冷房機器」は「父母ともに」の割合が多く、他の項目

は、「主に母親」の割合が多くなっています。（各項目とも回答者数が少ないことから、参

考値となります。） 

②「急な出費のための貯金（5万円以上）」が「300 万円」以上～「600万円」未満で他の世帯

年収と比較して多くなっています。また、「あてはまるものはない」が「400 万円」以上で

他の世帯年収と比較して多くなっています。 

 

 

  

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わからな
い

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

子どもの年齢にあった
絵本や本(n＝37）

0.0% 0.0% 0.0% 13.5% 13.5% 16.2% 24.3% 8.1% 5.4% 5.4% 5.4% 8.1%

子ども用のスポーツ用
品・ぬいぐるみ・おもちゃ
(n＝24）

0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 4.2% 25.0% 25.0% 0.0% 4.2% 0.0% 8.3% 8.3%

子どもが自宅で宿題を
することができる場所
(n＝35）

2.9% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 28.6% 5.7% 2.9% 2.9% 0.0% 5.7% 8.6%

洗濯機
(n＝3）

33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%

冷蔵庫
(n＝2）

0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

掃除機
(n＝7）

0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0%

暖房機器
(n＝3）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3%

冷房機器
(n＝4）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0%

電子レンジ
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

電話（固定電話・携帯
電話）
(n＝20）

0.0% 0.0% 5.0% 15.0% 5.0% 15.0% 20.0% 0.0% 10.0% 5.0% 10.0% 10.0%

世帯専用のお風呂
(n＝3）

0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%

世帯人数分の布団
(n＝29）

3.4% 0.0% 3.4% 17.2% 3.4% 31.0% 6.9% 10.3% 10.3% 3.4% 6.9% 3.4%

急な出費のための貯金
（5万円以上）
(n＝127）

1.6% 1.6% 3.1% 7.1% 10.2% 25.2% 13.4% 12.6% 9.4% 1.6% 7.9% 3.9%

あてはまるものはない
(n＝724）

0.4% 0.0% 0.1% 2.2% 4.1% 6.6% 13.5% 17.4% 15.7% 11.0% 22.1% 4.1%

その他
(n＝8）

0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 12.5% 0.0% 12.5% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

７７ 

（６）教育費用 

問４８ 宛て名のお子さんの教育にかかる費用は年間でどれくらいになりますか。（1つに

○） 

 
「１0万円以上 50 万円未満」が 50.6%で最も多く、次いで「10万円未満」が 23.9%、「50万

円以上 100 万円未満」が 16.2%となっています。 

 

■①年間の教育費別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.9

50.6

16.2

2.8

0.3

0.1

0.1

0.1

5.9

0% 20% 40% 60%

10万円未満

１0万円以上50万円未満

50万円以上100万円未満

100万円以上150万円未満

150万円以上200万円未満

200万円以上300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

10万円未満
(n＝284）

1.8% 2.5% 1.8% 4.9% 4.6% 5.6% 5.6% 6.3% 7.0% 5.3% 4.9% 2.1% 10.9% 11.3% 12.7% 12.3%

１0万円以上50万
円未満
(n＝600）

3.5% 7.5% 7.0% 7.5% 9.5% 10.0% 9.2% 7.5% 9.3% 6.2% 6.3% 8.0% 3.7% 2.3% 1.0% 0.8%

50万円以上100
万円未満
(n＝192）

12.0% 14.1% 8.9% 7.8% 4.2% 5.7% 4.7% 1.6% 3.6% 5.2% 9.9% 8.3% 4.2% 5.2% 2.6% 1.6%

100万円以上150
万円未満
(n＝33）

24.2% 18.2% 6.1% 12.1% 6.1% 6.1% 3.0% 3.0% 0.0% 9.1% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0%

150万円以上200
万円未満
(n＝4）

0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

200万円以上300
万円未満
(n＝1）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

300万円以上500
万円未満
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

500万円以上
(n＝1）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

７８ 

 

■②年間教育費別きょうだい人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③年間教育費別子育ての中心者 

 

 

 

 

  

1人 2人 3人 4人以上

全体
(n＝1,188）

21.5% 48.1% 18.6% 2.9%

10万円未満
(n＝270）

23.7% 45.2% 22.2% 4.4%

１0万円以上50万
円未満
(n＝572）

21.2% 51.7% 20.8% 3.0%

50万円以上100
万円未満
(n＝181）

24.9% 56.4% 14.4% 1.1%

100万円以上150
万円未満
(n＝33）

15.2% 51.5% 21.2% 3.0%

150万円以上200
万円未満
(n＝4）

0.0% 50.0% 50.0% 0.0%

200万円以上300
万円未満
(n＝1）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

300万円以上500
万円未満
(n＝1）

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

500万円以上
(n＝1） 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

10万円未満
(n＝284）

49.6% 49.6% 0.0% 0.4% 0.4%

１0万円以上50万
円未満
(n＝601）

47.8% 49.4% 1.2% 0.3% 0.7%

50万円以上100
万円未満
(n＝193）

53.9% 43.5% 1.6% 0.0% 1.0%

100万円以上150
万円未満
(n＝33）

51.5% 39.4% 6.1% 0.0% 0.0%

150万円以上200
万円未満
(n＝4）

50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

200万円以上300
万円未満
(n＝1）

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

300万円以上500
万円未満
(n＝1）

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

500万円以上
(n＝1）

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

７９ 

 

■④年間教育費別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①年齢が上がるにつれて、高額になる傾向がうかがえます。 

②兄弟数との関連性は見られません。 

③高額な区分ほど「父母ともに」が多くなっています。 

④世帯年収が上がるにつれて、年間教育費が上がる傾向がうかがえます。 

※1年間教育費が 100万円以上はサンプル数が少ないため割愛しています。 

 

 

 

 

  

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

10万円未満
(n＝284）

0.4% 0.7% 0.4% 6.3% 7.0% 14.1% 16.5% 16.9% 14.8% 7.0% 9.2% 4.6%

１0万円以上50万
円未満
(n＝601）

0.5% 0.0% 0.7% 2.2% 4.7% 7.8% 13.1% 17.8% 14.0% 11.6% 21.8% 3.0%

50万円以上100
万円未満
(n＝193）

0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 3.6% 5.7% 13.0% 10.9% 19.2% 13.5% 26.4% 5.7%

100万円以上150
万円未満
(n＝33）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.1% 9.1% 3.0% 9.1% 12.1% 12.1% 39.4% 0.0%

150万円以上200
万円未満
(n＝4）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 0.0%

200万円以上300
万円未満
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

300万円以上500
万円未満
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

500万円以上
(n＝1）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

８０ 

（７）借金の有無 

問４９ あなたの世帯には借金がありますか。（1つに○） 

 
「ある」が 63.6%、「ない」が 31.9%となっています。 

 

■①世帯の借金別年齢 

 

 

 

 

 

 

■②世帯の借金別兄弟数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③世帯の借金別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

  

63.6 31.9 2.8 1.8 

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

ある ない 答えたくない 無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

ある
(n＝753）

5.2% 7.0% 4.8% 7.8% 7.4% 7.8% 6.4% 7.2% 7.2% 5.2% 6.9% 6.8% 4.5% 4.8% 5.6% 4.6%

ない
(n＝379）

4.5% 8.2% 7.1% 5.0% 6.9% 6.9% 8.2% 4.2% 7.1% 6.9% 5.0% 5.5% 8.2% 6.6% 4.0% 5.3%

答えたくない
(n＝33）

9.1% 9.1% 6.1% 6.1% 6.1% 15.2% 6.1% 0.0% 6.1% 3.0% 12.1% 3.0% 3.0% 6.1% 3.0% 6.1%

1人 2人 3人 4人以上

全体
(n＝1,188）

21.5% 48.1% 18.6% 2.9%

ある
(n＝753）

21.4% 51.0% 20.7% 3.2%

ない
(n＝379）

25.7% 50.9% 16.6% 2.6%

答えたくない
(n＝33）

19.4% 41.9% 35.5% 0.0%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

ある
(n＝753）

50.6% 46.8% 1.2% 0.3% 0.7%

ない
(n＝379）

46.7% 51.2% 1.1% 0.3% 0.5%

答えたくない
(n＝33）

51.5% 45.5% 0.0% 0.0% 3.0%

無回答
(n＝21）

42.9% 52.4% 0.0% 0.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

８１ 

 

■④世帯の借金別住居の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑤世帯の借金別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①世帯の借金が「ある」が「10歳」と「12歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

②３人以上の兄弟数で、「ある」の割合が「ない」の割合を上回っています。 

③「父母ともに」は、世帯の借金が「ある」が半数を超え、「主に母親」は「ない」が半数を

超えています。 

④世帯の借金が「ある」が「持ち家（あなたまたはあなたの配偶者名義）」で他の住宅の種類

と比較して多くなっています。 

⑤世帯の借金が「ある」が「400万円以上」で他の世帯年収と比較して多くなっています。 

 

 

 

 

 

  

持ち家（あ
なたまた
はあなた
の配偶者

名義）

持ち家（親
族名義）

市営・県
営住宅

公社・公
団（ＵＲ）
賃貸住宅

社宅

借家（マン
ションやア
パートな

ど）

間借 その他

全体
(n＝1,188）

72.2% 11.7% 0.2% 0.5% 0.7% 13.8% 0.3% 0.3%

ある
(n＝755）

87.5% 5.0% 0.3% 0.7% 0.5% 5.7% 0.0% 0.0%

ない
(n＝379）

44.6% 24.0% 0.0% 0.3% 1.1% 28.8% 0.8% 0.5%

答えたくない
(n＝33）

51.5% 24.2% 0.0% 0.0% 0.0% 21.2% 0.0% 3.0%

無回答
(n＝21）

52.4% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 23.8% 0.0% 4.8%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

ある
(n＝755）

0.1% 0.1% 0.3% 1.3% 3.8% 7.7% 13.8% 15.5% 16.8% 12.5% 21.3% 4.0%

ない
(n＝379）

1.1% 0.0% 0.8% 6.6% 8.2% 11.3% 14.0% 17.7% 10.0% 8.2% 17.2% 3.2%

答えたくない
(n＝33）

0.0% 3.0% 0.0% 9.1% 6.1% 27.3% 9.1% 12.1% 9.1% 3.0% 6.1% 12.1%

無回答
(n＝21）

0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 4.8% 9.5% 4.8% 19.0% 19.0% 0.0% 4.8% 4.8%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

８２ 

（７-１）借金の種類 

問４９-１ 問４９で「ある」と答えた方にうかがいます。 

どのような借金がありますか。 

 
「住宅ローン」が 89.1%で最も多く、次いで「車のローン」が 23.6%、「国や県の奨学金」が

8.2%となっています。 

 

 

１２ 情報の入手方法に関して 

（１）育児に関する情報の入手先 

問５０ あなたのご家庭では、育児に関する情報をどこから入手していますか。（あてはま

るものすべてに○） 

 
「友人・知人」が 73.8%で最も多く、次いで「その他のインターネット情報」が 48.3%、「保

育園や幼稚園、学校の先生など」が 38.7%となっています。 

  

89.1 

23.6 

8.2 

0.4 

5.6 

0.7 

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

住宅ローン

車のローン

国や県の奨学金

市の入学準備貸付金

その他

無回答

(n=755)

73.8 

48.3 

38.7 

37.1 

31.5 

24.2 

19.5 

18.4 

14.1 

10.4 

6.0 

1.5 

0.8 

2.8 

3.1 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

友人・知人

その他のインターネット情報

保育園や幼稚園、学校の先生など

自分の親

配偶者

兄弟姉妹や親戚

近所の人

その他の冊子、雑誌など

市の子育て関連情報誌

子育て支援センターや児童センター

市ホームページ

行政の窓口、電話相談など

民生委員など地域の人

その他

特にない

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

８３ 

（２）必要とする情報 

問５１ あなたのご家庭では、どのような情報を得たいですか。（あてはまるものすべてに

○） 

 
「子どもの進学や進路について」が 53.0%で最も多く、次いで「習い事や学習塾について」

が 43.5%、「子どものしつけや勉強について」が 40.3%となっています。 

 

 

■①必要とする情報別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53.0 

43.5 

40.3 

39.2 

38.1 

36.6 

31.6 

22.6 

7.2 

1.3 

8.5 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの進学や進路について

習い事や学習塾について

子どものしつけや勉強について

子どもの遊び場や施設について

子どもが参加できるイベントについて

子どもの手当や公的助成について

子どもの発達や病気について

子どもの食事や栄養について

子どもの相談窓口について

その他

特にない

無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

子どもの発達や
病気について
(n＝376）

1.6% 3.2% 1.9% 6.6% 4.3% 6.4% 6.1% 4.0% 9.6% 7.2% 8.5% 7.7% 7.2% 8.8% 6.9% 9.6%

子どもの食事や
栄養について
(n＝268）

1.9% 4.5% 1.1% 6.3% 3.7% 7.8% 6.3% 4.1% 8.6% 6.7% 5.6% 6.3% 8.6% 9.0% 6.7% 11.9%

子どものしつけや
勉強について
(n＝477）

1.9% 4.6% 3.1% 7.1% 4.2% 8.8% 8.4% 6.3% 9.4% 7.3% 7.5% 6.1% 7.1% 6.9% 5.2% 5.0%

子どもの進学や
進路について
(n＝630）

6.7% 9.0% 7.5% 9.5% 7.9% 9.0% 8.6% 6.7% 6.3% 4.6% 5.1% 4.6% 4.3% 4.0% 3.2% 2.2%

習い事や学習塾
について
(n＝516）

2.7% 6.2% 4.8% 8.9% 5.8% 7.9% 6.2% 8.1% 8.5% 6.0% 8.5% 6.4% 6.6% 4.7% 4.3% 3.3%

子どもが参加でき
るイベントについ
て
(n＝452）

1.1% 2.7% 1.8% 3.3% 5.1% 8.0% 6.2% 6.2% 9.7% 7.7% 8.0% 8.4% 8.2% 9.1% 7.5% 6.0%

子どもの遊び場
や施設について
(n＝465）

1.1% 1.5% 0.6% 2.4% 3.7% 7.5% 5.4% 5.6% 9.2% 7.3% 9.0% 9.9% 11.0% 10.3% 8.0% 6.9%

子どもの相談窓
口について
(n＝85）

2.4% 8.2% 2.4% 5.9% 3.5% 9.4% 5.9% 2.4% 10.6% 5.9% 7.1% 7.1% 5.9% 8.2% 8.2% 7.1%

子どもの手当や
公的助成につい
て
(n＝435）

5.7% 5.7% 3.2% 5.3% 4.4% 7.8% 5.7% 5.3% 7.6% 5.3% 8.7% 8.3% 7.8% 6.7% 7.4% 4.8%

その他
(n＝16）

6.3% 12.5% 6.3% 0.0% 6.3% 6.3% 12.5% 6.3% 0.0% 6.3% 0.0% 6.3% 6.3% 6.3% 12.5% 0.0%

特にない
(n＝101）

6.9% 17.8% 7.9% 5.0% 11.9% 7.9% 5.0% 3.0% 4.0% 6.9% 5.0% 5.0% 3.0% 2.0% 3.0% 5.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

８４ 

 

■②必要とする情報別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③必要とする情報別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

子どもの発達や
病気について
(n＝376）

51.9% 46.3% 1.1% 0.3% 0.5%

子どもの食事や
栄養について
(n＝268）

51.1% 45.9% 0.7% 0.4% 1.1%

子どものしつけや
勉強について
(n＝479）

51.8% 45.7% 1.0% 0.2% 0.8%

子どもの進学や
進路について
(n＝630）

48.3% 49.5% 1.4% 0.0% 0.5%

習い事や学習塾
について
(n＝517）

48.5% 48.9% 1.4% 0.0% 0.8%

子どもが参加でき
るイベントについ
て
(n＝453）

48.6% 50.3% 0.2% 0.0% 0.7%

子どもの遊び場
や施設について
(n＝466）

50.9% 47.4% 0.9% 0.0% 0.4%

子どもの相談窓
口について
(n＝85）

47.1% 51.8% 0.0% 1.2% 0.0%

子どもの手当や
公的助成につい
て
(n＝435）

48.7% 49.9% 0.9% 0.2% 0.2%

その他
(n＝16）

62.5% 31.3% 6.3% 0.0% 0.0%

特にない
(n＝101）

56.4% 40.6% 1.0% 1.0% 1.0%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

子どもの発達や
病気について
(n＝376）

0.3% 0.3% 0.5% 3.7% 4.0% 10.4% 17.0% 17.0% 14.6% 12.2% 13.8% 3.7%

子どもの食事や
栄養について
(n＝268）

0.4% 0.4% 0.7% 3.0% 2.6% 11.9% 15.7% 19.4% 13.4% 11.9% 13.8% 4.1%

子どものしつけや
勉強について
(n＝479）

0.2% 0.2% 0.8% 3.1% 3.3% 10.4% 16.3% 18.6% 13.8% 10.4% 16.5% 3.5%

子どもの進学や
進路について
(n＝630）

0.5% 0.3% 0.2% 3.8% 4.9% 9.2% 13.2% 14.8% 14.4% 12.7% 19.8% 4.0%

習い事や学習塾
について
(n＝517）

0.6% 0.0% 0.4% 2.9% 4.3% 8.5% 17.0% 16.2% 15.3% 10.4% 18.4% 3.1%

子どもが参加でき
るイベントについ
て
(n＝453）

0.2% 0.2% 0.0% 3.3% 4.2% 9.3% 17.2% 16.3% 16.6% 9.9% 16.3% 2.9%

子どもの遊び場
や施設について
(n＝466）

0.4% 0.0% 0.4% 2.8% 4.1% 11.2% 16.3% 16.7% 15.2% 10.3% 16.3% 2.4%

子どもの相談窓
口について
(n＝85）

0.0% 0.0% 1.2% 7.1% 3.5% 8.2% 18.8% 20.0% 12.9% 10.6% 12.9% 2.4%

子どもの手当や
公的助成につい
て
(n＝435）

0.2% 0.2% 0.5% 5.1% 6.7% 11.5% 15.6% 17.7% 15.2% 9.4% 12.6% 2.3%

その他
(n＝16）

0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 25.0% 12.5% 12.5% 6.3% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0%

特にない
(n＝101）

0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 5.0% 8.9% 7.9% 15.8% 13.9% 6.9% 25.7% 10.9%



Ⅱ 調査結果の分析 

８５ 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「子どもの発達や病気について」が「2歳」～「7歳」で他の年齢と比較して多くなってい

ます。 

「子どもの食事や病気について」が「0歳」、「2歳」、「3歳」、「7歳」で他の年齢と比

較して多くなっています。 

「子どものしつけや勉強について」が「7歳」、「9歳」、「10歳」で他の年齢と比較して

多くなっています。 

「子どもの進学や進路について」が「9歳」、「10 歳」、「12歳」、「14歳」で他の年齢と

比較して多くなっています。 

「習い事や学習塾について」が「12歳」、「7歳」、「8歳」、「10 歳」で他の年齢と比較

して多くなっています。 

「子どもが参加できるイベントについて」が「2歳」～「7歳」で他の年齢と比較して多くな

っています。 

「子どもの遊びや施設について」が「1歳」～「7歳」で他の年齢と比較して多くなっていま

す。 

「子どもの相談窓口について」が「7歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「子どもの手当や公的助成について」が「1 歳」、「3歳」～「5歳」での年齢と比較して多

くなっています。 

②子育ての中心者は、「子どもの進学や進路について」、「習い事や学習塾について」、「子

どもが参加できるイベントについて」、「子どもの相談窓口について」、「子どもの手当や

公的助成について」で「主に母親」が最も多く、他の情報は「父母ともに」が最も多くなっ

ています。 

③「子どもの発達や病気について」が「400 万円」～「700 万円未満」で他の世帯収入と比較

して多くなっています。 

「子どもの食事や栄養について」が「500～600万円未満」で他の年齢と比較して多くなってい

ます。 

「子どものしつけや勉強について」は「500～600 万円未満」で他の年齢と比較して多くなって

いますが、「子どもの進学や進路について」及び「習い事や学習塾について」は「800 万円

以上」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「子どもが参加できるイベントについて」及び「子どもの手当や公的助成について」は「400

万円」～「700万円未満」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「子どもの遊びや施設について」及び「子どもの相談窓口について」は「400万円」～「600

万円未満」で他の年齢と比較して多くなっています。 

 

 

  



Ⅱ 調査結果の分析 

 

８６ 

１３ 公的・社会的サービスの利用に関して 

（１）公的・社会的サービスの利用 

問５２ あなたは次の公的・社会的サービスを利用したことがありますか。（あてはまるも

のすべてに○） 

 
「子育て支援センター」が 46.0%で最も多く、次いで「歯っぴー教室」が 45.0%、「母子愛育

会の参加」が 34.2%となっています。 

 

 

  

46.0 

45.0 

34.2 

33.5 

25.5 

22.3 

17.8 

14.1 

11.9 

9.0 

7.2 

7.1 

4.5 

4.4 

3.5 

2.4 

1.8 

1.6 

1.5 

1.5 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.5 

0.4 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

2.6 

14.1 

0% 20% 40% 60% 80%

子育て支援センター

歯っぴー教室

母子愛育会の参加

児童扶養手当

子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま

幼稚園就園奨励費

両親学級

家庭教育学級

保育園の交流会

就学援助

ファミリー・サポート・センター

保育園の一時預かり

放課後子供教室

子育てサークル

障がいや難病による手当

家庭児童相談

埼玉県中央児童相談所

発達支援センター

スクールカウンセラー

心のホット相談員

子育て世代包括支援センター

緊急サポートセンター（病児・病後児保育事業）

生活保護

退職教員による定期的補充学習の推進、学習支援

家庭訪問型子育て支援 ホームスタート

高等職業訓練促進給付金等の助成

自立支援教育訓練給付金の助成

コミュニティ・スクール

スクールソーシャルワーカー

子どもスマイルネット

その他

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

８７ 

 

■①公的・社会的サービスの利用(上位 10位)別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②公的・社会的サービスの利用(上位 10位)別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

子育て支援センター
(n＝547）

53.4% 45.5% 0.4% 0.0% 0.4%

歯っぴー教室
(n＝535）

50.7% 47.9% 0.4% 0.0% 0.2%

母子愛育会の参加
(n＝406）

53.7% 44.6% 0.2% 0.0% 0.2%

児童扶養手当
(n＝398）

43.5% 54.3% 1.0% 0.0% 0.5%

子育て広場・ぽこ、
つどいの広場・おひ
さま(n＝303）

50.8% 47.5% 0.0% 0.0% 0.7%

幼稚園就園奨励費
(n＝265）

48.3% 50.2% 0.4% 0.0% 0.0%

両親学級
(n＝212）

53.8% 44.8% 0.5% 0.0% 0.0%

家庭教育学級
(n＝168）

52.4% 45.8% 1.2% 0.0% 0.0%

保育園の交流会
(n＝141）

54.6% 44.7% 0.7% 0.0% 0.0%

就学援助
(n＝107）

29.0% 68.2% 0.9% 0.9% 0.0%

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

子育て支援セン
ター(n＝545）

2.4% 5.1% 4.2% 7.0% 6.8% 7.7% 6.4% 6.1% 7.9% 5.7% 7.9% 6.8% 6.8% 7.5% 6.6% 4.6%

歯っぴー教室
(n＝534）

2.4% 5.4% 4.1% 4.9% 5.4% 8.8% 5.6% 4.7% 9.4% 6.0% 8.6% 9.0% 8.2% 9.2% 4.1% 3.2%

母子愛育会の参
加(n＝406）

4.7% 8.9% 6.2% 7.9% 6.7% 6.4% 6.9% 4.4% 8.6% 5.4% 5.9% 5.7% 5.4% 7.6% 4.4% 3.9%

児童扶養手当
(n＝397）

7.1% 8.3% 5.8% 7.1% 7.8% 9.1% 6.3% 4.0% 5.8% 4.0% 6.3% 5.8% 6.0% 5.5% 5.3% 5.0%

子育て広場・ぽ
こ、つどいの広
場・おひさま
(n＝303）

1.0% 3.0% 2.3% 4.3% 6.3% 7.3% 6.6% 7.9% 8.3% 6.3% 9.6% 7.9% 6.9% 11.2% 6.6% 4.0%

幼稚園就園奨励
費(n＝265）

1.9% 5.7% 4.2% 5.7% 6.8% 10.2% 8.3% 4.9% 12.1% 6.0% 12.5% 7.5% 6.8% 3.4% 2.3% 1.5%

両親学級
(n＝212）

3.3% 5.7% 3.8% 5.7% 7.1% 8.5% 8.0% 4.2% 7.5% 6.1% 8.5% 4.7% 6.1% 7.1% 6.1% 6.1%

家庭教育学級
(n＝168）

6.0% 13.7% 9.5% 10.7% 8.3% 13.7% 10.1% 6.5% 8.3% 3.0% 3.6% 2.4% 0.0% 1.8% 1.2% 0.0%

保育園の交流会
(n＝141）

4.3% 7.8% 6.4% 5.7% 7.8% 5.7% 2.8% 6.4% 6.4% 8.5% 9.2% 4.3% 6.4% 7.8% 8.5% 1.4%

就学援助
(n＝107）

7.5% 14.0% 5.6% 6.5% 12.1% 10.3% 6.5% 7.5% 8.4% 3.7% 4.7% 3.7% 5.6% 0.9% 1.9% 0.9%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

８８ 

 

■③公的・社会的サービスの利用(上位 10位)別小学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■④公的・社会的サービスの利用(上位 10位)別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 0.0%

子育て支援センター
(n＝547）

0.2% 0.0% 0.4% 1.8% 3.7% 10.1% 15.2% 16.5% 16.6% 12.1% 17.4% 0.0%

歯っぴー教室
(n＝535）

0.2% 0.0% 0.4% 1.5% 4.1% 10.7% 13.6% 15.7% 17.6% 11.2% 18.3% 47.0%

母子愛育会の参加
(n＝406）

0.2% 0.2% 0.2% 1.5% 3.4% 11.1% 12.8% 16.3% 15.8% 12.8% 18.7% 19.0%

児童扶養手当
(n＝398）

1.0% 0.5% 1.3% 6.0% 7.5% 11.8% 9.8% 16.8% 13.6% 10.8% 15.8% 18.0%

子育て広場・ぽこ、
つどいの広場・おひ
さま
(n＝303）

0.3% 0.0% 0.3% 2.0% 4.0% 10.6% 15.8% 16.2% 17.5% 10.9% 17.2% 14.0%

幼稚園就園奨励費
(n＝265）

0.0% 0.0% 1.1% 2.3% 6.0% 12.8% 19.2% 14.7% 16.2% 12.5% 10.2% 8.0%

両親学級
(n＝212）

0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 4.7% 11.8% 11.3% 16.5% 16.0% 12.3% 19.3% 8.0%

家庭教育学級
(n＝168）

0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 2.4% 8.9% 14.9% 14.3% 13.7% 11.3% 25.6% 5.0%

保育園の交流会
(n＝141）

0.0% 0.0% 0.7% 3.5% 2.8% 9.9% 15.6% 16.3% 12.8% 12.8% 21.3% 8.0%

就学援助
(n＝107）

0.9% 0.9% 2.8% 16.8% 20.6% 20.6% 16.8% 3.7% 4.7% 2.8% 3.7% 9.0%

蓮田南
小学校区

蓮田北
小学校区

平野
小学校区

黒浜
小学校区

蓮田中央
小学校区

黒浜西
小学校区

黒浜南
小学校区

黒浜北
小学校区

全体
(n＝1,188）

25.6% 6.8% 6.5% 11.1% 21.7% 10.2% 9.3% 7.7%

子育て支援センター
(n＝547）

25.0% 8.0% 7.3% 12.4% 20.1% 8.2% 10.4% 7.7%

歯っぴー教室
(n＝535）

24.7% 5.0% 6.2% 12.7% 22.8% 7.9% 10.3% 9.7%

母子愛育会の参加
(n＝406）

24.1% 8.4% 6.9% 12.1% 23.2% 7.9% 9.1% 7.9%

児童扶養手当
(n＝398）

26.1% 6.5% 7.0% 12.1% 17.3% 12.8% 9.3% 7.8%

子育て広場・ぽこ、
つどいの広場・おひ
さま
(n＝303）

19.8% 9.2% 7.9% 12.5% 17.2% 15.8% 7.3% 9.6%

幼稚園就園奨励費
(n＝265）

21.9% 5.7% 8.7% 13.2% 21.1% 9.1% 12.5% 7.5%

両親学級
(n＝212）

25.9% 7.1% 4.2% 15.1% 17.9% 8.0% 10.8% 9.0%

家庭教育学級
(n＝168）

16.1% 8.3% 5.4% 11.3% 25.0% 5.4% 13.7% 14.3%

保育園の交流会
(n＝141）

29.1% 5.7% 6.4% 8.5% 22.0% 5.7% 14.2% 8.5%

就学援助
(n＝107）

16.8% 9.3% 11.2% 15.9% 14.0% 15.9% 11.2% 5.6%



Ⅱ 調査結果の分析 

８９ 

 

■⑤公的・社会的サービスの利用(上位 10位)別きょうだいの人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「子育て支援センター」は「5歳」、「7歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「歯っぴー教室」は「2歳」～「7歳」、「10歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「母子愛育会の参加」は「7歳」、「14歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「児童扶養手当」は「10 歳」、「14歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま」は「2歳」で他の年齢と比較して多くなって

います。 

「幼稚園就園奨励費」は「5歳」、「7歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「両親学級」は「5歳」、「10歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「家庭教育学級」は「10 歳」、「14歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「保育園の交流会」は「5歳」、「6歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「就学援助」は「14歳」、「11歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

②子育ての中心者は、「児童扶養手当」、「幼稚園就園奨励費」、「就学援助」で「主に母

親」が最も多くなっています。 

③小学校区は、「家庭教育学級」が「蓮田中央小学校区」で最も多くなっています。 

④「子育て支援センター」、「母子愛育会の参加」、「子育て広場・ぽこ、つどいの広場・お

ひさま」が「500 万円以上」～「700 万円未満」と「800万円以上」で他の年齢と比較して多

くなっています。 

「歯っぴー教室」が「600～700万円未満」、「800 万円以上」で他の年齢と比較して多くな

っています。 

「両親学級」、「家庭教育学級」、「保育園の交流会」が「800万円以上」で他の年齢と比

較して多くなっています。 

⑤「保育園の一時預かり」、「就学援助」、「幼稚園就園奨励費」で「3人」が多くなってい

ます。 

 

  

1人 2人 3人 4人以上

全体
(n＝1,125） 22.7% 50.8% 19.6% 3.0%

子育て支援センター
(n＝521）

20.5% 53.4% 20.7% 2.1%

歯っぴー教室
(n＝517）

16.6% 55.1% 22.8% 2.9%

母子愛育会の参加
(n＝395）

15.2% 52.2% 28.1% 2.8%

児童扶養手当
(n＝375）

26.7% 46.9% 20.0% 3.5%

子育て広場・ぽこ、
つどいの広場・おひ
さま(n＝290）

22.1% 52.8% 19.7% 2.8%

幼稚園就園奨励費
(n＝259）

15.4% 49.0% 30.1% 3.1%

両親学級
(n＝201）

21.4% 55.2% 17.9% 2.0%

保育園の交流会
(n＝134）

20.1% 47.8% 25.4% 3.7%

就学援助
(n＝107）

16.8% 43.0% 31.8% 6.5%

保育園の一時預かり
(n＝83）

14.5% 45.8% 33.7% 3.6%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

９０ 

（１-１）満足度の高い公的・社会的サービス 

問５２-１ 問５２の選択肢のうち、満足度の高い公的・社会的サービスを５つまで選んでく

ださい。 

 
「子育て支援センター」が 22.8%で最も多く、次いで「児童扶養手当」が 18.1%、「子育て広

場・ぽこ、つどいの広場・おひさま」が 13.6%となっています。  

22.8 

18.1 

13.6 

13.2 

13.2 

9.8 

6.8 

6.4 

5.3 

4.6 

4.0 

3.7 

3.5 

2.7 

1.9 

1.5 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.0 

0.8 

0.8 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.0 

1.3 

50.4 

0% 20% 40% 60%

子育て支援センター

児童扶養手当

子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま

幼稚園就園奨励費

歯っぴー教室

母子愛育会の参加

就学援助

両親学級

家庭教育学級

ファミリー・サポート・センター

保育園の一時預かり

障がいや難病による手当

保育園の交流会

放課後子供教室

子育てサークル

スクールカウンセラー

家庭児童相談

緊急サポートセンター（病児・病後児保育事業）

心のホット相談員

生活保護

発達支援センター

家庭訪問型子育て支援 ホームスタート

退職教員による定期的補充学習の推進、学習支援

埼玉県中央児童相談所

高等職業訓練促進給付金等の助成

スクールソーシャルワーカー

自立支援教育訓練給付金の助成

子育て世代包括支援センター

子どもスマイルネット

コミュニティ・スクール

その他

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

９１ 

 

■①満足度の高い公的・社会的サービス(上位 5位)別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②満足度の高い公的・社会的サービス別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③満足度の高い公的・社会的サービス別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「児童扶養手当」は「11歳」、「14歳」、「15歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま」は「2歳」、「1歳」で他の年齢と比較して

多くなっています。 

「子育て支援センター」は「2歳」、「7歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「母子愛育会の参加」は、「14歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

②子育ての中心者は、「児童扶養手当」、「幼稚園就園奨励費」は「主に母親」が他の子育て

の中心者と比較して多く、「子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま」、「子育て支援

センター」及び「母子愛育会の参加」は「父母ともに」が他の子育ての中心者と比較して多

くなっています。 

③「児童扶養手当」は「500～600万円未満で他の世帯年収と比較して多くなっています。 

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

児童扶養手当
(n＝214）

8.4% 8.4% 5.6% 6.5% 8.4% 7.9% 7.9% 2.8% 5.1% 3.3% 7.9% 6.5% 4.7% 6.1% 5.1% 4.2%

幼稚園就園奨
励費(n＝157）

1.3% 1.9% 4.5% 8.3% 6.4% 8.3% 8.3% 5.7% 12.1% 7.6% 14.6% 7.6% 5.7% 3.2% 1.9% 1.9%

子育て広場・
ぽこ、つどいの
広場・おひさま
(n＝162）

0.6% 1.9% 1.9% 2.5% 5.6% 7.4% 5.6% 7.4% 8.0% 6.2% 9.9% 8.0% 6.8% 11.7% 10.5% 4.9%

子育て支援セ
ンター(n＝
269）

2.2% 4.5% 3.3% 6.3% 4.5% 7.8% 4.8% 6.3% 8.2% 7.4% 7.1% 6.7% 6.7% 8.6% 7.8% 7.1%

母子愛育会の
参加(n＝115）

4.3% 9.6% 6.1% 3.5% 5.2% 6.1% 7.8% 3.5% 7.0% 5.2% 7.8% 7.8% 6.1% 7.8% 5.2% 6.1%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

児童扶養手当
(n＝203）

47.9% 49.8% 0.5% 0.5% 0.0%

幼稚園就園奨
励費(n＝151）

45.2% 52.2% 0.6% 0.0% 0.0%

子育て広場・
ぽこ、つどいの
広場・おひさま
(n＝162）

52.5% 45.1% 0.0% 0.0% 0.6%

子育て支援セ
ンター(n＝
256）

54.6% 44.3% 0.0% 0.0% 0.4%

母子愛育会の
参加(n＝113）

58.6% 38.8% 0.0% 0.0% 0.9%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

児童扶養手当
(n＝215）

0.5% 0.5% 0.9% 7.4% 10.2% 11.6% 10.7% 17.7% 11.6% 10.2% 15.8% 0.9%

幼稚園就園奨
励費(n＝157）

0.0% 0.0% 0.6% 2.5% 7.0% 12.7% 17.8% 15.9% 12.1% 17.8% 10.2% 1.9%

子育て広場・
ぽこ、つどいの
広場・おひさま
(n＝162）

0.0% 0.0% 0.6% 1.9% 4.3% 13.0% 12.3% 18.5% 17.3% 11.1% 16.7% 3.1%

子育て支援セ
ンター(n＝
271）

0.0% 0.0% 0.4% 2.2% 4.1% 12.5% 14.0% 16.6% 14.4% 14.4% 16.6% 3.3%

母子愛育会の
参加(n＝116）

0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.9% 12.9% 15.5% 17.2% 15.5% 12.9% 18.1% 1.7%

歯っぴー教室
(n＝157）

1.0% 0.0% 0.0% 2.0% 7.0% 19.0% 20.0% 19.0% 20.0% 23.0% 38.0% 6.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

９２ 

「幼稚園就園奨励費」は、「400～500万円未満」及び「700～800 万円未満」が他の世帯年収

と比較して多くなっています。 

「子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま」は「500～600 万円未満」で他の世帯年収と比

較して多くなっています。 

「子育て支援センター」は「500～600万円未満」及び「800 万円以上」が他の世帯年収と比較

して多くなっています。 

「母子愛育会の参加」は、「800万円以上」が他の世帯年収と比較して多くなっています。 

「歯っぴー教室」は、「800万円以上」で他の世帯年収と比較して多くなっています。 

 

（１-２）満足度の低い公的・社会的サービス 

問５２-２ 問５２の選択肢のうち、満足度の低い公的・社会的サービスを５つまで選んでく

ださい。 

 
「母子愛育会の参加」が 3.5%で最も多く、次いで「歯っぴー教室」が 2.3%、「子育て支援セ

ンター」が 2.2%となっています。 

  

3.5 

2.3 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.6 

1.5 

1.4 

1.2 

1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.1 

85.0 

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

母子愛育会の参加

歯っぴー教室

子育て支援センター

児童扶養手当

子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま

保育園の一時預かり

心のホット相談員

ファミリー・サポート・センター

両親学級

幼稚園就園奨励費

子育てサークル

スクールカウンセラー

放課後子供教室

保育園の交流会

子どもスマイルネット

緊急サポートセンター（病児・病後児保育事業）

家庭教育学級

退職教員による定期的補充学習の推進、学習支援

コミュニティ・スクール

生活保護

子育て世代包括支援センター

埼玉県中央児童相談所

発達支援センター

障がいや難病による手当

スクールソーシャルワーカー

自立支援教育訓練給付金の助成

就学援助

家庭児童相談

高等職業訓練促進給付金等の助成

家庭訪問型子育て支援 ホームスタート

その他

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

９３ 

 

■①満足度の低い公的・社会的サービス別年齢(回答数 20件以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②満足度の低い公的・社会的サービス別きょうだいの人数(回答数 20件以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③満足度の低い公的・社会的サービス×子育ての中心者クロス(回答数 20件以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■④満足度の低い公的・社会的サービス別小学校区(回答数 20件以上) 

 

 

 

 

 

  

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

児童扶養手当
(n＝22）

4.5% 9.1% 0.0% 4.5% 4.5% 13.6% 9.1% 4.5% 0.0% 4.5% 13.6% 9.1% 4.5% 13.6% 4.5% 0.0%

子育て広場・
ぽこ、つどいの
広場・おひさま
(n＝21）

4.8% 4.8% 9.5% 4.8% 9.5% 4.8% 4.8% 0.0% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 0.0% 14.3% 4.8% 0.0%

子育て支援セ
ンター(n＝26）

3.8% 3.8% 0.0% 0.0% 3.8% 3.8% 7.7% 11.5% 15.4% 3.8% 11.5% 3.8% 3.8% 15.4% 3.8% 0.0%

母子愛育会の
参加(n＝41）

4.9% 4.9% 2.4% 9.8% 0.0% 12.2% 9.8% 2.4% 12.2% 9.8% 2.4% 9.8% 7.3% 4.9% 4.9% 2.4%

歯っぴー教室
(n＝27）

7.4% 3.7% 3.7% 7.4% 0.0% 3.7% 3.7% 3.7% 11.1% 7.4% 18.5% 3.7% 3.7% 18.5% 3.7% 0.0%

保育園の一時
預かり(n＝21）

0.0% 4.8% 4.8% 4.8% 0.0% 19.0% 14.3% 4.8% 0.0% 4.8% 4.8% 14.3% 4.8% 4.8% 9.5% 4.8%

心のホット相談
員(n＝21）

9.5% 9.5% 0.0% 9.5% 9.5% 4.8% 14.3% 0.0% 4.8% 9.5% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 9.5% 0.0%

1人 2人 3人 4人以上

全体
(n＝1,188）

21.5% 48.1% 18.6% 2.9%

児童扶養手当
(n＝21）

9.5% 38.1% 47.6% 4.8%

子育て広場・
ぽこ、つどいの
広場・おひさま
(n＝20）

15.0% 60.0% 25.0% 0.0%

子育て支援セ
ンター(n＝25）

20.0% 64.0% 12.0% 0.0%

母子愛育会の
参加(n＝40）

27.5% 37.5% 32.5% 0.0%

歯っぴー教室
(n＝26）

34.6% 50.0% 15.4% 0.0%

保育園の一時
預かり(n＝20）

20.0% 60.0% 15.0% 0.0%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

児童扶養手当
(n＝22）

36.4% 59.1% 4.5% 0.0% 0.0%

子育て広場・
ぽこ、つどいの
広場・おひさま
(n＝21）

42.9% 52.4% 0.0% 0.0% 4.8%

子育て支援セ
ンター(n＝26）

38.5% 57.7% 0.0% 0.0% 3.8%

母子愛育会の
参加(n＝41）

26.8% 73.2% 0.0% 0.0% 0.0%

歯っぴー教室
(n＝27）

44.4% 55.6% 0.0% 0.0% 0.0%

保育園の一時
預かり(n＝21）

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

心のホット相談
員(n＝21）

47.6% 52.4% 0.0% 0.0% 0.0%

蓮田南
小学校区

蓮田北
小学校区

平野
小学校区

黒浜
小学校区

蓮田中央
小学校区

黒浜西
小学校区

黒浜南
小学校区

黒浜北
小学校区

全体
(n＝1,188）

25.6% 6.8% 6.5% 11.1% 21.7% 10.2% 9.3% 7.7%

児童扶養手当
(n＝22）

9.1% 13.6% 0.0% 22.7% 18.2% 4.5% 18.2% 13.6%

子育て支援セ
ンター(n＝26）

26.9% 0.0% 7.7% 11.5% 34.6% 3.8% 3.8% 11.5%

母子愛育会の
参加(n＝41）

19.5% 4.9% 7.3% 14.6% 36.6% 7.3% 9.8% 0.0%

歯っぴー教室
(n＝27）

22.2% 7.4% 3.7% 11.1% 25.9% 11.1% 3.7% 14.8%

保育園の一時
預かり(n＝21）

33.3% 9.5% 0.0% 14.3% 19.0% 9.5% 4.8% 9.5%

心のホット相談
員(n＝21）

14.3% 14.3% 4.8% 1.0% 6.0% 3.0% 3.0% 1.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

９４ 

 

■⑤満足度の低い公的・社会的サービス別世帯収入(回答数 20件以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「児童扶養手当」は「2歳」、「5歳」及び「10 歳」で他の年齢と比較して多くなっていま

す。 

「子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま」は「2歳」で他の年齢と比較して多くなって

います。 

「子育て支援センター」は「2歳」、「7歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「母子愛育会の参加」は、「7歳」及び「10 歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「歯っぴー教室」は、「2歳」、「5歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「保育園の一時預かり」は、「10歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「心のホット相談員」は、「9歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

②「児童扶養手当」は「3人」が多くなっています。 

③子育ての中心者は、「保育園の一時預かり」で「父母ともに」が他の子育ての中心者と比較

して多く、「保育園の一時預かり」以外は「主に母親」が他の子育ての中心者と比較して多

くなっています。 

④「児童扶養手当」で「黒浜小学校区」、「子育て支援センター」、「母子愛育会の参加」及

び「歯っぴー教室」は「蓮田中央小学校区」、「保育園の一時預かり」は、「蓮田南小学校

区」、「心のホット相談員」は「蓮田南小学校区」及び「蓮田北小学校区」がそれぞれ他の

小学校区と比較して多くなっています。 

⑤「児童扶養手当」は「300～400万円未満」及び「600～700 万円未満」が他の世帯年収と比

較して多くなっています。 

「子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま」と「子育て支援センター」は「800 万円以

上」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「母子愛育会の参加」は、「500～600万円未満」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「歯っぴー教室」は、「300～400万円未満」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「保育園の一時預かり」は、「600～700万円未満」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「心のホット相談員」は、「200～300万円未満」が他の年齢と比較して多くなっています。 

 

  

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わからない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

児童扶養手当
(n＝22）

0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 9.1% 27.3% 4.5% 4.5% 27.3% 4.5% 9.1% 9.1%

子育て広場・
ぽこ、つどいの
広場・おひさま
(n＝21）

0.0% 0.0% 0.0% 9.5% 9.5% 14.3% 4.8% 14.3% 14.3% 4.8% 19.0% 9.5%

子育て支援セ
ンター(n＝26）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 15.4% 0.0% 15.4% 19.2% 7.7% 23.1% 7.7%

母子愛育会の
参加(n＝41）

0.0% 0.0% 0.0% 7.3% 9.8% 17.1% 14.6% 19.5% 7.3% 9.8% 9.8% 4.9%

歯っぴー教室
(n＝27）

0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 11.1% 22.2% 11.1% 11.1% 11.1% 14.8% 7.4% 3.7%

保育園の一時
預かり(n＝21）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 0.0% 23.8% 4.8%

心のホット相談
員(n＝21）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.8% 9.5% 9.5% 14.3% 14.3% 9.5% 14.3% 4.8%



Ⅱ 調査結果の分析 

９５ 

（２）必要かつ重要な支援 

問５３ あなたや宛て名のお子さんが現在必要としていること、重要だと思う支援はどのよ

うなことですか。（あてはまるものすべてに○） 

 
「宛て名のお子さんの就学にかかる費用が軽減されること」が 45.5%で最も多く、次いで

「宛て名のお子さんが受けられる無料（低額）の学習支援制度」が 32.4%、「あなたがストレ

スを発散できる場所、機会が提供されること」が 21.0%となっています。 

  

45.5 

32.4 

21.0 

19.2 

17.4 

13.8 

12.3 

8.6 

7.9 

6.5 

5.6 

3.9 

3.2 

20.1 

6.1 

0% 20% 40% 60%

宛て名のお子さんの就学にかかる

費用が軽減されること

宛て名のお子さんが受けられる無料

（低額）の学習支援制度

あなたがストレスを発散できる場所、

機会が提供されること

あなたが病気や出産、事故などの事情が

あったときに一時的に子どもを預けられること

宛て名のお子さんのことや生活の

ことなど悩み事を相談できること

あなたが同じような悩みを持った

人同士で知り合えること

住宅を探したり住宅費を軽減したり

するために支援が受けられること

あなたの就職のための支援が受けられること

宛て名のお子さんの居場所づくり

宛て名のお子さんの病気や障がいのことなどについ

て専門的な支援が受けられること

あなたが離婚のことや養育費のことなどについて

専門的な支援が受けられること

あなたが一時的に必要となる資金を借りられること

その他

特にない

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

 

９６ 

 

■①必要かつ重要な支援別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188） 5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

宛て名のお子さんのことや
生活のことなど悩み事を相
談できること(n＝207）

3.4% 4.3% 4.3% 8.7% 3.9% 7.2% 10.6% 3.9% 10.1% 7.2% 3.4% 5.3% 6.3% 7.7% 6.3% 6.3%

あなたが同じような悩みを
持った人同士で知り合える
こと(n＝164）

3.7% 5.5% 2.4% 4.9% 2.4% 8.5% 7.9% 3.7% 9.8% 7.3% 6.1% 6.7% 7.3% 5.5% 9.8% 7.9%

あなたが離婚のことや養育
費のことなどについて専門
的な支援が受けられること
(n＝65）

7.7% 9.2% 10.8% 12.3% 6.2% 4.6% 6.2% 4.6% 7.7% 6.2% 6.2% 4.6% 3.1% 3.1% 6.2% 0.0%

宛て名のお子さんの病気や
障がいのことなどについて
専門的な支援が受けられる
こと(n＝77）

6.5% 9.1% 0.0% 2.6% 5.2% 13.0% 7.8% 7.8% 3.9% 6.5% 5.2% 6.5% 9.1% 5.2% 6.5% 3.9%

あなたの就職のための支援
が受けられること(n＝102） 6.9% 7.8% 4.9% 2.9% 5.9% 6.9% 5.9% 2.9% 4.9% 7.8% 6.9% 7.8% 8.8% 6.9% 7.8% 4.9%

住宅を探したり住宅費を軽
減したりするために支援が
受けられること(n＝145）

5.5% 6.9% 4.8% 5.5% 4.8% 5.5% 6.2% 3.4% 4.8% 8.3% 6.9% 8.3% 6.2% 10.3% 7.6% 4.8%

あなたが病気や出産、事故
などの事情があったときに
一時的に子どもを預けられ
ること(n＝228）

1.8% 2.2% 0.9% 3.5% 6.6% 3.9% 7.0% 4.4% 9.2% 7.9% 6.1% 8.8% 10.5% 10.1% 6.1% 9.6%

宛て名のお子さんの就学に
かかる費用が軽減されるこ
と(n＝540）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

宛て名のお子さんが受けら
れる無料（低額）の学習支
援制度(n＝384）

5.5% 6.5% 4.7% 7.0% 6.0% 8.9% 7.0% 3.6% 7.3% 4.9% 8.6% 6.3% 6.3% 5.7% 5.7% 4.7%

宛て名のお子さんの居場所
づくり(n＝94） 1.1% 2.1% 2.1% 7.4% 5.3% 6.4% 10.6% 3.2% 5.3% 10.6% 13.8% 7.4% 6.4% 2.1% 6.4% 8.5%

あなたが一時的に必要とな
る資金を借りられること
(n＝46）

13.0% 8.7% 4.3% 10.9% 10.9% 4.3% 6.5% 4.3% 10.9% 2.2% 4.3% 6.5% 0.0% 8.7% 2.2% 2.2%

あなたがストレスを発散でき
る場所、機会が提供される
こと(n＝250）

5.6% 3.6% 2.0% 5.6% 4.4% 5.2% 7.2% 2.4% 8.8% 6.0% 8.8% 6.4% 8.4% 8.4% 10.8% 6.0%

その他(n＝38） 7.9% 7.9% 2.6% 0.0% 0.0% 18.4% 7.9% 7.9% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 7.9% 2.6% 13.2% 2.6%

特にない(n＝239） 2.9% 11.7% 7.1% 5.0% 10.5% 6.7% 7.9% 8.8% 9.2% 5.4% 6.7% 5.4% 3.3% 3.3% 1.3% 4.2%



Ⅱ 調査結果の分析 

９７ 

 

■②必要かつ重要な支援別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

父母
ともに

主に
母親

主に
父親

主に
祖父母

その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

宛て名のお子さんのことや生活のことなど悩み
事を相談できること
(n＝207）

45.9% 50.2% 1.4% 0.5% 1.4%

あなたが同じような悩みを持った人同士で知り
合えること
(n＝164）

44.5% 54.3% 0.6% 0.0% 0.6%

あなたが離婚のことや養育費のことなどについ
て専門的な支援が受けられること
(n＝66）

24.2% 72.7% 0.0% 1.5% 0.0%

宛て名のお子さんの病気や障がいのことなど
について専門的な支援が受けられること
(n＝77）

40.3% 59.7% 0.0% 0.0% 0.0%

あなたの就職のための支援が受けられること
(n＝102）

41.2% 57.8% 0.0% 0.0% 1.0%

住宅を探したり住宅費を軽減したりするために
支援が受けられること
(n＝146）

42.5% 53.4% 2.1% 0.0% 2.1%

あなたが病気や出産、事故などの事情があっ
たときに一時的に子どもを預けられること
(n＝228）

42.5% 55.7% 0.4% 0.0% 0.9%

宛て名のお子さんの就学にかかる費用が軽減
されること
(n＝541）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

宛て名のお子さんが受けられる無料（低額）の
学習支援制度
(n＝385）

46.2% 51.2% 0.8% 0.3% 1.0%

宛て名のお子さんの居場所づくり
(n＝94）

43.6% 53.2% 1.1% 1.1% 1.1%

あなたが一時的に必要となる資金を借りられる
こと
(n＝46）

45.7% 52.2% 2.2% 0.0% 0.0%

あなたがストレスを発散できる場所、機会が提
供されること
(n＝250）

44.8% 52.4% 1.6% 0.8% 0.4%

その他
(n＝38）

55.3% 42.1% 2.6% 0.0% 0.0%

特にない
(n＝239）

53.1% 43.9% 0.8% 0.4% 0.8%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

９８ 

 

■③必要かつ重要な支援別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「宛て名のお子さんのことや生活のことなど悩み事を相談できること」が「9歳」で他の年

齢と比較して多くなっています。 

「あなたが同じような悩みを持った人同士で知り合えること」は、「7歳」で他の年齢と比較

して多くなっています。 

「あなたが離婚のことや養育費のことなどについて専門的な支援が受けられること」は、「12

歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「宛て名のお子さんの病気や障がいのことなどについて専門的な支援が受けられること」は、

「10歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「あなたの就職のための支援が受けられること」は、「3歳」で他の年齢と比較して多くなっ

ています。 

「住宅を探したり住宅費を軽減したりするために支援が受けられること」は、「2歳」で他の

年齢と比較して多くなっています。 

「あなたが病気や出産、事故などの事情があったときに一時的に子どもを預けられること」

は、「3歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「宛て名のお子さんの就学にかかる費用が軽減されること」は、回答がありませんでした。 

「宛て名のお子さんが受けられる無料（低額）の学習支援制度」は、「10 歳」で他の年齢と比

較して多くなっています。 

「宛て名のお子さんの居場所づくり」は、「5歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

宛て名のお子さんのことや
生活のことなど悩み事を相
談できること(n＝207）

0.0% 0.5% 0.5% 5.8% 5.8% 8.2% 15.5% 12.1% 15.9% 13.5% 15.5% 4.8%

あなたが同じような悩みを
持った人同士で知り合える
こと(n＝164）

0.0% 0.6% 1.8% 6.1% 6.7% 11.0% 16.5% 16.5% 13.4% 10.4% 11.6% 2.4%

あなたが離婚のことや養育
費のことなどについて専門
的な支援が受けられること
(n＝66）

0.0% 0.0% 1.5% 19.7% 13.6% 10.6% 7.6% 13.6% 9.1% 7.6% 9.1% 6.1%

宛て名のお子さんの病気や
障がいのことなどについて
専門的な支援が受けられる
こと(n＝77）

0.0% 0.0% 1.3% 5.2% 7.8% 13.0% 18.2% 15.6% 6.5% 11.7% 16.9% 2.6%

あなたの就職のための支援
が受けられること(n＝102）

1.0% 1.0% 1.0% 7.8% 7.8% 13.7% 14.7% 15.7% 9.8% 10.8% 12.7% 2.0%

住宅を探したり住宅費を軽
減したりするために支援が
受けられること(n＝146）

0.7% 0.7% 0.7% 11.6% 8.2% 17.1% 15.8% 12.3% 10.3% 7.5% 10.3% 3.4%

あなたが病気や出産、事故
などの事情があったときに
一時的に子どもを預けられ
ること(n＝228）

0.4% 0.0% 0.4% 2.2% 3.1% 11.8% 14.0% 18.9% 16.2% 10.1% 16.7% 3.1%

宛て名のお子さんの就学に
かかる費用が軽減されるこ
と(n＝541）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

宛て名のお子さんが受けら
れる無料（低額）の学習支
援制度(n＝385）

0.5% 0.5% 0.8% 5.5% 6.2% 11.9% 16.6% 19.0% 11.9% 8.3% 12.7% 2.6%

宛て名のお子さんの居場所
づくり(n＝94）

0.0% 0.0% 1.1% 6.4% 6.4% 11.7% 17.0% 12.8% 9.6% 10.6% 18.1% 4.3%

あなたが一時的に必要とな
る資金を借りられること(n＝
46）

2.2% 2.2% 4.3% 10.9% 10.9% 17.4% 17.4% 15.2% 13.0% 4.3% 2.2% 0.0%

あなたがストレスを発散でき
る場所、機会が提供される
こと(n＝250）

0.0% 0.4% 0.4% 5.2% 4.8% 12.4% 17.2% 15.6% 14.8% 9.2% 15.2% 2.0%

その他(n＝38） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 10.5% 10.5% 13.2% 13.2% 21.1% 18.4% 2.6%

特にない(n＝239） 0.4% 0.0% 0.0% 1.3% 3.8% 5.0% 8.8% 17.2% 13.0% 11.7% 30.1% 5.9%



Ⅱ 調査結果の分析 

９９ 

「あなたが一時的に必要となる資金を借りられること」は、「15歳」で他の年齢と比較して多

くなっています。 

「あなたがストレスを発散できる場所、機会が提供されること」は、「1歳」で他の年齢と比

較して多くなっています。 

②「宛て名のお子さんの就学にかかる費用が軽減されること」が無回答以外は、「主に母親」

が他の子育ての中心者と比較して多くなっています。 

③必要かつ重要な支援別に世帯年収をみると、「宛て名のお子さんのことや生活のことなど悩

み事を相談できること」が「600～700 万円未満」が他の世帯収入と比較して多くなっていま

す。 

「あなたが同じような悩みを持った人同士で知り合えること」は、「400～500 万円未満」及び

「500～600 万円未満」が他の世帯収入と比較して多くなっています。 

「あなたが離婚のことや養育費のことなどについて専門的な支援が受けられること」は、

「100～200万円未満」が他の世帯収入と比較して多くなっています。 

「宛て名のお子さんの病気や障がいのことなどについて専門的な支援が受けられること」は、

「400～500万円未満」が他の世帯収入と比較して多くなっています。 

「あなたの就職のための支援が受けられること」は、「500～600万円未満」が他の世帯収入と

比較して多くなっています。 

「住宅を探したり住宅費を軽減したりするために支援が受けられること」は、「300～400万円

未満」が他の世帯収入と比較して多くなっています。 

「あなたが病気や出産、事故などの事情があったときに一時的に子どもを預けられること」

は、「500～600万円未満」が他の世帯収入と比較して多くなっています。 

「宛て名のお子さんの就学にかかる費用が軽減されること」は、回答がありませんでした。 

「宛て名のお子さんが受けられる無料（低額）の学習支援制度」は、「500～600万円未満」が

他の世帯収入と比較して多くなっています。 

「宛て名のお子さんの居場所づくり」は、「800万円以上」が他の世帯収入と比較して多くな

っています。 

「あなたが一時的に必要となる資金を借りられること」は、「300～400万円未満」及び「400

～500 万円未満」が他の世帯収入と比較して多くなっています。 

「あなたがストレスを発散できる場所、機会が提供されること」は、「400～500万円未満」が

他の世帯収入と比較して多くなっています。 

 

 

  



Ⅱ 調査結果の分析 

 

１００ 

（３）子ども食堂の利用 

問５４ あなたは宛て名のお子さんに子ども食堂を利用させたいと思いますか。（１つに○） 

 
「どちらかといえば利用させたい」が 28.7%で最も多く、次いで「利用させたくない」が

28.3%、「どちらかといえば利用させたくない」が 27.0%となっています。 

 

■①子ども食堂の利用有無別就寝時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②子ども食堂の利用有無別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.0 28.7 27.0 28.3 6.0 

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

利用させたい どちらかといえば利用させたい

どちらかといえば利用させたくない 利用させたくない

無回答

(n=1,188)

午後９時
より前

午後
９時台

午後
10時台

午後
11時台

午前
０時台

午前
１時より後

決まって
いない

全体
(n＝1,188）

15.9% 42.3% 24.5% 10.9% 4.0% 0.2% 0.9%

利用させたい
(n＝119）

8.4% 48.7% 29.4% 8.4% 3.4% 0.0% 1.7%

どちらかといえ
ば利用させたい
(n＝341）

19.4% 45.2% 23.8% 9.4% 1.5% 0.0% 0.0%

どちらかといえ
ば利用させたく
ない(n＝321）

15.3% 38.9% 27.4% 10.3% 6.9% 0.0% 0.3%

利用させたくな
い(n＝336）

17.0% 40.8% 20.8% 13.4% 4.8% 0.6% 1.2%

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

利用させたい
(n＝119）

3.4% 5.9% 5.0% 3.4% 9.2% 9.2% 11.8% 5.0% 6.7% 4.2% 6.7% 5.9% 4.2% 6.7% 9.2% 2.5%

どちらかといえ
ば利用させたい
(n＝340）

4.1% 4.7% 2.9% 5.6% 7.1% 8.5% 4.7% 6.2% 6.8% 7.1% 7.1% 7.1% 6.8% 7.9% 5.9% 6.5%

どちらかといえ
ば利用させたく
ない(n＝321）

4.4% 7.5% 7.5% 8.1% 8.1% 7.8% 5.6% 5.6% 9.0% 5.9% 7.2% 5.9% 5.0% 4.0% 4.4% 4.0%

利用させたくな
い(n＝335）

6.3% 9.6% 6.9% 8.7% 6.3% 7.2% 7.8% 7.2% 6.3% 4.2% 5.1% 6.3% 5.1% 5.1% 3.0% 4.2%



Ⅱ 調査結果の分析 

１０１ 

 

■③子ども食堂の利用有無別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■④子ども食堂の利用有無別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⑤子ども食堂の利用有無別きょうだいの人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「午後 9時台」がすべての項目において、他の時間帯と比較して多くなっています。また、

「午後 11時台」以降は、「利用させたい」と「どちらかといえば利用させたい」、「どち

らかといえば利用させたくない」と「利用させたくない」の合計割合を比較すると「利用さ

せたい」と「どちらかといえば利用させたい」の割合を「どちらかといえば利用させたくな

い」と「利用させたくない」の割合が上回っています。 

②「利用させたい」は「9歳」で最も多く、「10歳」及び「11歳」も他の年齢と比較して多く

なっています。 

「どちらかといえば利用させたい」は、「10歳」で最も多くなっています。 

「どちらかといえば利用させたくない」は、「7歳」が他の年齢と比較して多くなっていま

す。 

「利用させたくない」は、「14歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

利用させたい
(n＝119）

45.4% 49.6% 3.4% 0.8% 0.8%

どちらかといえ
ば利用させたい
(n＝341）

47.8% 49.3% 0.9% 0.3% 0.9%

どちらかといえ
ば利用させたく
ない(n＝321）

48.3% 50.2% 0.6% 0.3% 0.6%

利用させたくな
い(n＝336）

50.6% 47.3% 1.2% 0.0% 0.3%

収入はな
い（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わから
ない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19.3% 4.0%

利用させたい
(n＝119）

0.8% 0.8% 1.7% 3.4% 6.7% 10.9% 14.3% 16.0% 16.0% 10.1% 12.6% 2.5%

どちらかといえ
ば利用させたい
(n＝341）

0.3% 0.0% 0.3% 5.3% 8.2% 10.9% 15.8% 13.2% 14.4% 12.0% 15.2% 2.3%

どちらかといえ
ば利用させたく
ない(n＝321）

0.6% 0.0% 0.6% 3.1% 3.7% 10.9% 15.0% 17.4% 13.4% 9.0% 19.3% 4.7%

利用させたくな
い(n＝336）

0.3% 0.3% 0.0% 1.5% 3.6% 6.3% 10.1% 16.4% 16.7% 10.7% 25.9% 5.4%

1人 2人 3人 4人以上

全体
(n＝1,188）

21.5% 48.1% 18.6% 2.9%

利用させたい
(n＝108）

18.5% 55.6% 14.8% 5.6%

どちらかといえ
ば利用させたい
(n＝326）

23.3% 47.9% 22.4% 4.0%

どちらかといえ
ば利用させたく
ない(n＝307）

24.1% 54.1% 15.3% 1.6%

利用させたくな
い(n＝319）

21.3% 48.9% 22.9% 2.8%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

１０２ 

③子育ての中心者は、「利用させたくない」が「父母ともに」が最も多く、「利用させたくな

い」以外はすべて「主に母親」が最も多くなっています。 

④「利用させたい」が「600～700万円未満」で最も多く、「400～500万円未満」及び「500～

600 万円未満」も他の世帯年収と比較して多くなっています。 

「どちらかといえば利用させたい」は、「400～500 万円未満」が他の世帯年収と比較して多

くなっています。 

「どちらかといえば利用させたくない」及び「利用させたくない」は、「800 万円以上」が

他の世帯年収と比較して多くなっています。 

⑤「４人以上」で「利用させたい」と「どちらかといえば利用させたい」の合計が「どちらか

といえば利用させたくない」と「利用させたくない」の合計を上回っています。 

 

 

（４）子ども食堂の利用で困ること 

問５５ あなたは子ども食堂の利用にあたり困ることはありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 
「どこにあるかわからない」が 66.4%で最も多く、次いで「いつ実施しているのかわからな

い」が 49.7%、「利用の方法がわからない」が 49.3%となっています。 

  

66.4 

49.7 

49.3 

27.8 

21.6 

7.7 

8.7 

11.5 

0% 20% 40% 60% 80%

どこにあるかわからない

いつ実施しているのかわからない

利用の方法がわからない

費用がわからない

ひとりで行きにくい

利用時間が合わない

その他

無回答

(n=1,188)



Ⅱ 調査結果の分析 

１０３ 

 

■①子ども食堂の利用で困ること別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「どこにあるのかわからない」が「7歳」及び「9歳」で他の年齢と比較して多くなってい

ます。 

「利用の方法がわからない」は、「9歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「ひとりで行きにくい」は、「7歳」及び「9歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「費用が分からない」は、「7歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「利用時間が合わない」は、「13歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「いつ実施しているのかわからない」は、「9歳」及び「14 歳」が他の年齢と比較して多く

なっています。 

 

 

 

（５）蓮田市の「学習ができて、教えてくれる人がいる場（学習支援）」への参加 

問５６ 現在、蓮田市ではご家庭の都合や経済的理由などにより、家庭での学習支援が難し

いご家庭を対象に、「学習ができて、教えてくれる人がいる場（学習支援）」を実施し

ています。宛て名のお子さんにこのような場があれば参加させてみようと思いますか。

（１つに○） 

 
「必要ない」が 34.3%で最も多く、次いで「参加させてみたい」が 34.2%、「わからない」が

28.7%となっています。 

  

34.2 34.3 28.7 1.1 1.8 

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

参加させてみたい 必要ない わからない その他 無回答

(n=1,188)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

どこにあるかわ
からない
(n＝789）

4.4% 6.7% 5.1% 6.7% 6.8% 7.0% 7.7% 6.1% 7.7% 5.2% 7.0% 6.1% 6.3% 5.6% 5.8% 4.9%

利用の方法が
わからない
(n＝585）

4.1% 6.5% 6.2% 5.8% 6.5% 7.2% 8.5% 6.2% 7.9% 4.6% 7.4% 6.0% 6.2% 6.0% 5.3% 5.1%

ひとりで行きに
くい(n＝256）

5.1% 7.8% 5.9% 7.8% 7.0% 8.6% 9.0% 3.9% 9.0% 5.5% 7.0% 5.5% 4.3% 5.1% 2.7% 5.1%

費用がわから
ない(n＝330）

6.1% 7.0% 4.2% 5.5% 5.8% 6.7% 8.2% 7.9% 9.1% 5.8% 7.0% 5.5% 5.5% 6.1% 4.5% 4.2%

利用時間が合
わない(n＝92）

5.4% 4.3% 9.8% 8.7% 7.6% 6.5% 6.5% 7.6% 5.4% 5.4% 8.7% 2.2% 5.4% 7.6% 3.3% 5.4%

いつ実施して
いるのかわか
らない
(n＝591）

4.7% 7.6% 5.4% 6.1% 7.4% 6.4% 7.6% 6.4% 7.4% 5.8% 6.1% 5.8% 5.8% 5.4% 5.6% 5.9%

その他
(n＝103）

7.8% 5.8% 2.9% 2.9% 6.8% 5.8% 4.9% 7.8% 6.8% 5.8% 11.7% 7.8% 8.7% 5.8% 4.9% 2.9%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

１０４ 

 

■①学習支援の参加別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②学習支援の参加別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③学習支援の参加別きょうだいの人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■④学習支援の参加別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝1,188）

5.0% 7.4% 5.6% 6.8% 7.2% 7.6% 7.1% 6.0% 7.1% 5.6% 6.3% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1%

参加させてみた
い(n＝404）

4.0% 6.2% 5.9% 6.9% 6.9% 8.9% 7.4% 3.7% 7.2% 6.2% 6.9% 6.9% 5.0% 5.9% 5.0% 5.7%

必要ない
(n＝407）

5.9% 8.6% 7.1% 8.1% 9.1% 7.6% 7.4% 7.1% 7.6% 5.2% 4.4% 5.4% 5.2% 3.9% 4.2% 2.9%

わからない
(n＝341）

5.3% 7.9% 3.8% 5.6% 5.9% 5.9% 6.2% 7.6% 6.2% 5.3% 8.2% 6.2% 6.7% 7.3% 5.9% 5.3%

その他
(n＝13）

7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 23.1% 15.4% 0.0% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 15.4%

収入はない
（0円）

1～50
万円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800
万円以上

わからない

全体
(n＝1,188）

0.4% 0.2% 0.4% 3.3% 5.3% 9.4% 13.6% 16.2% 14.5% 10.6% 19 .3% 4.0%

参加させてみた
い(n＝406）

1.0% 0.2% 1.0% 6.4% 6.9% 12.8% 16.5% 17 .2% 12.6% 7.6% 11.6% 3.2%

必要ない
(n＝407）

0.2% 0.0% 0.0% 0.7% 3.2% 5.2% 11.1% 14.5% 14.0% 12.8% 32 .7% 3.7%

わからない
(n＝341）

0.0% 0.3% 0.3% 2.1% 5.6% 10.3% 13.5% 17.0% 17 .9% 11.1% 13.5% 5.6%

その他
(n＝13）

0.0% 0.0% 0.0% 23 .1% 7.7% 15.4% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 23 .1% 0.0%

1人 2人 3人 4人以上

全体
(n＝1,188）

21.5% 48.1% 18.6% 2.9%

参加させてみ
たい(n＝381）

21.0% 47.0% 22.0% 4.5%

必要ない
(n＝388）

21.9% 55.9% 17.8% 2.6%

わからない
(n＝324）

25.3% 48.8% 19.8% 1.9%

その他
(n＝12）

16.7% 41.7% 25.0% 8.3%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝1,188）

49.2% 48.2% 1.1% 0.3% 0.7%

参加させてみ
たい(n＝406）

44.3% 52.7% 1.2% 0.2% 1.2%

必要ない
(n＝407）

54.8% 42.3% 1.7% 0.5% 0.2%

わからない
(n＝341）

49.0% 49.6% 0.3% 0.0% 0.6%

その他
(n＝13）

38.5% 61.5% 0.0% 0.0% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

１０５ 

 

■⑤学習支援の参加別世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「参加させてみたい」は「10歳」で最も多く、「7歳」及び「9歳」で他の年齢と比較して

多くなっています。 

「必要ない」は、「11歳」で最も多く、「12歳」及び「14歳」で他の年齢と比較して多くな

っています。 

②「参加させてみたい」が「500～600万円」で多くなっています。 

「必要ない」は、「800万円以上」で多くなっています。 

③３人以上で「参加させてみたい」が「必要ない」を上回っています。 

④子育ての中心者は、「父母ともに」は「必要ない」が最も多く、「主に母親」は「参加させ

てみたい」が最も多くなっています。 

⑤すべての項目で「生活保護世帯」、「市民税非課税・減免世帯」、「国民年金掛金・国民健

康保険税減免世帯」、「児童扶養手当受給世帯」及び「就学援助制度受給世帯」に「あては

まらない世帯」が最も多くなっています。 

 

  

生活保護
世帯

市民税非課
税・減免

世帯

国民年金掛
金・国民健
康保険税減

免世帯

児童扶養手
当受給世帯

就学援助制
度受給世帯

左の世帯類
ににあては

まらない
世帯

全体
(n＝1,188）

0.6% 3.5% 2.5% 24.9% 6.4% 63.0%

参加させてみ
たい(n＝406）

0.7% 6.2% 3.2% 28.6% 10.3% 57.4%

必要ない
(n＝407）

0.0% 1.0% 2.0% 21.4% 3.2% 69.8%

わからない
(n＝341）

0.9% 2.3% 2.1% 24.0% 5.9% 62.2%

その他
(n＝13）

0.0% 23.1% 0.0% 30.8% 7.7% 53.8%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

１０６ 

（５-１）参加させてみたい場所 

問５６-１ （問５６で「１．参加させてみたい」と答えた方におうかがいします。） 

どのような場所なら参加させてみたいと思いますか。（１つに○） 

 
「学校区内」が 66.7%で最も多く、次いで「その他」が 11.6%、「市の施設」が 9.9%、「駅

のそば」が 9.1%となっています。 

また、その他の記述では「学校区内の駅のそば」、「学校区内、市の施設」、「自宅近く」

などがあげられています。 

 

 

■①参加させてみたい場所別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「学校区内」は「10歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「駅のそば」は「0歳」及び「1歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

「市の施設」は「9歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

 

 

 

  

66.7 9.1 9.9 11.6 2.7 

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

学校区内 駅のそば 市の施設 その他 無回答

(n=406)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝404）

14.6% 21.8% 16.3% 20.0% 21.3% 22.3% 20.8% 17.6% 20.8% 16.3% 18.6% 18.1% 16.6% 16.3% 14.9% 14.9%

学校区内
(n＝270）

3.0% 7.0% 5.9% 7.8% 7.0% 10.0% 5.9% 3.7% 8.1% 7.0% 7.4% 7.4% 5.6% 4.4% 3.3% 5.2%

駅のそば
(n＝37）

5.4% 2.7% 2.7% 5.4% 8.1% 10.8% 8.1% 5.4% 2.7% 5.4% 5.4% 5.4% 2.7% 2.7% 13.5% 13.5%

市の施設
(n＝40）

2.5% 7.5% 10.0% 5.0% 5.0% 2.5% 17.5% 2.5% 0.0% 5.0% 5.0% 7.5% 5.0% 15.0% 2.5% 7.5%

その他
(n＝46）

4.3% 4.3% 4.3% 6.5% 4.3% 8.7% 6.5% 4.3% 13.0% 4.3% 8.7% 6.5% 4.3% 8.7% 6.5% 0.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

１０７ 

（５-２）学習支援の開催頻度 

問５６-２ （問５６で「１．参加させてみたい」と答えた方におうかがいします。） 

どのくらいの頻度で開催したらよいと思いますか。（１つに○） 

 
「週１回」が 40.1%で最も多く、次いで「週２回」が 35.0%、「週３回」が 13.3%となってい

ます。 

 

■①学習支援の開催頻度別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■②学習支援の開催頻度別世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③学習支援の開催頻度別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.1 35.0 13.3 7.9 

2.5 

1.2 

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

週１回 週２回 週３回 月１回 その他 無回答

(n=406)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝404）

4.0% 6.2% 5.9% 6.9% 6.9% 8.9% 7.4% 3.7% 7.2% 6.2% 6.9% 6.9% 5.0% 5.9% 5.0% 5.7%

週１回
(n＝162）

1.9% 4.9% 5.6% 4.9% 7.4% 10.5% 6.8% 5.6% 9.3% 6.8% 7.4% 6.8% 4.9% 6.2% 4.9% 6.2%

週２回
(n＝142）

3.5% 7.7% 8.5% 8.5% 7.0% 9.2% 7.0% 2.8% 4.9% 6.3% 7.0% 6.3% 5.6% 5.6% 3.5% 4.2%

週３回
(n＝54）

11.1% 7.4% 1.9% 9.3% 5.6% 3.7% 11.1% 3.7% 3.7% 5.6% 5.6% 3.7% 7.4% 5.6% 5.6% 7.4%

月１回
(n＝31）

3.2% 6.5% 3.2% 3.2% 6.5% 9.7% 6.5% 0.0% 6.5% 6.5% 6.5% 19.4% 0.0% 6.5% 12.9% 3.2%

その他
(n＝10）

0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 30.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝404）

44.3% 52.7% 1.2% 0.2% 1.2%

週１回
(n＝162）

41.7% 55.2% 1.8% 0.0% 1.2%

週２回
(n＝142）

43.7% 53.5% 0.7% 0.7% 0.7%

週３回
(n＝54）

48.1% 51.9% 0.0% 0.0% 0.0%

月１回
(n＝31）

56.3% 40.6% 3.1% 0.0% 0.0%

その他
(n＝10）

30.0% 50.0% 0.0% 0.0% 20.0%

収入はな
い（0円）

1～50万
円未満

50～100
万円未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～600
万円未満

600～700
万円未満

700～800
万円未満

800万円
以上

わから
ない

全体
(n＝406）

1.0% 0.2% 1.0% 6.4% 6.9% 12.8% 16.5% 17.2% 12.6% 7.6% 11.6% 3.2%

週１回
(n＝163）

0.6% 0.6% 1.2% 6.1% 6.1% 11.7% 18.4% 16.6% 11.0% 8.6% 12.3% 3.1%

週２回
(n＝142）

1.4% 0.0% 0.0% 8.5% 9.9% 14.8% 12.7% 19.7% 12.7% 6.3% 8.5% 3.5%

週３回
(n＝54）

1.9% 0.0% 1.9% 3.7% 3.7% 16.7% 18.5% 11.1% 20.4% 3.7% 13.0% 3.7%

月１回
(n＝32）

0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 3.1% 9.4% 28.1% 15.6% 12.5% 9.4% 15.6% 0.0%

その他
(n＝10）

0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 30.0% 20.0% 10.0%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

１０８ 

 

【クロス集計からの傾向】 

①10 歳が週 1回及び週 2 回で多く、9歳及び 15歳が週 3回で多くなっています。 

②年収が多くなるに従って、開催頻度が増える傾向となっています。 

③子育ての中心者は、「月 1回」が「父母ともに」が他の子育て中心者と比較して多くなって

います。「月 1回」以外はすべて「主に母親」が多くなっています。 

 

 

（５-３）学習支援の参加費用 

問５６-３ （問５６で「１．参加させてみたい」と答えた方におうかがいします。） 

１回あたりの料金についてどのくらいの金額なら参加させてみたいと思いますか。（１

つに○） 

 
「１,000円以内」が 46.6%で最も多く、次いで「無料」が 42.1%、「3,000 円以内」が 5.4%

となっています。 

 

■①学習支援の参加費用別年齢 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.1 46.6 5.4 4.4 1.5 

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

無料 １,000円以内 3,000円以内 その他 無回答

(n=406)

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝404）

14.6% 21.8% 16.3% 20.0% 21.3% 22.3% 20.8% 17.6% 20.8% 16.3% 18.6% 18.1% 16.6% 16.3% 14.9% 14.9%

無料
(n＝169）

4.7% 5.9% 5.3% 6.5% 7.1% 10.1% 7.7% 3.6% 6.5% 3.6% 8.9% 8.9% 5.3% 5.3% 4.1% 4.7%

１,000円以内
(n＝189）

3.7% 5.3% 6.9% 8.5% 6.3% 8.5% 6.3% 3.2% 6.9% 8.5% 5.3% 6.3% 5.3% 5.8% 6.3% 6.3%

3,000円以内
(n＝22）

0.0% 22.7% 4.5% 0.0% 4.5% 13.6% 9.1% 4.5% 13.6% 4.5% 9.1% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5%

その他
(n＝18）

0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 11.1% 0.0% 16.7% 11.1% 11.1% 11.1% 5.6% 0.0% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%



Ⅱ 調査結果の分析 

１０９ 

 

■②学習支援の参加費用別世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③学習支援の参加費用別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「無料」が「10 歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「1,000円以内」は、「6歳」、「10歳」、及び「12 歳」で他の年齢と比較して多くなって

います。 

「3,000円以内」は「14歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

②すべてにおいて、「左の 5世帯にあてはまらない世帯」が他の世帯と比較して多くなってい

ます。 

③子育ての中心者は、すべての項目で「主に母親」が最も多くなっています。 

  

生活保護
世帯

市民税非課
税・減免

世帯

国民年金掛
金・国民健
康保険税
減免世帯

児童扶養手
当受給世帯

就学援助制
度受給世帯

左5世帯に
あてはまら
ない世帯

全体
(n＝406）

0.7% 6.2% 3.2% 28.6% 10.3% 57 .4%

無料
(n＝171）

1.2% 7.0% 2.3% 31.6% 12.9% 50 .9%

１,000円以内
(n＝189）

0.0% 5.8% 3.2% 25.9% 7.9% 63 .0%

3,000円以内
(n＝22）

0.0% 0.0% 4.5% 22.7% 4.5% 63 .6%

その他
(n＝18）

5.6% 11.1% 11.1% 33.3% 16.7% 55 .6%

父母ともに 主に母親 主に父親
主に

祖父母
その他

全体
(n＝406）

44.3% 52.7% 1.2% 0.2% 1.2%

無料
(n＝171）

46.2% 51.5% 1.2% 0.0% 1.2%

１,000円以内
(n＝189）

43.4% 54.0% 1.6% 0.0% 0.5%

3,000円以内
(n＝22）

40.9% 59.1% 0.0% 0.0% 0.0%

その他
(n＝18）

38.9% 44.4% 0.0% 5.6% 11.1%



Ⅱ 調査結果の分析 

 

１１０ 

（５-４）学習支援の場所への送迎 

問５６-４ （問５６で「１．参加させてみたい」と答えた方におうかがいします。） 

送迎があったほうがよいと思いますか。（１つに○） 

 
「あったほうがよい」が 71.7%、「不要」が 26.8%となっています。 

 

■①学習支援場所への送迎有無別年齢 

 

 

 

 

 

■②学習支援場所への送迎有無別小学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

■③学習支援場所への送迎有無別子育ての中心者 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クロス集計からの傾向】 

①「あったほうがよい」は「10歳」で他の年齢と比較して多くなっています。 

「不要」は、「4歳」及び「14歳」が他の年齢と比較して多くなっています。 

②送迎は、「蓮田南小学校区」、「平野小学校区」、「黒浜北小学校区」で「あったほうがよ

い」の割合が、「不要」の割合を上回っています。 

③「主に母親」が各項目で最も多くなっています。 

 

 

 

71.7 26.8 1.5 

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

あったほうがよい 不要 無回答

(n=406)

蓮田南
小学校区

蓮田北
小学校区

平野
小学校区

黒浜
小学校区

蓮田中央
小学校区

黒浜西
小学校区

黒浜南
小学校区

黒浜北
小学校区

全体
(n＝406）

74 .9% 20.0% 19.0% 32.5% 63.5% 29.8% 27.1% 22.4%

あったほうがよい
(n＝291）

20 .3% 7.6% 7.2% 10.7% 20 .3% 13.4% 13.1% 6.5%

不要
(n＝109）

35 .8% 5.5% 8.3% 8.3% 17.4% 11.0% 2.8% 10.1%

15歳 14歳 13歳 12歳 11歳 10歳 9歳 8歳 7歳 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

全体
(n＝404）

14.6% 21.8% 16.3% 20.0% 21.3% 22.3% 20.8% 17.6% 20.8% 16.3% 18.6% 18.1% 16.6% 16.3% 14.9% 14.9%

あったほうがよ
い(n＝289）

4.2% 4.8% 5.2% 7.3% 6.2% 10.4% 9.0% 3.5% 7.3% 6.9% 6.9% 5.9% 4.8% 4.8% 5.5% 6.2%

不要
(n＝109）

2.8% 10.1% 7.3% 6.4% 7.3% 5.5% 3.7% 4.6% 7.3% 4.6% 7.3% 10.1% 5.5% 8.3% 3.7% 3.7%

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他

全体
(n＝406）

44.3% 52 .7% 1.2% 0.2% 1.2%

あったほうがよい
(n＝291）

45.0% 51 .2% 1.7% 0.3% 1.4%

不要
(n＝109）

42.2% 56 .9% 0.0% 0.0% 0.9%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 自由記述まとめ 
 

 

 

 

  



 

 

 



Ⅲ 自由記述まとめ 

１１３ 

子育て支援サービスに関する意見や行政への要望などについて、443人（37.4％）から意見が

寄せられました。 

1人で複数の内容の記入があった場合は、カテゴリーに分けて意見数に集計したため、709件

の意見となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 88

35

病児保育の充実 8

一時預かりを利用しやすいようにしてほしい 2

子どもに体験イベントなどスポーツを教える機会を作って欲しい 2

子育て支援センターを充実させてほしい 2

一時保育に１日だけ10時～18時半までみてくれる場所を探したがなかった 1

一時的に子どもを預けられる所 1

一時保育をもっと安く、そして充実させて欲しい 1

一時預かりを利用したかったが、空きがなくつらかった 1

未就園児の一時預かりの施設を増やしてほしい 1

一時保育を１歳からでなく８ヵ月からの受け入れもして欲しい 1

預かり保育や夏期保育などが無い幼稚園だと雇ってもらえない 1

保育園の一時預かりをもう少し早い時間から預かって頂けると助かる 1

子どもを駅の近くで、一時的に預かってくれる場所を作って欲しい 1

子どもが参加するサークルを支援センターで行って欲しい 1

愛育班のような子育てサークル（多種）を無料か低額で行って欲しい 1

長期休みだけではなく、平日にも親子で参加できるイベントがあれば良い 1

絵画教室などがあれば、参加してみたい 1

児童館で行っている親子教室は、対象年齢の兄弟は参加できず、結局預け先もない
ので応募できない

1

年の近い子どもが３人おり、なかなか外に出る機会がなく、ぽこの先生方やホーム
スタートにお世話になることが多く助かっている

1

ベビーシッター紹介 1

愛育会、ファミサポ、支援センター幼い子にたくさんお世話になった 1

黒浜保育園の支援センターをよく利用したが、先生方も環境も安心できる場所で、
すごく助けられた

1

支援センターに居る、年配の「育児相談員」が、非常に不快 1

ファミリー・サポートは存在しても全く要望を満たさない 1

教育支援、子育て支援など、簡単に利用できるものが少ない 1

47

保育園を増やして欲しい 5

土曜日の利用時間が短い 4

保育園の待機児童をなくして欲しい 4

保育園の行事・製作等足りていない 3

保育園の延長保育 2

０～２歳児の受入れ人数をもっと増やしてほしい 2

幼稚園でも延長保育の時間を長くして欲しい 1

保育園の保育時間を、７時～７時半くらいまでにしてほしい 1

保育園の保育開始時間が早くなるとよい 1

保育園の先生の注意の仕方や何気ない一言がきつく怖がっている 1

保育士さんたちの待遇（給与の増額、人員の確保）を良くしてあげてほしい 1

市内保育園のレベルを上げ、特色のある蓮田、教育レベル底上げをしてほしい 1

保育園ではとても丁寧に子どもをみてもらえて満足している 1

保育園・幼稚園・認定こども園等の保育サービスについて

（１）家庭における子育て支援の充実

（２）幼児教育・保育サービスの充実



Ⅲ 自由記述まとめ 

 

１１４ 

 

 

 

 

 

 

  

幼稚園は若い先生が多く、子どもを預けていて不安なのでもっとベテランの先生に
みてもらいたい

1

幼稚園・保育園内で習い事を受けられるとありがたい 1

保育園では、正規職員の方が少ないように感じる 1

保育料の区分をもう少し細かく設定するなど、子どもにかかるお金の負担を減らす 1

他の市町村に比べて、幼稚園も安価の為通わせやすい 1

幼稚園のＰＴＡ廃止すべき 1

保育園の１歳未満の給食のあり方を見直して欲しい 1

保育園入所の可否通知を早めにしていただきたい 1

産前・産後預かってくれる所をしっかり確保してほしい 1

保育園の入りやすさ 1

黒浜保育園の施設を新しくして欲しい 1

私立の保育施設の参入も検討するべき 1

完全給食にすべき 1

保育園が８ヵ月から入園できるのに、離乳食の対応をしていないのがおかしい 1

駅前ビルに保育園を入れて欲しい 1

おむつ持ち帰りを希望者にすべき 1

私立の認可保育園がないため、やや古い体制なのが気になる 1

近所の保育園を希望していたが、駅の反対口になってしまい遠い 1

駅のそばに保育園や預かりの施設が欲しい 1

教育・保育環境の充実は国を発展させるためには不可欠。長期的な視点でしっかり
財源を確保してほしい

1

6

母親の就職の支援 1

仕事復帰すると、学校行事に参加したくても難しくなる。そんな子育ての難しさを
軽減できないか

1

共働きできる環境、若い世帯が増える環境を作って欲しい 1

主婦がフルタイムできてたくさん税金を納めつつ、子育てできる環境が欲しい 1

松戸市が実践しているようなアイデアで都心部やいろいろな時間で働く人の離職を
防げれば、市の魅力にもなるのではないか

1

転園時、市から生活スタイルに対する理解を示そうとせず、市の都合を押し付けら
れた。働けるような環境整備がされていない。

1

2 115

19

外国語と触れ合う機会を増やして欲しい 3

蓮田市内の教育レベルの向上 2

他の市町村と比べて、蓮田市の小学校の勉強、補習等が少ない 2

１対１で算数・社会・理科など専門に分けて学習を教えて欲しい 1

子ども達が将来生き抜いていく力を身につけるようなカリュキュラムが必要では 1

塾は高額なので、学校での勉強を手厚くし、放課後は学習塾並みの支援があったら
良いのでは

1

中学校の授業時数が、学習指導要領で規定されている標準時数下回っている 1

習字やそろばんを教えてくれるサポートがあればいい 1

土曜日午前授業を入れ、平日５時間授業日を増やす 1

学校間の学力差が気になる 1

学校や教育について

（３）仕事と子育て両立への支援

（１）学習内容
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１１５ 

 

 

 

  

子どもなりに納得できる教育を受けさせたい 1

書写教育に力を入れるのであれば、中学校でも硬筆や書初めを掲示（賞も）して頂
きたい

1

北辰テストを学校で受けられると良い 1

祝日が増えているので、土曜日も学校に行けたら良いのではないか 1

レベル別学級の実現を望む 1

6

宿題が多すぎる 3

宿題、自主勉強など家庭での勉強に支障がないような工夫 1

同じ学年なのにクラスによって宿題の量が違う 1

たくさん宿題を出しても先生がチェックしていないので意味がない 1

48

トイレの改修 13

校舎の改修 3

小学校の体育着に長そで・長ズボンが欲しい 2

小学校・中学校まで遠い 2

学校のロッカー、老朽化している面を少し改善して欲しい 1

体育館が老朽化している 1

学校図書館の本の充実 1

水回りを新しくして欲しい 1

学校の中は、バリアフリーになっておらず、大変不便 1

学校内で遊べない所や、壊れていて危険な所があるので、直して欲しい 1

しもやけで足も手も冷えきっているのに、半そで半ズボンで外で体育をさせるのも
かわいそう

1

市民への情報公開（１人当たりの教員数等、学校の実態）をする 1

本質的にどんな教育が良いものなのか分からなくなっている。担任の先生を信用す
るしかない

1

成績が良くなくても、行きやすい高等学校があればよい 1

平野小中一貫、良く分からない具体的な説明も無く期待０ 1

いじめの問題は、市で正確な情報把握に努め、速やかに公表し、誠実適正な対応を
取って欲しい

1

子どもが平等に教育が受けられるような仕組み 1

運動会の時等、駐車場がないので農協やトレセンの駐車場を利用させてほしい 1

学校への水筒を年間通してＯＫにしてもらいたい 1

父親が週末に日常の授業の様子を普段の様子として見る事ができるよう望む 1

中学校の変な校則（時代に合わないもの）について話し合いが必要 1

給食でご飯と主菜を大皿に盛りつけているのは、あまり良くない。ご飯はお茶碗に
盛って、お茶碗を持って食べることを教育の一貫として教えて欲しい

1

蓮田南小学校では、運動会での撮影はＯＫなのに、学芸会などの会でのビデオ撮影
が禁止にされて保護者も困っている

1

学校の下校時間が市内の学校で違うため、市内すべて一緒にして欲しい 1

市内の小中学校すべてに、スクールカウンセラーを常に置いて頂きたい 1

夏休みが長い 1

蓮田北小学校は、歩道橋や信号を渡れば通学時間を半分に減らせる 1

南小の図書館の貸出しを１年生からにして欲しい 1

（３）学校の施設の整備、教育内容の拡充

（２）宿題



 

Ⅲ 自由記述まとめ 

学校で様々な職業の方の講話を増やして欲しい 1

学校開放日 1

蓮田の充実した教育支援があり助かっている 1

高学年になっても学区内しか自転車に乗れないのでは、児童館も図書館にも行けず、地域格差が多
すぎる

1

18

教員を増やしてほしい 4

学校の先生方の激務業務改善を願う 3

先生への指導 3

先生とは信頼、尊敬できる人であってほしい 2

教員の質を高めて欲しい 2

先生に矛盾を問ても回答が無いのが不安 1

教師によるクラスの格差が出ないように配慮して欲しい（宿題の量や質、先生の人格） 1

教師の労働環境改善は必要だが、子ども達に負担がかからない様にして欲しい 1

子どものことで困ったことがあっても学校の先生に相談すると考えてくださり、とても心強い 1

4

中学校の部活動にもう少し休みを取り入れる必要がある 3

昨今の中学の部活動が一部非常に心配。顧問の先生の指導に疑問を感じる。 1

20

給食費を銀行口座の引落しにして欲しい 4

学校のＰＴＡ活動などは減らしていくべき 3

ＰＴＡ活動が専業主婦基準で設定されていて参加できない 1

ＰＴＡの方法は任意団体でありながら入退会届なく入学と共に加入というのが大変不満 1

小学校の給食費は学校によって集金方法が違うそうなので、市内の学校で統一して欲しい 1

給食費を自動引落しにして欲しい 1

公立小学校は給食も含めて完全無料化を進めて欲しい 1

保育園のように、小学校も共働きの家庭に対して充実したサービス（役員の仕事内容や、学童の充
実）をして頂けると助かる

1

教育費を安くしてほしい（無償可） 1

公立の小中学校の制服や体操着等、もう少し安価にならないものか 1

入学時10万円以上、柔道着などの出費もあるのに、さらにスキー合宿は本当に止めて欲しい 1

やたらに学校に親を呼ぶのはやめてもらいたい学校行事が多すぎる 1

役員や集金など学校での親の負担が他の地域より多い 1

学校給食は無料にすべき 1

中学校の制服は無償化してはどうか 1

3 放課後児童クラブ、放課後子供教室、子どもの居場所づくりについて 87

22

学童保育時間の延長 11

土曜日も平日と同じ時間にして欲しい 5

（４）教師

（５）部活動

（１）利用対象、利用時間、利用期間

（６）PTA活動、保護者等の負担軽減

116
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学童を１日単位等、預けたい時だけ預けられるようにして欲しい 4

保育園も小学校も同じ課で管轄しているのに、学童だけお盆休みがあるなど、不便
がいっぱい

1

学童も６年生まで入れるようにして欲しい 1

17

学童を校内に作って欲しい 4

学童保育に給食があるといい 2

遊ぶものが少ない 1

食中毒が怖いので、冷蔵庫があったらよい 1

学童の充実 1

学童の先生に対する指導をして欲しい 1

学童での過ごし方、設備、職員などが、もう少し子どもに合った場所になるよう変
わって欲しい

1

学童で先生方が宿題をみてくださり助かるが、大きくなると入れなくなるため、支
援があると安心

1

学童保育の充実 1

都内の小学校では、母親たちが学童を時給で運営し、無料で誰でも遊びに行け、子
ども達が小学校で安心して自由に遊べる

1

放課後児童クラブのように、下校後に学童の子もそうでない子も一緒になって活動
できる取り組みがあるとよい

1

学校で放課後スクールをやってもらえると、有意義な時間になるのでありがたい 1

放課後に学校を使い、勉強や放課後子供教室を沢山作って欲しい 1

2

学童保育の料金をもっと安くして欲しい 1

働いている親がしばらく同伴しなければならないことが、仕事の関係で難しい 1

46

子ども食堂が充実していると良い 7

蓮田市に子ども食堂があることを知らなかった 3

学習支援を充実してほしい 3

子どもが自習できる施設を増やして欲しい 2

共働き世帯の小学生の放課後の居場所の選択肢を増やして欲しい 2

習い事の種類を増やして欲しい 1

良い習い事ができる場所がない 1

習い事をさせようと思った際、探し方がわからずそのまま 1

塾代が高いのでもっと安く済ませたい 1

習い事や塾などの環境が整っていない 1

習い事に対する税制度の見直し 1

塾や教育を受けられる所が、点在していて利用しにくい 1

勉強のできるスペースの確保 1

経済的に難しい状況になったら、学習支援して下さる場所があるとありがたい 1

不登校の子が行きやすい学習施設を作って欲しい 1

宿題をやる自習室の様な公共のスペースがあると良い 1

学校でもっと人間関係を学ぶためにも、大人数、異年齢の交流する機会が欲しい 1

放課後などの時間を利用して勉強や知識をつけられる場がほしい 1

通っている小学校以外の市内の小学生との交流の場があると良い 1

（３）保護者等の負担軽減

（４）習い事、塾、交流、居場所づくり

（２）施設及び学童内容の充実
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公民館などで夏休みなどに学ぶ機会があれば嬉しい 1

子ども食堂や学習支援など、いつ何があるかわからないので、ずっと存続していて
ほしい

1

子ども食堂があるならボランティアで参加したい 1

子ども食堂は、保護者だらけで、「夕食作らなくてよいから楽」と言っている 1

子ども食堂の情報は聞いてみたい 1

子ども食堂に、孤食のお年寄りも含め、皆で交流食事できると素晴らしい 1

子ども食堂や学習支援等、とてもよい取組だと思う 1

子ども食堂、本当に食事が必要な子に届けば良い 1

学習支援を利用した場合に、知り合いがいた場合、貧困家庭だとわかってしまう 1

学習支援の情報は聞いてみたい 1

学習支援は積極的に進めて行って欲しい 1

学習支援は大変助かるが、月２～４回で３、４千円位なら、人数も集まると思う 1

長期の休みの子ども達が誰でも参加できる、見守ってもらえる大人がいる教室 1

長期休み限定でも良いので、シルバーさんなどを活用して、小学生が自由に勉強が
出来たりする所があると嬉しい

1

中学まで給食がないので、無料か安い値段で利用できる食事提供の場が欲しい 1

4 36

14

小児科が少ない 3

耳鼻科が少ない 2

良い耳鼻科・皮膚科がない 2

病院がない 2

24時間土・日・祝日夜間に受けられる小児科病院がほしい 1

発達診断を受けられる病院が増えてくれたら良い 1

病院や歯医者など拒絶がひどくて連れて行けない場合、訪問や相談が出来ればよい 1

時間外診療をやっている病院がよく分からない 1

夜間対応している小児科の病院があって欲しい 1

14

障がいを持つ子供を育てている親と交流できる場があると嬉しい 3

障がい者に対しての支援をいろいろとして欲しい 2

障がい児に対する詳細な情報提供や支援、相談 2

障がいを持った子どもへの対応をきちんとしようという体制が全く感じられず、市
の対応にはもう何も期待していない

1

障がいを持つ子に対する教育・保育環境は県内最低レベル 1

発達障がいのグレーゾーンの子が受けられる支援がない 1

発達障がいの支援を受けられる場所があればよい 1

発達支援や障がい児の事については、不安で仕方ない 1

障がいのある子の将来について学べる機会が欲しい 1

子どもに障がいがあると、保育園や幼稚園に入れず、仕事ができない 1

8

中学生の荷物が重すぎて発育に良くない 4

子どものランドセルが重すぎる 1

（２）障がい児支援・交流

（３）発育、健康づくり

健康、障がいを持つ子どもへの支援

（１）病院
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中学校になると、体調不良や学校での出来事を先生等に相談することを嫌がり、ス
トレスをためることが多いので、対応や対処に困ることがある。

1

予防接種を学校でして欲しい 1

健診がうるさくて、保健師さんとゆっくり話せない。身体測定の機械も古いし建物
も古く寒い。もっと改善の余地があると思う

1

5 148

96

公園の整備をして欲しい 15

公園の遊具を充実させてほしい 11

子ども達がおもいっきり元気よく過ごせる場所が欲しい 8

公園を増やして欲しい 7

外から見えて子ども達が安全に遊べるような明るい公園にしてほしい 6

もっと子どもが遊べる場を増やして欲しい 6

運動施設をもっと充実させてほしい 5

公園の充実 4

公園に水道を設置してもらいたい 3

トイレを作ってほしい 3

放課後や休日に、子どもだけで安心して遊べる場所が欲しい 3

幼児が遊べる遊具が少ない 2

大型遊具のある公園を作ってほしい 2

子どもが安全に遊べる場所をもっと作って欲しい 2

近くで遊べる場所がほしい 2

公園ができると書いてあったので、楽しみにしていたが、結局出来ないまま 1

有料でもいいから綺麗な公園が欲しい（古賀のネーブルパークのような公園） 1

蓮田駅西口周辺に、公園が欲しい 1

徒歩圏内で気軽に行ける公園がもう少しほしい 1

アスファルトの公園を作って欲しい 1

北本の子ども公園や上尾の丸山公園のような大きな公園が蓮田にできたら最高 1

広く楽しめる遊び場がない 1

駐車場も増やして欲しい 1

市内に遊びやすい場所（老若男女）が、室内・室外とも少ない 1

公園も規制が多く、小学生はのびのびと遊べない 1

子どもが自然の中で遊んだり、経験を積むような機会があるといい 1

休みの日に家族で遊びに行けるような公園や施設が欲しい 1

夏に水遊びできる所が欲しい 1

泥んこ遊びのできる場が欲しい 1

黒浜沼などがあるなら、アグリパークのように楽しめて、人の集まる場を作ったら
いい

1

フリーで使えるバスケやバドミントン等が出来る様な広場があると良い 1

パルシー、ハストピアに是非公園か、バスケットゴール（外用）が欲しい 1

34

児童センターや児童館を毎日使えるようにして欲しい 4

児童センターや児童館の規模が小さい 4

児童センターを充実させてほしい 3

放課後児童クラブ、放課後子供教室、子どもの居場所づくりについて

（１）公園等屋外施設の充実

（２）児童館・児童センターの充実
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小学生が遊べる室内施設が欲しい 3

雨の日や暑い日も子どもが遊べる場所が沢山ほしい 3

他の市に比べて児童館が充実していない 2

雨でも体を動かせられる、安心して過ごせる児童館があるといい 1

児童センターが少ない 1

児童センターなど、小学生も遊べる広い公的な施設の整備をして欲しい 1

児童館の職員は全く利用者を見ておらず、危険を感じたので以来行っていない 1

小学生が放課後安心して遊べる児童館の様な場所が近くに欲しい 1

市役所脇に保健センターを作るという噂を聞いたが、電車が眺められる児童館が
あったら喜ぶと思う

1

未就学児が遊べる施設が欲しい 1

子ども達が外で遊ぶ公共施設が少な過ぎる 1

室内で長く遊ばせる場所がないので困る 1

子どもが遊べる室内施設があると嬉しい 1

無料で遊べる室内の公園的な所を作って欲しい 1

小学生でも楽しめる児童施設 1

小さい子ども連れの世帯が喜ぶ施設があると若い世帯が増えていくのではないか 1

家庭や幼稚園、学校以外の場で、いろいろな人と遊んだり勉強できる環境があると
良い

1

平野地区に子育てに関して充実したものがあまりない 1

11

図書館を増やして欲しい 3

図書館の利用時間を長くして欲しい 2

図書館は高齢者が多く、小さな子どもをつれては利用しにくい 1

図書館での学習スペースを充実してもらいたい 1

図書館が道が狭く、駐車場も狭い駐車場が遠いと、たくさんの本が借りられない 1

黒浜の環境学習館は、放課後子ども達が集まって自由に使えるようにしてもらいた
い

1

中・高校生の大きい子が利用できる施設が少ない 1

自宅で好きな本が読めるような蓮田市図書館の貸出窓口を各小学校区内に一つ以上
設けて欲しい

1

7

市内に本屋があまりない 4

子どもが遊べるスペースや施設が入ったショッピングモールがほしい 1

教育施設などを含む複合施設を誘致して欲しい 1

駅の東口にはスーパーがあるのに、西口駅前に無く非常に不便 1

6 38

14

アドバイスが得られる場、理解と解決策を指示できる人がいる場が、オープンに
なっているととても安心

1

身近な所で相談できる公共の場所があるといい 1

相談窓口を明確にして、広報誌などで知らせて欲しい 1

保育園に入れなければ仕事をする事も出来ず、この様な事をどこに相談すれば良い
のか

1

親が教育機関に直接苦情を言う前に、誰かに相談できる場を作って頂きたい 1

（３）教育施設の充実

（４）商業施設等の誘致

子育てに関する相談や情報提供について

（１）子育て相談



Ⅲ 自由記述まとめ 

１２１ 

 

 

 

  

相談したくなったらできる場所があるというのは心強い 1

相談しても満足できる回答をするプロがいない 1

教育相談室を利用し、とても助かった今後も続けて欲しい 1

定期的に子どもの発達相談ができるといい 1

市に相談した場合の実行力のある行動を望む 1

ゲームばかりなので、読書や他の趣味を持たせる方法はないか 1

ひとり親というのを相談しにくいので、同じ悩みのある人達と話が出来たらよい 1

もっと子育てや教育環境、育てている人の不安、心配事を解消してもらえる場所・
体制を作って欲しい

1

学校のことで直接学校に言いづらいことは、どこに相談すれば良いのかわからない 1

24

子どもの教育に関しての情報が少ない 1

３～４歳位の子どもが安全に遊べる公園等の情報が分かりにくい 1

小学生のうちから進学先を選択できる様、情報提供して欲しい 1

市で離乳食教室がなく、病院などの教室か雑誌などから情報を得ないといけないの
で対応してほしい

1

子どもが高校進学までにどれほどお金がかかるのかを知りたい 1

どのような支援をしているのか、どんなサービスがあるのか分かりやすくしてほし
い

4

預かりサービスの利用について、案内や冊子があると助かる 1

市で運営している施設や取り組みなどの情報を様々な方法で周知してほしい 2

ネットを利用したオープンディスカッション、ネット上への情報公開を積極的に
行って欲しい

1

初めて利用する人が気軽に利用できるようなシステム 1

転入してきた人への情報提供を厚くして欲しい 1

広報誌「はすだ」のように、子育て世代専門の月刊の広報誌（年代別がよい）があ
るとよい

1

もう少し多くの情報が簡単にかつ、わかりやすく手に入るとよい 1

母子家庭では、経済的負担が大きい中での子育てに疲労が溜まり、公的援助の情報
収集の時間も取れない

1

保育園から小学校に行くにあたり、自分はどのように動いたらいいのか。市役所に
行ったら情報はもらえるのか

1

児童センターや子育てサロンを利用したいが、０歳児の日、１歳児の日など、イベ
ントカレンダーを見ても分かりにくい

1

市のイベント等はなかなか連れて行くタイミングもなく、こんなにもあったことす
ら知らなかった

1

引っ越してきたばかりでまだ蓮田市のことがよくわからない 1

具体的に何をしているのかわからない 1

公的、社会的サービスにどのような物があるのか、制度の利用方法が分からない 1

7 1

1

要保護児童に対しての支援は、学校・地域・市で連携してほしい 1

8 85

31

こども医療費助成を高卒までして欲しい 24

インフルエンザの予防接種の補助 3

（２）情報発信

虐待対策の推進について

（１）連携

経済的支援の充実について

（１）医療費の助成



Ⅲ 自由記述まとめ 

 

１２２ 

 

 

 

 

  

医療費の助成を延長 1

こども医療費に関して、入院時の食事療養費も助成して欲しい 1

中学卒業まで医療負担が軽減され、とても助かっている 1

医療費に関して遅れている 1

6

児童手当を学生の間（成人になる前まで）支給して欲しい 3

１番上の子と２番目が10歳離れているので、児童手当て等、減額されてしまう 1

児童手当は高卒まで無料にして欲しい 1

就学援助や児童扶養手当は年３回に分けての受給だと、毎月の支払いや日々の生活
でいっぱいなので毎月苦しい

1

9

小、中、高校・塾・習い事全ての費用免除が出来たらよい 1

塾費用も負担してもらえると助かる 1

家庭収入によらない無償学費支援 1

小学校での支援でなく、中高生の教育支援をもっと考えて頂きたい 1

保育料の無償化よりも入園、入学時の支援金（学用品等の購入費）として幼・小・
中３回に頂けたらありがたい

1

教育に関してもっと補助をして欲しい 1

就学援助はとても助かっている 1

学期末で戻る就学援助は購入する時期に欲しい 1

就学援助の払い戻しは子どもにわからないようにして欲しい 1

39

子どもの年齢差で助成される金額を変えないでほしい 3

ゴミ袋の配布や軽減をしてほしい 2

子ども支援・子育て支援の金銭面の充実 2

子育てに関しては年収で費用カットなどをせずサポートして欲しい 2

金銭得的援助の拡充を期待する 2

児童扶養手当（ひとり親医療）が18歳までというのが不安 1

幼稚園の延長保育への利用料補助や、利用料の軽減をして欲しい 1

幼稚園無償化をすすめて欲しい 1

さいたま市の認可保育園等に通っている場合も、蓮田市からの資金援助をして欲し
い

1

ひとり親世帯だが、市からの援助が何もない事に不満がある 1

自転車購入の援助を受けられるとありがたい 1

紙おむつの補助等や水道代の軽減などあればいい 1

障がい者手帳を持っていて、充実した手当てをいただき、とても感謝している 1

子ども乗せ自転車のレンタルや購入の助成があればいい 1

住居費の援助をしてほしい 1

児童扶養手当の申請が出来るまでの一部手当支給が出来る様な制度を作って欲しい 1

父親の失業で税金の支払いが苦しく、末っ子が就学するまで税金免除がほしかった 1

今は市から援助を頂いて生活していますが、子どもが18歳を過ぎたら生きて行ける
か分からない

1

子どもがデイサービスに行く日しか働けず、なかなか働ける所が見つからないの
で、経済的な支援がほしい

1

無償化にして頂きたい 1

出産したら市からお祝い金等や市内で使える割引券などプレゼントなどあるといい
なと思う

1

兄弟と進学が被った時の資金の補助等 1

子どもに対しての補助が充実していない 1

（２）児童手当

（３）就学、習い事、塾等の教育費の援助

（４）その他の費用援助



Ⅲ 自由記述まとめ 

１２３ 

 

 

 

  

子どもを増やしていくための費用や支援サービスは、もっと支援していくべき 1

生活保護？母子家庭支援？を受けて、おけいこに通わせ、家賃も高いアパートに住
んでいるのを見ると、まともに生活を頑張っている人間は一体何なんだという気持
ちになる

1

出産後の生活支援（買物に行ったり、家事支援）をしてくれるクーポンがあるとよ
い

1

妊娠中や産後車が使えなかったときに、タクシー代の補助や、市内循環バスがあれ
ばとても助かる

1

ゴミ袋が高すぎる 1

ひとり親家庭として手当てを受け取りながら、内縁者がいる人がけっこういる 1

ひとり親家庭の受給者証が目立って恥ずかしいので、もう少し目立たぬよう工夫し
て欲しい

1

自治会費の金額が異常に高い 1

日々の暮らしが良くならないと、生活費だけでなくなって、子どもにかけてあげる
お金が回らない

1

母子家庭に甘すぎる 1

9 51

（１）道路、通学路の整備 31

通学路の安全性を確保して欲しい（道路の拡大、交通量等） 8

歩道、道路の幅が狭い 7

街灯をもっと増やしてほしい 6

歩道がない 3

道がガタガタで危ない 3

大栗線（県道３号）の歩道（特に関山１丁目交差点～用水路辺りまで）の整備 1

駅東口交番前の交差点が危ない 1

宿浦橋の交差点に、歩行者用の信号がついておらず、大変危険 1

子どもだけで安全に遊べる社会の構築のための、インフラの整備や条例の整備 1

12

不審者が出る事があるため、その対策を充実してほしい 4

定期的なパトロールパトロールの強化 2

学区が違っても不審者情報を得られるように、市内の小学校の情報の共有を希望 1

小学校にも、警備員を入れるなど、安全に力を入れて欲しい 1

藤ノ松公園も不審者情報が落ち着くまで、トイレに鍵をかける事や、夜間は鍵をか
ける等対策があれば良い

1

防犯メールが適切に来ていない 1

防犯対策をしっかりして、安心して保育園に通えるようにして欲しい 1

冬期の「16時」のお知らせは早すぎるので16時半にして欲しい 1

8

保健センターの駐車場が狭く、不便 1

駅前近くで歩きタバコをする人をなくすための運動をして欲しい 1

駅のエレベーターに自転車を乗せないように、自転車持ち込み禁止して欲しい 1

小学校ホームページに子どもの顔を載せないよう、蓮田市教育委員会でホームペー
ジ規則を作ってほしい

1

子どもを安心して育てられる環境 1

ＰＴＡで旗当番があるが、子どもが一人で家を出たり、他兄弟を一人で留守番させ
たり等、危険があり過ぎる

1

子どもが親から離れている際、しっかりとみてそして話を聞いてもらえる環境があ
ると良い

1

安心・安全の確保（防災、防犯、道路等の整備）について

（２）防犯

（３）子育てにやさしい公共施設などの整備



Ⅲ 自由記述まとめ 

 

１２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親がコミュニケーションを取る施設（フリースペースなど）がない 1

10 60

30

質問内容と子どもの年齢が合っていない 19

問６の設問の設定方法はいかがか 2

アンケートを12月の忙しい時期になぜ実施するのか疑問 2

質問によって内容が良くわからず困った 1

１人一部ではなく、一世帯一部のアンケートにしてほしい 1

家事・育児・仕事の合間に答えさせるアンケートにしては、内容が雑だなと思うと
ころがあった

1

アンケートはわかりやすく公表して欲しい（問45の設問で選択肢２－５が重複して
いる）

1

このアンケートは、定型発達の方向けのように感じた。障害児用に別のアンケート
があるとありがたい

1

この調査が本当に活かされるか、半信半疑 1

封筒の宛名が祖父と孫の関係になっていますが、どういうことか？住居のみ提供し
てもらい、生活費は払っており、特別の援助は受けていない

1

30

子どもをもっと育てやすい環境を作って欲しい 5

利便性が悪い 3

税金を取り過ぎ 2

夏の花火大会を行って欲しい 1

蓮田市は子育て支援に対しての取り組みが遅れていると思うもっと充実させて欲し
い

1

もう少し子育てしやすいサービスがあると嬉しい 1

「教育するなら蓮田市」みたいな看板を見ましたが、全く当てはまらないので、取
り外して欲しい

1

クリスマスなどがあっても駅前や街中の様子が変わらず、年中同じ光景 1

ハストピアなど作らず、もっと子育てのために税金を使った方が良い 1

近くにほとんど子どもがいなくて、老人ばかりでとてもつまらないので引っ越した
いと考えている

1

近隣の市町村がやっていないような事をやって、若い世代をどんどん呼び込んでほ
しい

1

子育てに関する行政の取り組みが、他の市町村と比べて遅れている 1

子どもが増える様な取り組みをもっとすべき 1

子どもにとって、楽しいと思えることをもっともっとやって欲しい 1

市の支援は予約や登録、申請など手続きが多く、頼りにしづらい 1

出産からその後の教育まで社会制度の充実 1

少しでも蓮田市が住みやすい町になると良い 1

精神的、時間的アンケートに答える余裕もない家庭の声を積極的に拾い上げて欲し
い

1

税金を適正に分配、それを開示して下さい。事件にあったような不正のないように
して欲しい

1

積極的に参加出来ずに悩んでいる方への市の支援が手厚ければよい 1

中・長期の目標の提示と計画を示して、子ども達にとって具体的なビジョンを見せ
てもらいたい

1

幼稚園や小学校の実態を、もっと市が把握した方が良い 1

老人ばかりで、育児対策に期待することは何もない 1

合　　　　計 709

その他

（１）アンケートについて

（２）その他



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 調査票 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



資料編 調査票 

 

 
１２９ 

 

 

 

 

 

 

 

市民の皆様には、日ごろから市政発展のため、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうござ

います。 

蓮田市では、皆様がより安心して子どもを育てるために必要な取組を検討するにあたり、子ど

ものいる家庭の生活状況や子どもの様子、また子育ての悩みや困りごと等の実態を把握するため

にアンケート調査を実施することとしました。 

このアンケート調査は、子どもの入学・進学にかかわる状況についても質問させていただくた

め、蓮田市内の未就学児、小学生、中学生の子どもを持つ保護者の方を対象に実施するものです。

ご回答いただいた内容は、統計的に集計処理し、調査の目的以外には使用いたしません。 

日々のお仕事や子育てにお忙しい中、恐縮ではありますが、子どもと保護者の皆様を支える市

の子育て支援・学校教育等の充実に資するための調査にご協力をお願いします。 

平成３０年1２月 

蓮田市長 中 野 和 信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．封筒の宛て名のお子さんについて、お答えください。 

２．アンケートは、お子さんの保護者の方がお答えください。「あなた」とはアンケートに回答さ

れる方を表します。 

３．回答は、あてはまる回答の数字に○印をつけていただく場合と、数字を記入する場合が

あります。また、設問によって○をつける数が異なりますので、注意書きに沿ってご記

入ください。「その他（ ）」を選んだ場合は、カッコの中に、できるだけ内容を書いて

ください。  

４．ご記入いただいたアンケートは、平成３０年１２月２８日（金）までに、同封の返信用封筒

に入れ、お近くの郵便ポストにご投函ください。また、返信用封筒には、切手を貼った

り、差出人の住所・名前を書かないようお願いいたします。 

 

 

 

ご記入にあたってのお願い 

調査に関するご質問は、 

蓮田市教育委員会 子ども支援課 

電話：（048）765-1706（直通） 

Eメール：kodomo@city.hasuda.lg.jp   までお問い合わせください。 

 

蓮田市 
子どもの生活に関する実態調査 

～ご協力のお願い～ 



資料編 調査票 

 

 １２８ 

 

 

 

問１ 宛て名のお子さんの生年月をご記入ください。（□内に数字でご記入ください。数字

は一枠に一字。） 

平成       年       月生まれ 

 

問２ 宛て名のお子さんのきょうだいは、何人いらっしゃいますか。お２人以上のお子

さんがいらっしゃる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。（□内に数字で

ご記入ください。数字は一枠に一字。） 

きょうだい数    人（宛て名のお子さん含む） 

未子の生年月 平成       年       月生まれ 

 

問３ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛て名のお子さんからみた関係

でお答えください。（１つに○） 

１．母親 ２．父親 
３ ． そ の 他

（       ） 

 

問４ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（１

つに○）※問３で「３．その他」と回答した方は、問５へお進みください。 

１．配偶者がいる（内縁者がいる場合を含む） ２．配偶者はいない 

 

問５ 宛て名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。

宛て名のお子さんからみた関係でお答えください。（１つに○） 

１．父母ともに ２．主に母親 ３．主に父親 

４．主に祖父母 ５．その他（        
             

） 

 

問６ あなたの世帯の状況についてお答えください。（あてはまるものすべてに○） 

１．生活保護世帯 ２．市民税非課税・減免世帯 

３．国民年金掛金・国民健康保険税減免世帯 ４．児童扶養手当受給世帯 

５．就学援助制度受給世帯 ６．１～５にあてはまらない世帯 

 

問７ あなたのお住まいの小学校区はどちらですか。（１つに○） 

１．蓮田南小学校区 ２．蓮田北小学校区 ３．平野小学校区 

４．黒浜小学校区 ５．蓮田中央小学校区 ６．黒浜西小学校区 

７．黒浜南小学校区 ８．黒浜北小学校区  

 

（例）平成２ ５年  ４月生まれ 

   封筒の宛て名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます １ 



 

 １２９ 

問８ あなたのお住いの住居の種類についてお答えください。（１つに○） 

１．持ち家（あなたまたはあなたの配偶者名義） ２．持ち家（親族名義） 

３．市営・県営住宅 ４．公社・公団（ＵＲ）賃貸住宅 

５．社宅 ６．借家（マンションやアパートなど） 

７．間借 ８．その他（           ） 

 

問９ 宛て名のお子さんが現在通っている教育・保育施設等についてお答えください。

（１つに○） 

１．保育園 ２．認定こども園 ３．幼稚園 

４．市立小学校 ５．私立小学校 ６．市立中学校 

７．私立中学校 ８．その他（     ）  

 

 

 

 

 

問１０ 宛て名のお子さんは不登校の経験がありますか。（１つに○） 

１．ある ２．ない 

 

問１１ 宛て名のお子さんは学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日あたり

どのくらいの時間、勉強をしますか。塾などの時間も含みます。 

 

１日あたり    時間 

 

問１２ 宛て名のお子さんは、１か月に本（読み聞かせを含む）を何冊くらい読みます

か。自宅以外の状況も含めてお答えください。（電子書籍を含み、学校・塾等

の教科書・教材は除く） 

１か月    冊 

 

問１３ 宛て名のお子さんの学校での成績はいかがですか。（１つに○） 

１．良好 ２．まあまあ良好 ３．普通 

４．あまりよくない ５．よくない ６．わからない 

 

問１４ あなたやあなたの配偶者は、宛て名のお子さんに直接勉強を教えることはあり

ますか。（１つに○） 

１．よく教えている ２．たまに教えている 

３．あまり教えていない ４．教えていない 

 

  

   教育支援に関してうかがいます ２ 



資料編 調査票 

 

 １３０ 

問１５ 宛て名のお子さんにどの段階の学校まで進んでほしいですか。（１つに○） 

１．中学校まで ２．高等学校まで 

３．専門学校まで（高等学校卒業後に進学する

もの） 
４．高等専門学校・短期大学まで 

５．大学まで ６．大学院まで 

７．その他（具体的に：         ） ８．特に希望はない 

 

問１６ 宛て名のお子さんを希望学歴まで進学させる際心配なことは何ですか。（あて

はまるものすべてに○） 

１．お子さんの希望と異なる ２．お子さんの学力 

３．経済的な余裕がない ４．その他（具体的に：      ） 

５．特にない  

 

問１７ 宛て名のお子さんは、習い事等（スポーツクラブ・学習塾を含む）をしていま

すか。（１つに○） 
１．している ２．していない →問１７－２へ 

お進みください 

 

問１７-１ （問１７で「１」と答えた方におうかがいします。） 

習い事等の種類は何ですか。（あてはまるものすべてに○）  

１．体操 ２．水泳 ３．野球・ソフトボール 

４．サッカー ５．テ二ス ６．バスケットボール 

７．卓球 ８．バレーボール ９．空手・剣道・柔道などの武道 

10．バレエ・ダンス・舞踊 11．英会話 12．外国語（英語以外） 

13．習字（硬筆含む） 14．絵・工作 15．ピアノ・電子オルガン 

16．楽器（ピアノ・電子オ

ルガン以外） 

17．ボーイスカウト・ガー

ルスカウト 

18．科学・自然 

19．華道・茶道 20．学習塾（有料） 21．家庭教師 

22．通信教育 23．その他（具体的に：              ） 

 

問１７-２ （問１７で「２」と答えた方におうかがいします。） 

習い事をしていない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）  

１．子どもがやりたがらないから ２．必要性を感じないから 

３．経済的に余裕がないから ４．家の近くに塾や習い事がないから  

５．学校のクラブ活動が忙しいから ６．子どもが家などで過ごす自由時間が少なくなるから 

７．他の家族の理解が得られないから  ８．その他（具体的に：          ） 

９．特に理由はない  

 



 

 １３１ 

 問１７-３ （問１７で「２」と答えた方におうかがいします。） 

今後習い事をさせるとしたら、どんな習い事をさせたいですか。 

問１７-１の選択肢の番号を記入してください。 

     

 

 

 

 

 

問１８ 宛て名のお子さんの世帯の中で就労されている方についてお答えください。

（あてはまる方すべてに○） 

１．父親 ２．母親 ３．祖父母または祖父母のいずれか 

４．兄弟姉妹 ５．その他（具体的に：   ６．誰も働いていない 

 

問１９ 宛て名のお子さんの世帯主の方の現在の職業についてお答えください。（１つ

に○） 

１．勤め（常勤・正規職員） 

２．勤め（パートまたはアルバイト、非正規職員で１か所に勤務） 

３．勤め（パートまたはアルバイト、非正規職員で複数か所に勤務） 

４．自営業・家業 

５．その他の職業（具体的に：                        ） 

６．仕事をしていない →問１９-３へお進みください 

 

問１９-１ （問１９で「１」～「５」と答えた方におうかがいします。） 

１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含

む）」をお答えください。就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっ

とも多いパターンについてお答えください。複数の仕事を持っている場合

は、合算してください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の

状況についてお答えください。（□内に数字でご記入ください。数字は一

枠に一字。） 

１週当たり就労日数   日 １日当たり就業時間（残業時間含む）      時間  

 

問１９-2 （問１９で「１」～「５」と答えた方におうかがいします。） 

１日の勤務時間の始業時刻と終業時刻は何時になりますか。時刻が一定

でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。産休・育

休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。時

刻は24時間制（例：終業時刻 １ 7 時3 0 分）でご記入ください。（数

字は一枠に一字） 
 

始業時刻      時     分 

 

終業時刻      時     分 

   就業状況に関してうかがいます ３ 
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 １３２ 

問１９-3 （問１９で「６」と答えた方におうかがいします。） 

仕事をしていない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．家事や育児に専念 ２．仕事を探している 

３．学生 ４．家族の介護や介助 

５．病気療養 ６．年金などで生活 

７．家賃収入、株式運用などで生活 ８．その他（具体的に：         ） 

 

問１９-４ （問１９で「６」と答えた方におうかがいします。） 

どのような状況になれば働きますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．宛て名のお子さんの保育の手立てがで

きたら 

２．宛て名のお子さんが小学校または中学校に

入学したら 

３．あなたの条件に合う仕事が見つかった

ら 
４．子育てなどが落ち着き時間に余裕ができたら 

５．あなたの学校や職業訓練などが終了し

たら 

６．あなたが仕事に必要な資格や技能を身に付

けたら 

７．家族の介護が落ち着いたら ８．宛て名のお子さんの問題（健康など）が解

決したら 

９．あなたの問題（健康など）が解決したら 10．生活に困ったら 

11．どのような状況になっても働く気はない 12．その他（具体的に：         ） 

13．わからない  

 

  

©はすぴぃ 



 

 １３３ 

 

 

問２０ 宛て名のお子さんの世帯全体の年間の収入（手当等の収入は含まない）につい

てお答えください。（１つに○） 

１．収入はない（0円） ２．1～50万円未満 ３．50～100万円未満 

４．100～200万円未満 ５．200～300万円未満 ６．300～400万円未満 

７．400～500万円未満 ８．500～600万円未満 ９．600～700万円未満 

10．700～800万円未満 11．800万円以上 12．わからない 

 

 

 

 

 

問２１ あなたは、宛て名のお子さんとよく会話しますか。（１つに○） 
１．よくする ２．ときどきする ３．ほとんどしない ４．しない →問２２へ

お進みください 

 

問２１-１ 問２１で「１」～「３」と答えた方におうかがいします。 

宛て名のお子さんとの会話の内容について教えてください。（それぞれ1つに○） 

 

よ
く
す
る 

と
き
ど
き
す
る 

ほ
と
ん
ど
し
な
い 

ま
っ
た
く
し
な
い 

１．学校での出来事について １ ２ ３ ４ 

２．友達のことについて １ ２ ３ ４ 

３．将来や進路について １ ２ ３ ４ 

４．勉強や成績について １ ２ ３ ４ 

５．社会の出来事やニュースについて １ ２ ３ ４ 

 

   収入の状況に関してうかがいます ４ 

   親子の過ごし方に関してうかがいます ５ 
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 １３４ 

問２２ あなたが宛て名のお子さんと一緒に何かをしたり、相手をしたりしている時間

は、1日平均すると、だいたいどれくらいになりますか。 

（平日、休日それぞれについて、1つに○） 

平日の平均時間 休日の平均時間 

１．０～１５分未満 １．０～１５分未満 

２．１５～３０分未満 ２．１５～３０分未満 

３．３０分～1時間未満 ３．３０分～1時間未満 

４．1時間～2時間未満 ４．1時間～2時間未満 

５．２時間～３時間未満 ５．２時間～３時間未満 

６．3時間～4時間未満 ６．3時間～4時間未満 

７．4時間以上 ７．4時間以上 

 

問２３ 宛て名のお子さんとの親子での休日の過ごし方についてお答えください。（あ

てはまるものすべてに○） 

１．家にいる ２．公園で遊ぶ 

３．ショッピングモールに行く ４．図書館に行く 

５．外食をする ６．兄弟姉妹の世話をする 

７．映画館に行く ８．その他（具体的に：       ） 

 

問２４ あなたは宛て名のお子さんを信頼していますか。（１つに○） 

１．とても信頼している ２．おおむね信頼している 

３．あまり信頼していない ４．信頼していない 

 

問２５ あなたは自分の家の居心地をいいと思いますか。（１つに○） 

１．そう思う ２．どちらかというとそう思う 

３．どちらかというとそう思わない ４．そう思わない 

 

 

 

 

 

 

問２６ 宛て名のお子さんは、学校で楽しく過ごしているように見えますか。（１つに○） 

１．楽しいようだ ２．どちらかといえば楽しいようだ 

３．どちらかといえば楽しくなさそうだ ４．楽しくなさそうだ 

  

   学校生活に関してうかがいます ６ 



 

 １３５ 

 

 

 

問２７ 宛て名のお子さんのことで心配していることについてお答えください。（あて

はまるものすべてに○） 
１．子どもに基本的な生活習慣が身について

いない 

２．子どもの反抗的な態度や問題行動（非行

等） 

３．子どもが何事に対しても消極的である ４．子どもが良い友人関係を持てない 

５．子どもの発達が遅い ６．子どもが病気がちである（体調が優れない） 

７．心配したり悩んだりすることはない ８．その他（              ） 

 

問２８ あなたが現在、宛て名のお子さんについて悩みを相談している相手はどのよう

な人ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．配偶者・パートナー ２．自分の親 ３．配偶者・パートナーの親 

４．兄弟姉妹・親戚 ５．自分の子ども ６．知人・友人 

７．職場の人 ８．公的な機関 ９．保育園・幼稚園・学校の先生 

10．社会福祉協議会 11．民生委員・児童委員 12．市の保健師等 

13．医療機関の医師や看護師 14．その他（                  ） 

 

問２９ 宛て名のお子さんは、どのような時に楽しいと感じているように見えますか。

（あてはまるものすべてに○） 

１．家族と過すごしているとき ２．友達と過ごしているとき 

３．学校生活やクラブ活動に参加しているとき ４．地域の行事に参加しているとき 

５．塾や習い事をしているとき ６．ひとりでいるとき 

７．特にない ８．その他（             ） 

 

 

 

 

 

問３０ 宛て名のお子さんは朝食を食べていますか。（１つに○） 

１．毎日食べる ２．週４～6日食べる ３．週１～3日食べる ４．食べない 

 

     

         

問３１へお進みください 

   子どもの悩みごとに関してうかがいます ７ 

   子どもの食事に関してうかがいます ８ 
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 １３６ 

問３０-１ （問３０で「４」と答えた方におうかがいします。） 

宛て名のお子さんが朝食を食べない理由をお答えください。（１つに

○） 

１．時間がない ２．お腹がすいていないと思う 

３．食べる習慣がない ４．経済的な理由で用意できない 

５．その他（具体的に：                  ） 

 

問３１ 宛て名のお子さんは夕食を食べていますか。（１つに○） 

１．毎日食べる ２．週４～6日食べる ３．週１～3日食べる ４．食べない 

 

 

          問３２へお進みください 

 

問３１-１ （問３１で「４」と答えた方におうかがいします。） 

宛て名のお子さんが夕食を食べない理由をお答えください。（１つに

○） 

１．時間がない ２．お腹がすいていないと思う 

３．食べる習慣がない ４．経済的な理由で用意できない 

５．その他（具体的に：                  ） 

 

問３２ あなたの家庭では、宛て名のお子さんに１週間に手作りの夕食をどれくらい用

意しますか。（１つに○） 

１．毎日 ２．週に６日 

３．週に５日 ４．週に４日 

５．週に３日 ６．週に２日 

７．週に１日 ８．まったく用意しない 

 

問３３ あなたの家庭では、家族そろって夕食を食べていますか。（１つに○） 
１．毎日・ほぼ毎日食べる →問３４へお進み

ください 

２．週に３、４日食べる →問３４へお進み

ください 

３．ほとんど食べない ４．わからない →問３４へお進みください 

 

問３３-１ （問３３で「３．ほとんど食べない」と答えた方におうかがいします。） 

宛て名のお子さんはいつもどのように食事をしていますか。（１つに

○） 
１．大人の家族の誰かと食べる 

 →問３４へお進みください 

２．子どもだけで食べる 

 

３．ひとりで食べる 

 

４．その他（具体的に：       ） 

→問３４へお進みください 

 



 

 １３７ 

問３３-１-１ （問３３-１で「２．子どもだけで食べる」または「３．ひとりで食べ

る」と答えた方におうかがいします。） 

家族そろって夕食を食べない理由をお答えください。（１つに○） 
１．働いている親の帰宅が遅いから ２．親が夜間の仕事で不在になるから 

３．本人が学校、部活、習い事・塾などで帰

宅が遅くなるから 

４．親が育児・介護で忙しいから 

５．その他（具体的に：       ）  

 

問３４ 夕食を用意しないときは、お子さんは何を食べていますか。（あてはまるもの

すべてに○） 
１．スーパーやコンビニ等で購入するお惣菜、弁当 ２．インスタント・レトルト食品 

３．お菓子・菓子パン ４．親戚、知人が作った料理 

５．食べない ６．わからない 

７．その他（具体的に：                      ） 

 

問３５ 宛て名のお子さんは、学校がお休みの日の昼食は誰と食べますか。（１つに○） 

１．家族と食べる ２．子どもだけで食べる 

３．ひとりで食べる ４．食べない 

５．その他（具体的に：                      ） 

 

 

 

 

問３６ 宛て名のお子さんは食後、歯磨きをしていますか。（１つに○） 
１．ほぼ毎日 ２．週に数回 ３．月に数回 ４．めったにしない 

 

問３７ 宛て名のお子さんはむし歯がありますか。（１つに○） 

１．ある（未治療） ２．ある（治療中） ３．あった（治療済み） ４．ない 

 

 

 

                  問３８へお進みください 

 

問３７-１ 問３７で「１．ある（未治療）」とお答えの方におうかがいします。） 

その理由は何ですか。（１つに○） 

１．治療予定 ２．治療に行く時間がない ３．経済的に困難 

４．治療する必要がない ５．特に理由はない ６．その他（    ） 

 

   子どもの生活に関してうかがいます ９ 
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 １３８ 

問３８ 宛て名のお子さんはお風呂に入っていますか。（１つに○） 

１．ほぼ毎日 ２．週に数回 ３．月に数回 
４．めったに入ら

ない 

 

問３９ 宛て名のお子さんは、平日（月曜日～金曜日）、何時に起きていますか。（起

床時間）（１つに○）  

１．午前５時より前 ２．午前５時台 ３．午前６時台 ４．午前７時台 

５．午前８時台 ６．午前９時より後 ７．決まっていない  

 

問４０ 宛て名のお子さんは、平日（月曜日～金曜日）、何時に寝ていますか。（就寝時間） 

（１つに○）  

１．午後９時より前 ２．午後９時台 ３．午後10時台 ４．午後11時台 

５．午前０時台 ６．午前1時より後 ７．決まっていない  

 

 

 

 

 

問４１ 宛て名のお子さんについて、過去1年間に医療機関を受診させた方がよいと思っ

たが、実際には受診させなかったことはありましたか。（１つに○） 

１．ある ２．ない →問４２へお進みください 

 

問４１-１ 問４１で「１．ある」と回答された方におうかがいします。） 

その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．公的医療保険に加入しておらず、医療費の支払いができなかったため 

２．公的医療保険に加入していたが、医療機関で自己負担を払うことができなかった 

３．宛て名のお子さんが（行くのが）嫌だと言ったため 

４．医療機関までの距離が遠く、通院することが困難だったため 

５．多忙で、医療機関に連れていく時間がなかったため 

６．最初は受診させようと思ったが、宛て名のお子さんの様子を見て、受診させなくても

よいと判断したため 

７．その他（具体的に：                            ） 

 

問４２ 宛て名のお子さんは、保健センターで健診を受けたことがありますか。（１つ

に○） 

１．受診したことがある ２．受診したことがない 

３．わからない ４．その他（具体的に：       ） 

 

  

   医療に関してうかがいます 10

0 



 

 １３９ 

 

 

 

問４３ あなたのご家庭で宛て名のお子さんが必要なもの（食料、衣料等）が買えなく

て困ったことがありましたか。（１つに○） 

１．よくある ２．たまにある ３．あまりない ４．ほとんど（全く）ない 

 

問４４ あなたのご家庭で宛て名のお子さんが必要とする文具や教材が買えないことが

ありましたか。（１つに○） 

１．よくある 
２．ときどきあっ

た 
３．まれにあった ４．全くなかった 

 

問４５ あなたのご家庭で次のうち経済的に負担になっているものはありますか。（そ

れぞれ1つに○） 

 
とても負担 負担 

どちらかと 
いえば負担 

負担ではない 

１．食費 １ ２ ３ ４ 

２．医療費 １ ２ ３ ４ 

３．光熱水費 １ ２ ３ ４ 

４．教育費 １ ２ ３ ４ 

５．住居費 １ ２ ３ ４ 

６．通信費 １ ２ ３ ４ 
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資料編 調査票 

 

 １４０ 

問４６ あなたのご家庭では、経済的な理由で次のような経験をしたことがありますか。

（あてはまるものすべてに○） 

１．食費を切りつめた 

２．電気・ガス・水道などが止められた 

３．医療機関を受診できなかった 

４．国民健康保険の支払いが滞った 

５．国民年金の支払いが滞った 

６．金融機関などに借金をした 

７．クレジットカードの利用が停止になった 

８．新しい衣服・靴を買うのを控えた 

９．新聞や雑誌を買うのを控えた 

10．スマートフォンへの切替・利用を断念した 

11．冠婚葬祭のつきあいを控えた 

12．生活の見通しが立たなくて不安になった 

13．鉄道やバスの利用を控え、自転車を利用したり、歩くようにした 

14．電話（固定・携帯）などの通信料の支払いが滞ったことがある 

15．家賃や住宅ローンの支払いが滞ったことがある 

16．趣味やレジャーの出費を減らした 

17．冷暖房の使用を控えた 

18．友人・知人との外食を控えた 

19．敷金・保証金等を用意できないので、住み替え・転居を断念した 

20．理髪店・美容院に行く回数を減らした 

21．子どもの部屋が欲しかったが作れなかった 

22．その他（                                 ） 

 

問４７ 経済的な理由のためにあなたの家庭にないものはありますか。（あてはまるも

のすべてに○） 

１．子どもの年齢にあった絵本や本 ２．子ども用のスポーツ用品・ぬいぐる

み・おもちゃ 

３．子どもが自宅で宿題をすることができる場所 ４．洗濯機 

５．冷蔵庫 ６．掃除機 

７．暖房機器 ８．冷房機器 

９．電子レンジ 10．電話（固定電話・携帯電話） 

11．世帯専用のお風呂 12．世帯人数分の布団 

13．急な出費のための貯金（5万円以上） 14．あてはまるものはない 

15．その他（            ）  

 



 

 １４１ 

問４８ 宛て名のお子さんの教育にかかる費用は年間でどれくらいになりますか。（1つ

に○） 

１．10万円未満 ２．１0万円以上50万円未満 

３．50万円以上100万円未満 ４．100万円以上150万円未満 

５．150万円以上200万円未満 ６．200万円以上300万円未満 

７．300万円以上500万円未満 ８．500万円以上 

 

問４９ あなたの世帯には借金がありますか。（1つに○） 

１．ある ２．ない ３．答えたくない 

 

 

                   問５０へお進みください 

 

 問４９-１ 問４９で「１」と答えた方にうかがいます。 

       どのような借金がありますか。 

１．住宅ローン ２．車のローン 

３．市の入学準備貸付金 ４．国や県の奨学金 

５．その他（             ）  

 

 

 

 

問５０ あなたのご家庭では、育児に関する情報をどこから入手していますか。（あて

はまるものすべてに○） 

１．自分の親 ２．配偶者 ３．兄弟姉妹や親戚 

４．友人・知人 ５．近所の人 ６．民生委員など地域の人 

７．保育園や幼稚園、学校の

先生など 

８．子育て支援センターや

児童センター 

９．行政の窓口、電話相談

など 

10．市の子育て関連情報誌 11．その他の冊子、雑誌など 12．市ホームページ 

13．その他のインターネット

情報 

14．その他 

（具体的に：    ） 
15．特にない 

 

問５１ あなたのご家庭では、どのような情報を得たいですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．子どもの発達や病気について ２．子どもの食事や栄養について 

３．子どものしつけや勉強について ４．子どもの進学や進路について 

５．習い事や学習塾について ６．子どもが参加できるイベントについて 

７．子どもの遊び場や施設について ８．子どもの相談窓口について 

９．子どもの手当や公的助成について 10．その他（具体的に：       ） 

11．特にない  
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資料編 調査票 

 

 １４２ 

 

 

 

問５２ あなたは次の公的・社会的サービスを利用したことがありますか。（あてはま

るものすべてに○） 

１．就学援助 ２．児童扶養手当  

３．障がいや難病による手当  ４．生活保護  

５．幼稚園就園奨励費  ６．子育て広場・ぽこ、つどいの広場・おひさま  

７．子育て支援センター  ８．子育て世代包括支援センター  

９．保育園の交流会  １０．両親学級  

１１．母子愛育会の参加  １２．歯っぴー教室  

１３．埼玉県中央児童相談所  １４．家庭児童相談  

１５．子どもスマイルネット  １６．保育園の一時預かり  

１７．ファミリー・サポート・センター １８．緊急サポートセンター（病児・病後児保育事業）  

１９．家庭訪問型子育て支援 ホームスタート ２０．家庭教育学級  

２１．子育てサークル  ２２．スクールカウンセラー  

２３．スクールソーシャルワーカー  ２４．放課後子供教室  

２５．心のホット相談員  ２６．発達支援センター 

２７．退職教員による定期的補充学習の推進、学習支援 ２８．コミュニティ・スクール  

２９．高等職業訓練促進給付金等の助成 ３０．自立支援教育訓練給付金の助成 

３１．その他（           ）  

 

問５２-１ 上記のうち、満足度の高い公的・社会的サービスを５つまで選んでください。 

     

 

問５２-２ 上記のうち、満足度の低い公的・社会的サービスを５つまで選んでください。 
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 １４３ 

問５３ あなたや宛て名のお子さんが現在必要としていること、重要だと思う支援はど

のようなことですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．宛て名のお子さんのことや生活のことなど悩み事を相談できること 

２．あなたが同じような悩みを持った人同士で知り合えること 

３．あなたが離婚のことや養育費のことなどについて専門的な支援が受けられること 

４．宛て名のお子さんの病気や障がいのことなどについて専門的な支援が受けられること 

５．あなたの就職のための支援が受けられること 

６．住宅を探したり住宅費を軽減したりするために支援が受けられること 

７．あなたが病気や出産、事故などの事情があったときに一時的に子どもを預けられること 

８．宛て名のお子さんの就学にかかる費用が軽減されること 

９．宛て名のお子さんが受けられる無料（低額）の学習支援制度 

10．宛て名のお子さんの居場所づくり 

11．あなたが一時的に必要となる資金を借りられること 

12．あなたがストレスを発散できる場所、機会が提供されること 

13．その他（具体的に：                             ） 

14．特にない 

 

問５４ あなたは宛て名のお子さんに子ども食堂を利用させたいと思いますか。（１つ

に○） 

１．利用させたい 
２．どちらかといえ

ば利用させたい 

３．どちらかといえ

ば利用させたく

ない 

４．利用させたくな

い 

※子ども食堂とは：NPO法人やボランティア団体等が、子ども等に対し、無料または定額で食事を提供する取組。 

 

問５５ あなたは子ども食堂の利用にあたり困ることはありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．どこにあるかわからない ２．利用の方法がわからない 

３．ひとりで行きにくい ４．費用がわからない 

５．利用時間が合わない ６．いつ実施しているのかわからない 

７．その他（具体的：        ）  

 

問５６ 現在、蓮田市ではご家庭の都合や経済的理由などにより、家庭での学習支援が

難しいご家庭を対象に、「学習ができて、教えてくれる人がいる場（学習支

援）」を実施しています。宛て名のお子さんにこのような場があれば参加させ

てみようと思いますか。（１つに○） 

１．参加させてみたい ２．必要ない →問５７へお進みください 

３．わからない →問５７へお進みください 
４．その他（具体的に：       ） 

  →問５７へお進みください 

 

  



資料編 調査票 

 

 １４４ 

問５６-１ （問５６で「１．参加させてみたい」と答えた方におうかがいします。） 

どのような場所なら参加させてみたいと思いますか。（１つに○） 

１．学校区内 ２．駅のそば 

３．市の施設 ４．その他（具体的に：       ） 

 

問５６-２ （問５６で「１．参加させてみたい」と答えた方におうかがいします。） 

どのくらいの頻度で開催したらよいと思いますか。（１つに○） 

１．週１回 ２．週２回 

３．週３回 ４．月１回 

５．その他（具体的に：         ） 

 

問５６-３ （問５６で「１．参加させてみたい」と答えた方におうかがいします。） 

1回あたりの料金についてどのくらいの金額なら参加させてみたいと思

いますか。（１つに○） 

１．無料 ２．１,000円以内 

３．3,000円以内 ４．その他（具体的に：       ） 

 

問５６-４ （問５６で「１．参加させてみたい」と答えた方におうかがいします。） 

送迎があったほうがよいと思いますか。（１つに○） 

１．あったほうがよい ２．不要 

 

問５７ 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござ

いましたら、ご自由にご記入ください。 
 

 

 

 

 

 

 

調査は以上で終了となります。 

回答を終えた調査票は、同封の返信用封筒に入れて、切手を貼らずに１２月２８日(金)まで

にポストへ投函をお願いいたします。 

お忙しいところ、ご協力いただきまして誠にありがとうございました。 
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