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Ⅰ 調査概要 

（１）調査の趣旨 

本調査は、「橿原市第１期こども計画」の策定にあたり、今後の方向性を検討するため、子ども

や子どもが属する世帯、若者の生活実態や将来への希望などを把握し、基礎資料とすることを目

的に実施しました。 

 

（２）調査方法と回収結果 

 
子どもの生活実態調査 

子ども・若者の生活や意識に関する 

アンケート調査 

調査対象 

市内在住の小学５年生・

中学２年生の児童生徒及

びその保護者 

市内在住の 

中学１・３年生及び 

高校生相当年齢 

市内在住の 18～39 歳 

調査方法 郵送による配布・回収（中間時点で督促状を送付） 

調査期間 令和６年７月１日～７月 19日 

配布数 1,400 件※ 1,680 件 1,320 件 

回収数 

（回収率） 
673 件※（48.1％） 671 件（39.9％） 407 件（30.8％） 

※児童生徒と保護者を合わせて「1件」として計算しています。 

 

（３）報告書の見方 

◇回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２

位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）

であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析文、グ

ラフ、表においても同様です。 

◇複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごと

の有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0％を超える場

合があります。 

◇図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が

困難なものです。 

◇図表中の「Ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に

該当する人）を表しています。 

◇本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。 

◇集計対象者数（Ｎ値）が少ない（10 件未満）クロス集計について、コメント対象外としていま

す。  
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Ⅱ 調査結果の総括 

（１）調査結果の考察 

①子どもの生活実態調査 

ア．子どもの学力について 

★所得段階から授業理解の程度をみると、経済的に厳しくなるにつれて授業理解の程度も低く

なる傾向がみられます。後述の分析のように、経済状況のみが授業理解の程度に影響してい

るわけではありませんが、経済的に厳しい世帯では、そうでない世帯と比べて授業理解の低

下と関連する要素を抱えている可能性が高くなっています。（P13） 

★塾や家庭教師、通信教育など学習支援サービスの利用に加え、文化的な活動経験の多寡もま

た、子どもの授業理解に影響を与えていることが調査結果よりうかがえます。これらの要素

は経済的に厳しい世帯ほど子どもに提供することが難しい傾向がみられることより、学校以

外での学習機会の提供に加え、文化的な活動を経験できる機会の提供など、学力格差・体験

格差の縮小に向けた取り組みの推進が求められます。（P13、14） 

★子ども自身の学業への態度もまた授業理解と関連していることが調査結果よりうかがえます。

学業態度の高低については、保護者からの教育的な働きかけによる影響がみられるほか、子

ども自身が規則正しい生活を送れているかどうかとも関連性がみられます。また、後述の

「イ．子どもの社会性について」でふれていますが、保護者の教育姿勢は保護者自身の精神

的な負担、時間外勤務の有無とも関係性がみられます。以上より、保護者自身への、子ども

との関わり方に関する情報の発信や世帯での生活習慣の定着に向けた支援、保護者自身のス

トレス軽減につながる取り組みを進めていく必要があると考えられます。（P14） 

★上記以外に、子どもの自尊感情と授業理解の程度にも関連性がみられました。今回調査では

詳細な相関の分析は難しいですが、自尊感情が高いと授業が理解できるというよりも、授業

を理解することで自尊感情が高まり、主体的に学習し、答えを見つけ、また自尊感情が高ま

るといったポジティブなサイクルが形成されることが背景にあると考えられます。後述の

「イ．子どもの社会性について」において分析を掲載していますが、自尊感情の程度は保護

者との関係性に影響を受けている可能性が調査結果よりうかがえることを踏まえ、まずは、

子どもが喜び、成長につながるような関わりを持つことが大切であると考えられます。（P13、

14） 

 

イ．子どもの社会性について 

★友人関係については、所得段階との相関はあまり見られない一方、子ども自身の自尊感情と

関連が強い傾向が調査結果よりみられます。ただし、経済的に厳しい世帯の場合、塾や習い

事への参加が難しいという背景より、友人と出会い、活動する場が限られている可能性が懸

念されます。（P15） 
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★自尊感情の低い子どもの場合、様々な悩みを抱えている一方で誰にも相談できない状況に陥

っている傾向がうかがえます。また、所得段階や自尊感情が低い場合、インターネット上で

人間関係を構築しようとする傾向もみられます。該当する子どもが実生活やインターネット

上でトラブルに巻き込まれることがないよう、学校の先生をはじめとした周囲の大人からの

気づきの促進、相談しやすい環境づくり、ネットリテラシー教育の推進が求められます。

（P15、16） 

★自尊感情の変化には様々な要因があると考えられますが、世帯の状況から分析する場合、保

護者の子どもへの働きかけが影響を与えている可能性が調査結果よりうかがえます。保護者

自身の精神的・時間的余裕と教育姿勢に関係性がみられることより、ストレス軽減のため相

談支援や交流機会の提供、子育てと仕事を両立できるよう、事業所へのワークライフバラン

スに関する周知啓発の推進が求められます。（P16、17） 

★また、保護者自身の最終学歴と教育姿勢にも関連がみられました。自身が過去に受けた教育

に基づいて子どもに教育的な働きかけをしていると想定した場合、中学・高校・専門学校卒

に該当する世帯は子どもとの適切な接し方についての情報が不足している可能性も考えられ

るため、情報提供の一層の推進が必要となります。（P17） 

 

ウ．子どもや保護者の健康・生活習慣について 

★子どもの健康状態については、経済状況による顕著な差はみられませんが、経済的に厳しい

世帯の場合、医療費負担を理由として医療機関への受診をためらう傾向がみられるほか、未

治療の虫歯のある子どもがいる傾向もみられます。本市でも経済的に厳しい世帯の医療費負

担軽減の支援を実施しており、令和６年８月より 18 歳までの子どもを対象とした、子どもに

係る一部負担金の無償化も開始しています。引き続き、経済的負担の軽減に向けた支援の提

供と制度の周知が必要です。（P19、20） 

★経済的に厳しい世帯では、保護者の身体的・精神的負担が重くなっている傾向がみられます。

経済的に厳しい世帯や、保護者が精神的に大きなストレスを抱えている場合、相談できる人

や場所がないという回答が高くなっており、子育てに関する悩みや不安を抱え込んでしまう

ことが背景にあると考えられます。調査結果では、相談先について知らない、どう伝えれば

よいかわからないという回答に加え、相談をすることが面倒に感じる、ためらいを感じると

いう回答も多くみられることより、いつでも気軽に相談できるような相談体制として機能強

化を図りつつ、相談先の周知について一層注力するとともに、支援を必要とする方を見つけ、

寄り添いながらサポートできる支援の在り方が必要となります。（P21） 

★経済的に厳しい世帯の子どもほど、動画視聴やＳＮＳの利用が多くなる傾向がみられます。

今回調査では上記の傾向につながる背景についての詳細な分析は難しいですが、「②子どもの

学力について」でも確認したように、経済的な理由から習い事や文化的活動を経験する機会

が少ないために、無料・安価で利用できることの多いインターネットコンテンツの利用につ

ながっている可能性が想定されます。インターネットコンテンツの利用は必ずしも悪いこと

ではありませんが、長時間の利用は生活習慣の乱れや学習習慣の定着に支障をきたす可能性

が想定されるため、体験機会の提供や子どもの居場所づくりの推進など、インターネット以

外でも楽しめる機会を平等に提供していくことが求められます。（P18）  
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②子ども・若者の生活や意識に関するアンケート調査  

ア．将来に対する意識について（中学生・高校生相当年齢） 

★自尊感情と将来への意識は関係性がみられ、自尊感情が高い場合には将来に対して希望を持

てる一方、自尊感情が低い場合には将来に不安を感じ、なりたい人間像についてもビジョン

が描きにくい、あるいは描けない傾向が調査結果よりうかがえます。（P22） 

★自尊感情と家族とのかかわりには関係性がみられます。こちらの調査では、家族との関係に

ついてより詳細な設問を設けていますが、特に、悩みや困りごとなどについて家族と相談で

きる関係性が成り立っていないと子ども自身が認識している場合に自尊感情も低くなる傾向

がみられます。子ども自身の主体性を尊重した関わり方、特に、子どもの考えを否定せず受

けとめるような関わり方が重要であると考えられることから、親子関係の形成についても、

必要に応じてサポートできるような仕組み作りが必要となります。（P24） 

 

イ．引きこもりに該当すると思われる方について（中学生・高校生相当年齢） 

★今回の調査では、引きこもりに該当すると思われる回答者は全体の約３％となっており、学

校に行けなくなった、不登校状態になったことから引きこもりの状態に陥ってしまっている

ことがうかがえます。また、引きこもりの状態になった年齢として 13 歳と回答した方が多く、

小学校から中学校へ進学した際、人間関係の変化など新しい環境になじめずに不登校から引

きこもりの状態になるといった傾向が想定されます。接続期での小中学校間の連携・情報共

有を緊密に行い、就学を断念することのないようサポートする体制の強化が求められます。

（P25） 

★調査結果では、引きこもりに該当すると思われる方は、自身の尊厳や主体性を守ってほしい

と考えている傾向がうかがえます。また、自身が抱えるつらいことに対して我慢をしてしま

う（せざるをえない）傾向もみられます。子ども自身がＳＯＳを発信できるような教育も重

要ですが、周囲の大人が悩みを抱えていると思われる子どもに気づいた際は、子ども自身の

主体性を尊重しつつ悩みを聞いてあげるなど、寄り添いながら助けられるような環境づくり

を進めていくことが重要であると考えます。（P27） 

 

ウ．結婚や子どもを持つことへの意識について（18～39 歳） 

★今回調査では、若者全体の７割弱が結婚したいと回答している一方、自尊感情の程度が結婚

に対する意識と関連していることがうかがえます。自尊感情が低い場合、結婚願望が低くな

る傾向がみられ、人付き合いが苦手であることや、新たな家族と出会うことよりも、自身の

時間が大切であると考えることが背景にあると考えられます。また、誰かと一緒に住むこと

に負担を感じる方も見られるほか、結婚したいと考えている場合でも、良い出会いがないた

めに結婚ができないと考えている方も一定数いることがうかがえます。多様な価値観が肯定

される近年の社会動向を踏まえ、個人の希望するライフスタイルを尊重しつつ、結婚を希望

する方については、よいパートナーと出会うことができるよう、マッチング支援の充実が必

要となります。（P27、28） 
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★若者世代から見た子どもの権利については、子どもの権利を学んだことがある方の場合、子

どもの命や権利を守る取り組み、子ども自身が意見を表明できる取り組みが重要であると認

識していることがうかがえます。こども基本法でも示されている通り、子どもや若者の意見

を反映した子ども・若者施策の推進が求められていることから、様々な機会を活用して子ど

も・若者の意見をうかがうとともに、当事者第一の施策を展開する環境づくりが求められて

います。（P29） 

  



6 

③調査結果の総括 

総括１：すべての子どもや若者が平等に成長する機会を与えられる社会づくりが必要です。 

調査結果では、経済的に厳しい世帯の子どもは、学力や社会性、心身の発達などの様々な面に

おいて厳しい環境に置かれている傾向がみられました。特に、学習面では、塾など学習支援サー

ビスの利用に加え、動物園や博物館などの利用、家族旅行などが含まれる文化的な活動の経験と

いった、利用・経験の有無が世帯の経済状況に左右されるような要素が子どもの学力保障に一定

の役割を果たしている可能性がうかがえます。学歴と収入には相関があり、また、貧困状態は世

代にわたって継続する可能性が高いこと（貧困の連鎖）も指摘されていることを踏まえると、連

鎖を断ち切るための支援を提供することが強く求められます。 

社会性については、本調査結果をみるかぎり、小学生・中学生の段階では、経済状況と社会性

に大きな関係性はみられませんでした。しかし、上掲の学習サービスや文化的活動の機会もまた、

友人や家族以外の大人とも交流する場の一つであることを踏まえると、経済的な理由で多様な経

験の機会を制限されることは、将来的な社会性発達を妨げる背景になる可能性も懸念されます。 

心身の発達についても、小学生・中学生の段階では健康状態に顕著な差はみられませんでした

が、経済的な理由で医療機関への受診をためらうこと、虫歯の治療が進んでいないこと、保護者

自身の心身の健康状態がよくないことなどが、経済的に厳しい世帯ではうかがえます。未治療の

病気や虫歯を放置することは、それ自体が子どもの健全な発育を妨げる要因になりうるほか、重

大な疾病の発症につながる危険性も懸念されます。 

一方で、経済状況だけでなく、保護者が置かれた状況もまた子どもの発育に影響を与えている

可能性が調査結果よりみられました。子どもとの適切な関係性や規則正しい生活習慣の確立が、

子ども自身の学業態度や自尊感情の向上と関連する傾向がみられた一方、保護者自身の疲弊や個

人的経験の違いなどにより、関係性・生活習慣を保つことが難しくなる傾向もまたみられるため、

子どもだけでなく、保護者自身への働きかけも必要となります。 

以上を踏まえると、すべての子どもが学力や社会性、心身の健全な発育が保障されるためには、

経済状況をはじめ、子どもが置かれる世帯環境に関わらず、教育や人とのつながり、保健医療な

ど、子どもの成長に不可欠な要素や機会に平等にアクセスできる環境を充実させていくことが必

要であると考えられます。特に、学校外で子どもの学力を保証できるような機会の提供、経済状

況によらず多様な経験ができる機会の提供、誰でも安心して気軽に利用できる居場所の提供、経

済的支援制度の周知と浸透などを一層進めていく必要があると考えられます。また、保護者自身

が余裕をもって子どもと向き合うことができるよう、保護者に寄り添った支援の提供、ワークラ

イフバランス推進に向けた啓発など、精神的・経済的負担を軽減できる支援も必要となります。 
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総括２：子どもや若者の未来を保証できる支援を推進する必要があります。 

今回の調査では、「自尊感情」という視点から分析を進めています。本市が令和５年度に実施し

た「橿原市第３期子ども・子育て支援事業計画策定に関するアンケート調査」の調査結果におい

ても、子ども自身の自尊感情が、人間関係の構築や学校生活への期待感に加え、将来に対する希

望に影響を与えていることがうかがえたことより、今回の調査でも同様に、自尊感情と人間関係

の構築や将来への期待感について分析を行っています。 

自尊感情の高低は、特に子どもや若者の人間関係構築において関連していることが、本調査で

も同様にうかがえます。良好な友人関係の構築、悩みや不安を抱えた際の相談相手の有無などに

おいて、自尊感情が高い場合に肯定的な回答傾向がみられた一方、自尊感情が低い場合、友人関

係を含む様々な人間関係を否定的にとらえる傾向や、悩みを抱えた場合、誰にも相談できずに抱

え込んでしまう傾向がみられました。 

将来に対する考え方についても、自尊感情が高いほど将来に希望を持ち、人間関係の構築や新

しいこと・困難なことへの挑戦に意欲的な傾向がみられる一方、自尊感情が低い場合、個人の時

間を大切にしたいと考える傾向がみられます。また、結婚観にも違いがみられ、自尊感情が高い

場合、結婚したいという思いが強く、家族を持つことに喜びを感じる傾向がみられました。 

全体的な傾向として、自尊感情が高い場合に、将来に対してポジティブな思考を持つ傾向がみ

られますが、これら自尊感情の高低の要因としては、親を中心とした家族関係が関連している可

能性が調査結果よりうかがえます。何でも話せるような関係性を家族と築いている場合に自尊感

情が高くなる傾向がみられることより、子ども自身の主体性を尊重した関わり方が、子ども自身

が自己を肯定的に捉えられるような価値観を育むことにつながる可能性がうかがえます。 

一方で、本調査では引きこもりの背景についても分析をしています。引きこもりに該当すると

思われる回答者については、自尊感情が特に低くなっている傾向がみられますが、引きこもりに

なったきっかけとして、環境の変化、特に中学校への進学による変化からの不登校という背景が

うかがえます。自分自身が我慢をすることが多かったという回答も多くなっており、該当する方

は、自身の尊厳や主体性を尊重されることが重要であると認識していることもうかがえます。 

以上を踏まえると、子どもや若者の未来を保証するための第一歩として、子どもや若者自身が

将来に対して肯定的なビジョンを描くことができるよう、その主体性を尊重しつつ、自尊感情を

育んでいくことが必要になると考えます。そのためには、保護者をはじめ、子どもや若者と関わ

るすべての主体が、子どもの尊厳や主体性を重んじる基本理念である子どもの権利について理解

して行動するようになることが重要です。特に、子どもの権利についての周知啓発、保護者と子

どもの関係性構築のサポート、いじめや虐待など子どもの権利を不当に侵害する行為の防止や早

期対応に向けた体制の強化、子ども一人ひとりの特性に応じた支援体制の充実などが必要となっ

てきます。 
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（２）子どもの生活実態調査における結果のポイント 

①世帯の経済状況について 

○本調査では、回答者の属する世帯の経済状況から分析を行うために、所得段階を３つの段階に

判定しています。 

○保護者票 Q3「お子さんと普段一緒にお住まいで、生計を共にしている方（世帯員）は、あなた

やお子さんを含めて何人ですか。」及び保護者票 Q35「世帯全体のおおよその年間収入（税込）

はいくらですか。」の回答より各回答者の等価世帯収入※1を算出し、回答者全体の等価世帯収入

の中央値以上を「所得段階Ⅰ」、中央値の 1/2 以上～中央値未満を「所得段階Ⅱ」、中央値の 1/2

未満を「所得段階Ⅲ」としています。 

○本調査では、中央値は325万円（１万円以下は四捨五入）で、中央値の1/2は 163万円となりま

す。このとき、この中央値の 1/2（163 万円）が「貧困線」となり、本調査における所得段階Ⅲ

が貧困線以下、いわゆる相対的貧困の状態にある世帯であると想定されます。また、所得段階

Ⅲの占める割合が「子どもの貧困率」に該当しますが、本調査上での子どもの貧困率は 13.6％

（判定不能を除外した値）となります。 

○なお、国が令和４年に実施した「国民生活基礎調査」では、貧困線は 127 万円、子どもの貧困

率は 11.5％（全国値）となっています。上記の貧困線を今回調査に当てはめた場合、本市の子

どもの貧困率は 9.6％となります。 

▼今回調査における所得段階の分類 

分類 基準 基準額 件数 割合 割合（除不） 

所得段階Ⅰ 中央値以上 325 万円～ 314 46.7％ 52.7％ 

所得段階Ⅱ 
中央値 1/2 以上 

～中央値未満 
163～324 万円 201 29.9％ 33.7％ 

所得段階Ⅲ 中央値 1/2 未満 ～162 万円 81 12.0％ 13.6％ 

判定不能※2 － － 77 11.4％ － 

 

※1 等価世帯収入…世帯の年間収入を世帯の人数の平方根で割ったもので、世帯人員１人当たりに占める

収入額を示しています。人数を平方根で表しているのは、光熱費・水道代など世帯人員共通の生活コス

トについて、世帯の人数が多いほど１人当たりに係る費用が低下することを加味しているためです。例

として、年間収入が 600 万円、世帯人員が４人の世帯の場合、等価世帯収入は「600 万円÷２人（４の

平方根は２）＝300 万円」となります。 

 

※2 判定不能…判定の根拠となる設問（保護者票 Q3 及び保護者票 Q35）において回答がない場合、等価世

帯収入を算出できないため、判定不能としています。 
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②分析指標について 

ア．自尊感情（児童生徒） 

児童生徒票 Q31「あなたの自分自身に対する思いや気持ちについて、もっとも近いものを教えて

ください。」の回答より、子ども自身の自尊感情の指標を算出しています。 

選択肢を下表のとおりに得点として換算し、その合計について、16 点以上で「自尊感情：高」、

12～15 点で「自尊感情：中」、11 点以下で「自尊感情：低」と判定しています。 

▼選択肢の得点換算 

選択肢 

 

設問項目 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思わない 

そう 

思わない 

① 自分には、よいところがある ３点 ２点 １点 ０点 

② 将来の夢や目標を持っている ３点 ２点 １点 ０点 

③ がんばれば、いいことがある ３点 ２点 １点 ０点 

④ 自分は家族に大事にされている ３点 ２点 １点 ０点 

⑤ とても仲がよい友だちがいる ３点 ２点 １点 ０点 

⑥ 自分のことが好きだ ３点 ２点 １点 ０点 

 

イ．学業態度（児童生徒） 

児童生徒票 Q5「あなたの学校生活についておたずねします。次の項目について、もっとも近い

ものはどれですか。」の①～③、児童生徒票 Q8「あなたは、学校の宿題をしていますか。」、児童生

徒票 Q12「あなたはふだん、学校のきまり（提出物の締切や校則など）を守っていますか。」の回

答より、子ども自身の学業態度の指標を算出しています。 

選択肢を下表のとおりに得点として換算し、その合計について、13 点以上で「学業態度：高」、

10～12 点で「学業態度：中」、９点以下で「学業態度：低」と判定しています。 

▼選択肢の得点換算 

Q5 

選択肢 

設問項目 
楽しみ やや楽しみ 

あまり楽しみ

ではない 

楽しみ 

ではない 

①毎日学校に通うこと ３点 ２点 １点 ０点 

②学校で授業を受けること ３点 ２点 １点 ０点 

③先生に会うこと ３点 ２点 １点 ０点 

Q8 

選択肢 

設問項目 
している 

だいたい 

している 
あまり 

していない 
まったく 

していない 

あなたは、学校の宿題をしています

か。 
３点 ２点 １点 ０点 

Q12 

選択肢 

設問項目 
守っている 

だいたい 

守っている 
あまり 

守っていない 
まったく 

守っていない 

あなたはふだん、学校のきまりを守

っていますか。 
３点 ２点 １点 ０点 
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ウ．文化的活動（児童生徒） 

児童生徒票 Q29「あなたの家では、下に書いてあるようなことをしたことがありますか。したこ

とがあるものすべてを選んでください。」の回答より、子ども自身の文化的活動の指標を算出して

います。 

選択肢１～13 について、選択した数が 11 個以上で「文化的活動：高」、８～10 個で「文化的活

動：中」、７個以下で「文化的活動：低」と判定しています。 

▼対象となる選択肢 

１ 小さいころに本や絵本を読んでもらう ２ 手づくりのおやつをつくる 

３ 図書館に行く ４ 動物園や水族館に行く 

５ 博物館や美術館に行く ６ 音楽会やコンサートに行く 

７ 映画や演劇をみに行く ８ 新聞やニュースの内容について話す 

９ パソコンやインターネットで調べものをする 10 学校の行事に家族が来る 

11 地域の行事に参加する 12 泊まりで家族旅行に行く 

13 おじいさん・おばあさんや親せきの家に遊びに行く 

 

エ．生活習慣（児童生徒） 

児童生徒票 Q20「あなたは週にどのくらい、食事をしていますか」の①、児童生徒票 Q22「あな

たは、平日は何時ごろに起きていますか。」、児童生徒票 Q23「あなたは、平日は何時ごろにねてい

ますか。」、児童生徒票 Q24「あなたは、歯磨きや入浴（風呂、シャワー）をしますか。」の①・②

の回答より、子ども自身の生活習慣の指標を算出しています。 

選択肢を下表のとおりに得点として換算し、その合計について、８点で「生活習慣：高」、７点

で「生活習慣：中」、６点以下で「生活習慣：低」と判定しています。 

▼選択肢の得点換算 

Q20 

選択肢 

 

 

設問項目 

毎日食べる 週５～６日 週３～４日 

週１～２日、

ほとんど食べ

ない、まった

く食べない 

①朝食 ２点 １点 ０点 

Q22 

選択肢 

 

設問項目 

「決まっていない」以外の 

選択肢 
決まっていない 

あなたは、平日は何時ごろに起きて

いますか。 
各１点 ０点 

Q23 

選択肢 

 

設問項目 

「決まっていない」以外の 

選択肢 
決まっていない 

あなたは、平日は何時ごろにねてい

ますか。 
各１点 ０点 

Q24 

選択肢 

 

設問項目 

毎日２回以上 毎日１回 それ以外 

①歯磨き ２点 １点 ０点 

②入浴 ２点 １点 ０点 
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オ．親との関わり（児童生徒） 

児童生徒票 Q13「あなたの家族は、あなたに対していつもどのようにしていますか。もっとも近

いものを選んでください。」の回答より、子ども自身の親との関わりの指標を算出しています。 

選択肢を下表のとおりに得点として換算し、その合計について、11 点以上で「親との関わり：

高」、６～10 点で「親との関わり：中」、５点以下で「親との関わり：低」と判定しています。 

▼選択肢の得点換算 

選択肢 

 

設問項目 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思わない 

そう 

思わない 

① いっしょに楽しい時間を過ごしている ４点 ３点 ２点 １点 

② 自分がよろこぶことをしてくれる ４点 ３点 ２点 １点 

③ 悪いことをするとしかられる ４点 ３点 ２点 １点 

④ やらなければいけないことを何度も言われる ４点 ３点 ２点 １点 

 

カ．友人関係（児童生徒） 

児童生徒票 Q15「あなたと友だちの関係について、どのように思いますか。もっとも近いものを

選んでください。」の回答より、子ども自身の友人関係の指標を算出しています。 

選択肢を下表のとおりに得点として換算し、その合計について、８点以上で「友人関係：高」、

６～７点で「友人関係：中」、５点以下で「友人関係：低」と判定しています。 

▼選択肢の得点換算 

選択肢 

 

設問項目 

とても 

そう思う 
そう思う 

あまりそう 

思わない 

そう 

思わない 

① 友だちといっしょによく遊んでいる ３点 ２点 １点 ０点 

② 友だちと仲良くしている ３点 ２点 １点 ０点 

③ 友だちに好かれている ３点 ２点 １点 ０点 
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キ．教育姿勢（保護者） 

保護者票 Q13「あなたとお子さんの関わり方について、次のようなことにどれくらいあてはまり

ますか。」の回答より、保護者自身の教育姿勢の指標を算出しています。 

選択肢を下表のとおりに得点として換算し、その合計について、15 点以上で「教育姿勢：高」、

12～14 点で「教育姿勢：中」、11 点以下で「教育姿勢：低」と判定しています。 

▼選択肢の得点換算 

選択肢 

 

設問項目 

あてはまる 

どちらかとい

えば、あては

まる 

どちらかとい

えば、あては

まらない 

あてはまらな

い 

① テレビ・ゲーム・インターネット等の視

聴時間等のルールを決めている 
３点 ２点 １点 ０点 

② お子さんに本や新聞を読むように勧めて

いる 
３点 ２点 １点 ０点 

③ お子さんが小さいころ、絵本の読み聞か

せをしていた 
３点 ２点 １点 ０点 

④ お子さんから、勉強や成績のことについ

て話をしてくれる 
３点 ２点 １点 ０点 

⑤ お子さんが悪いことをしたらきちんとし

かっている 
３点 ２点 １点 ０点 

⑥ お子さんのよいところをほめるなどして

自信を持たせるようにしている 
３点 ２点 １点 ０点 

 

ク．Ｋ６判定※（こころの健康）（保護者） 

保護者票 Q23「あなたはこの１か月の間、①～⑥のようなことがどれくらいありましたか。」の

回答より、保護者自身のＫ６判定の指標を算出しています。 

選択肢を下表のとおりに得点として換算し、その合計について、10 点以上で「要注意」、５～９

点で「要観察」、４点以下で「問題なし」と判定しています。 

▼選択肢の得点換算 

選択肢 

設問項目 
いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 

① 神経過敏に感じた ４点 ３点 ２点 １点 ０点 

② 絶望的だと感じた ４点 ３点 ２点 １点 ０点 

③ そわそわ、落ち着かなく感じた ４点 ３点 ２点 １点 ０点 

④ 気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴

れないように感じた 
４点 ３点 ２点 １点 ０点 

⑤ 何をするのも骨折り（面倒）だと感じた ４点 ３点 ２点 １点 ０点 

⑥ 自分は価値のない人間だと感じた ４点 ３点 ２点 １点 ０点 

 

※Ｋ６判定…うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として、６項目からなる

尺度を用いて回答者のメンタルヘルスの状態を判定する手法です。 
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③調査結果のまとめ 

ア．子どもの学力について 

○授業理解の程度を所得段階別でみると、所得段階が低くなるにつれ「わかる」の割合が低く、

「わからない」の割合が高くなる傾向がみられます。（表 1-1） 

 

 

 

 

 

 

 

○所得段階以外で、授業理解の程度と関連している要素としては、塾など学習支援サービスの

利用（保護者票 Q18）、文化的活動（この調査では、本を読んでもらう、動物園や水族館に行

く、家族旅行に行くなど、文化的なものにふれたり、学んだり、体験したりする活動の総称

としています）、子どもの学業態度、子どもの自尊感情を挙げることができます。特に、学業

態度や自尊感情については、「わかる」において高い場合と低い場合を比べると、30 ポイント

以上の差が生じていることがわかります。（表 1-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○塾など学習支援サービスの利用、文化的活動については、所得段階ⅠとⅢで 10 ポイント以上

の差がみられ、世帯の経済状況との関連がうかがえますが、子どもの学業態度や自尊感情に

ついては 10 ポイント以上の差はみられず、世帯の経済状況以外の要素による影響が大きい可

能性が想定されます。（表 1-3～1-6） 

 

  

表1-1　【児童生徒Q9】あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。

n わかる
教科によっては
わからないこと
がある

わからない

673 58.6 32.8 6.3

所得段階Ⅰ 314 64.4 29.6 3.5

所得段階Ⅱ 201 55.2 34.8 8.5

所得段階Ⅲ 81 40.8 43.2 12.4

全体

所得段階

n 利用している 利用していない

673 63.9 34.3

所得段階Ⅰ 314 72.3 27.1

所得段階Ⅱ 201 56.2 41.8

所得段階Ⅲ 81 43.2 54.3

所得段階

全体

表1-3　【保護者Q18】お子さんは現在、塾に行ったり習い事をしたりしていますか。
（学習サービス利用のみ抜粋）

表1-2　【児童生徒Q9】あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。

n わかる
教科によっては
わからないこと
がある

わからない

673 58.6 32.8 6.3

利用している 430 64.7 29.5 3.7

利用していない 231 47.6 39.8 10.4

文化的活動：高 336 64.3 28.3 5.4

文化的活動：中 199 58.3 35.2 5.5

文化的活動：低 125 44.0 43.2 10.4

学業態度：高 241 75.5 22.8 1.2

学業態度：中 252 59.2 35.3 5.2

学業態度：低 155 38.0 47.1 14.9

自尊感情：高 326 69.9 24.8 3.9

自尊感情：中 213 54.4 39.9 4.7

自尊感情：低 113 34.5 47.8 15.9

自尊感情

塾等の
利用

学業態度

全体

文化的
活動
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○子どもの学業態度については、子ども自身の生活習慣や保護者の教育姿勢との関係性が調査

結果よりうかがえ、子ども自身が規則正しい生活習慣を送れていたり、保護者の教育姿勢が

適切である場合では、それぞれが低い場合と比べ、学業態度：高の割合が 10 ポイント以上高

くなっています。（表 1-7、1-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表1-4　所得段階×文化的活動

n 文化的活動：高 文化的活動：中 文化的活動：低

673 49.9 29.6 18.6

所得段階Ⅰ 314 52.2 30.9 14.0

所得段階Ⅱ 201 48.3 30.3 20.4

所得段階Ⅲ 81 42.0 29.6 28.4

全体

所得段階

表1-5　所得段階×学業態度

n 学業態度：高 学業態度：中 学業態度：低

673 35.8 37.4 23.0

所得段階Ⅰ 314 37.6 39.2 20.4

所得段階Ⅱ 201 36.3 35.8 23.9

所得段階Ⅲ 81 30.9 34.6 29.6

全体

所得段階

表1-6　所得段階×自尊感情

n 自尊感情：高 自尊感情：中 自尊感情：低

673 48.4 31.6 16.8

所得段階Ⅰ 314 48.7 32.8 15.0

所得段階Ⅱ 201 50.7 28.9 17.9

所得段階Ⅲ 81 44.4 33.3 21.0

全体

所得段階

表1-7　子どもの生活習慣×学業態度

n 学業態度：高 学業態度：中 学業態度：低

673 35.8 37.4 23.0

生活習慣：高 351 42.5 37.9 16.8

生活習慣：中 184 38.0 37.5 22.3

生活習慣：低 111 16.2 36.0 42.3

生活習慣

全体

表1-8　保護者の教育姿勢×学業態度

n 学業態度：高 学業態度：中 学業態度：低

673 35.8 37.4 23.0

教育姿勢：高 235 42.1 38.3 15.7

教育姿勢：中 237 35.4 38.0 23.2

教育姿勢：低 166 26.5 36.7 32.5

全体

教育姿勢
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イ．子どもの社会性について 

○友人関係を所得段階別でみた場合には顕著な差はみられませんが、自尊感情別でみた場合に

は、自尊感情が低くなるにつれ友人関係が良好ではない傾向がみられます。（表 1-9、1-10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○どのような友人がいるかを所得段階別でみた場合には、所得段階ⅠとⅢで「塾や習い事の友

だち」において 20 ポイント以上の差が生じています。また、所得段階別・自尊感情別ともに、

段階が低くなるにつれ、「インターネット上の友だち」が高くなる傾向がみられます。（表 1-

11） 

 

 

 

 

 

 

  

表1-9　所得段階×友人関係

n 友人関係：高 友人関係：中 友人関係：低

673 63.4 23.3 10.7

所得段階Ⅰ 314 65.6 22.6 9.9

所得段階Ⅱ 201 60.2 25.9 12.4

所得段階Ⅲ 81 60.5 21.0 14.8

全体

所得段階

表1-10　自尊感情×友人関係

n 友人関係：高 友人関係：中 友人関係：低

673 63.4 23.3 10.7

自尊感情：高 326 82.2 14.4 2.1

自尊感情：中 213 59.6 31.0 8.0

自尊感情：低 113 19.5 38.1 40.7

全体

自尊感情

表1-11　【児童生徒Q14】あなたにはどんな友だちがいますか。　※差がみられる項目のみ抜粋

n
塾や習い事の友
だち

インターネット上
の友だち

とくに仲がよい
友だちはいない

673 43.2 9.7 1.0

所得段階Ⅰ 314 48.1 9.6 0.6

所得段階Ⅱ 201 40.3 6.5 1.5

所得段階Ⅲ 81 25.9 14.8 2.5

自尊感情：高 326 47.5 8.3 0.0

自尊感情：中 213 43.2 7.5 0.0

自尊感情：低 113 34.5 18.6 6.2

全体

所得段階

自尊感情
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○悩みや相談したいことを自尊感情別でみると、自尊感情が低い場合、自尊感情が高い場合と

比べて特に「学校の勉強のこと」や「友人関係のこと」「自分のこと（見た目・性格など）」

が高く、「とくにない」が低くなる傾向がみられます。一方で、相談できる人を自尊感情別で

みた場合、自尊感情が低い場合は「相談できると思える相手」が少なく、相談をしたくない

と考えている傾向がみられます。（表 1-12、1-13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自尊感情を親との関わりや保護者の教育姿勢から見た場合、親との関わりが低い場合や、保

護者の教育姿勢が低い場合、自尊感情が低くなる傾向がみられます。（表 1-14） 

 

 

 

 

 

 

 

  

表1-14　親との関わり・保護者の教育姿勢×自尊感情

n 自尊感情：高 自尊感情：中 自尊感情：低

673 63.4 23.3 10.7

親との関わり：高 369 57.2 29.5 10.6

親との関わり：中 278 38.1 34.5 24.5

親との関わり：低 8 0.0 37.5 62.5

教育姿勢：高 235 59.6 26.0 11.5

教育姿勢：中 237 46.8 34.2 15.6

教育姿勢：低 166 37.3 34.9 24.7

教育姿勢

全体

親との
関わり

n 親
きょうだい・しま
い

おじいさん・おば
あさんや親せき

学校の先生

673 79.2 29.1 25.1 35.1

自尊感情：高 326 90.5 35.6 31.6 45.7

自尊感情：中 213 77.0 27.7 23.0 28.2

自尊感情：低 113 57.5 15.0 14.2 20.4

n
学校の友だち
(同級生・先輩・
後輩)

学校外の友だち
（近所の友だち・ク
ラブや塾の友だち
など）

インターネット上
のだれか

相談したくない

673 64.8 17.8 3.4 4.5

自尊感情：高 326 76.7 22.7 2.1 1.5

自尊感情：中 213 67.6 18.3 2.8 4.2

自尊感情：低 113 32.7 6.2 8.0 14.2

表1-13　【児童生徒Q37】あなたに困っていることや悩み事があるとき、あなたが相談できると思う人はだれですか。
（複数回答）

自尊感情

全体

自尊感情

全体

n 家族のこと
家での生活のこ
と

学校生活のこと
学校の勉強のこ
と

673 3.7 3.1 8.3 11.9

自尊感情：高 326 1.5 1.5 5.8 8.0

自尊感情：中 213 3.8 2.8 10.3 14.6

自尊感情：低 113 10.6 8.8 13.3 20.4

n
進学・進路のこ
と

友人関係のこと
自分のこと（見
た目・性格など）

とくにない

673 9.2 11.0 12.2 61.1

自尊感情：高 326 6.4 7.1 6.1 69.0

自尊感情：中 213 11.7 14.1 16.0 60.6

自尊感情：低 113 14.2 18.6 24.8 47.8

表1-12　【児童生徒Q36】あなたが困っていることや悩んでいること、だれかに相談したいと思っていることがあれば、教
えてください。 （複数回答）

全体

全体

自尊感情

自尊感情
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○保護者の教育姿勢の程度と関連している要素としては、保護者の心の健康状態（Ｋ６判定※）、

時間外勤務の有無（保護者票 Q9）、保護者の最終学歴（保護者票 Q10）を挙げることができま

す。（表 1-15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｋ６判定の解説や判定基準は 10 ページに掲載しています。 

 

  

表1-15　K6判定・保護者の時間外勤務・保護者の最終学歴×保護者の教育姿勢

n 教育姿勢：高 教育姿勢：中 教育姿勢：低

673 34.9 35.2 24.7

問題なし 375 40.0 32.3 22.4

要観察 166 32.5 38.6 24.7

要注意 117 23.1 38.5 33.3

時間外勤務なし 223 42.2 35.0 17.5

あり 286 30.4 35.7 27.3

時間外勤務なし 90 44.4 31.1 17.8

あり 418 34.0 36.8 24.2

大卒以上 379 41.7 33.8 18.7

高専・短大卒 88 34.1 37.5 23.9

中学・高校・専門学校卒 189 21.2 37.6 37.0

K6判定

保護者の
最終学歴

母親の時
間外勤務

父親の時
間外勤務

全体
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ウ．子どもや保護者の健康・生活習慣について 

○子ども自身の生活習慣の程度を所得段階別でみると、所得段階が低くなるにつれ、よい生活

習慣が確立されている割合が低く、生活習慣が乱れている割合が高くなる傾向がみられます。

（表 1-16） 

 

 

 

 

 

 

 

○動画視聴やＳＮＳ利用などの時間を所得段階別でみると、所得段階が低くなるにつれ「３時

間以上」の割合が高くなる傾向がみられ、所得段階ⅠとⅢで 10 ポイント以上の差がみられま

す。また、母親の時間外勤務（保護者票 Q9）がある場合にも、そうでない場合と比べて「３

時間以上」において９ポイントの差が生じており、平均利用時間も約 17 分の差がみられます。

（表 1-17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平均利用時間…選択肢「１時間未満」を 60 分、「１～２時間」を 90 分、「２～３時間」を 150 分、「３

時間以上」を 180 分とし、それぞれ時間と回答数と掛け合わせ、すべて足し合わせた合計値を回答者数

で割ることで算出しています。 

  

表1-16　所得段階×生活習慣　

n 生活習慣：高 生活習慣：中 生活習慣：低

673 52.2 27.3 16.5

所得段階Ⅰ 314 53.8 28.0 14.3

所得段階Ⅱ 201 50.7 30.8 17.4

所得段階Ⅲ 81 43.2 21.0 28.4

全体

所得段階

表1-17　【児童生徒Q28②】スマートフォン、タブレット等で動画を見たり、ネットサーフィンをしたり、ＳＮＳを使用する時間

n １時間未満 1～３時間 ３時間以上
平均利用時間
（分）

673 16.2 47.3 27.5 126.0

所得段階Ⅰ 314 16.2 50.0 24.2 123.1

所得段階Ⅱ 201 16.4 43.8 30.3 128.6

所得段階Ⅲ 81 8.6 50.7 35.8 136.0

時間外勤務なし 223 21.5 50.2 21.1 115.4

あり 286 13.6 46.9 30.1 132.0

時間外勤務なし 90 11.1 55.6 25.6 130.1

あり 418 19.1 45.2 26.3 122.8

全体

所得段階

母親の時
間外勤務

父親の時
間外勤務
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○子ども自身の主観的健康状態や保護者からみた子どもの健康状態を、所得段階別でみた場合

には顕著な差はみられませんが、保護者自身の身体的・精神的健康状態は、所得段階が低く

なるにつれて「よいと思う」が低く、「よくないと思う」が高くなる傾向がみられます。（表

1-18～1-21） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表1-18　【児童生徒Q4】あなたの最近の身体の調子について、もっとも近いものを教えてください。

n よいと思う ふつう よくないと思う

673 68.5 23.3 6.1

所得段階Ⅰ 314 69.7 20.4 7.0

所得段階Ⅱ 201 66.6 25.4 7.0

所得段階Ⅲ 81 67.9 27.2 4.9

全体

所得段階

表1-19　【保護者Q19②】お子さんの健康状態について、最も近いものはどれですか。

n よいと思う ふつう よくないと思う

673 80.4 14.4 2.9

所得段階Ⅰ 314 81.2 14.0 2.8

所得段階Ⅱ 201 79.6 14.4 3.5

所得段階Ⅲ 81 77.8 17.3 3.7

全体

所得段階

表1-20　【保護者Q19①】あなたの健康状態について、最も近いものはどれですか。（身体的）

n よいと思う ふつう よくないと思う

673 65.4 25.3 8.9

所得段階Ⅰ 314 72.9 22.3 4.8

所得段階Ⅱ 201 62.2 27.4 10.5

所得段階Ⅲ 81 46.9 33.3 19.8

所得段階

全体

表1-21　【保護者Q19①】あなたの健康状態について、最も近いものはどれですか。（精神的）

n よいと思う ふつう よくないと思う

673 61.8 24.7 12.6

所得段階Ⅰ 314 69.1 22.3 8.3

所得段階Ⅱ 201 57.2 27.9 13.9

所得段階Ⅲ 81 46.9 30.9 22.2

全体

所得段階
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○医療機関へ受診できなかった経験を所得段階別でみた場合には顕著な差はみられませんが、

医療機関を受診しなかった理由を所得段階別でみた場合、所得段階が低くなるにつれて「医

療費の支払いが不安であったから」が高くなる傾向がみられます。（表 1-22、1-23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもの虫歯の有無を所得段階別でみると、所得段階が低くなるにつれ「あった（治療済み）」

の割合が低くなる傾向がみられます。また、「ある（未治療）」では、所得段階ⅠとⅢで 10 ポ

イント程度の差がみられます。（表 1-24） 

 

 

 

 

 

 

  

表1-23　【保護者Q21】病院や診療所等の医療機関を受診しなかった理由は何ですか。（一部抜粋）

n
市販薬で対応し
たから

医療費の支払
いが不安であっ

たから

自分の健康状
態が悪かったか

ら

74 54.1 13.5 8.1

所得段階Ⅰ 32 71.9 6.3 3.1

所得段階Ⅱ 24 41.7 16.7 8.3

所得段階Ⅲ 11 54.5 27.3 18.2

全体

所得段階

n あった なかった

673 11.0 88.6

所得段階Ⅰ 314 10.2 89.8

所得段階Ⅱ 201 11.9 88.1

所得段階Ⅲ 81 13.6 86.4

全体

所得段階

表1-22　【保護者Q20】あなたの世帯では、過去１年の間に、お子さんについて病気
や怪我の治療のために病院や診療所等の医療機関を受診したほうがよいと思った

のに、実際には受診しなかったことがありますか。

表1-24　【保護者Q22】お子さんには、むし歯がありますか。

n ある（未治療） ある（治療中）
あった（治療済
み）

ない

673 3.1 8.0 35.2 52.9

所得段階Ⅰ 314 1.6 6.7 39.8 51.9

所得段階Ⅱ 201 3.0 4.5 36.8 54.7

所得段階Ⅲ 81 11.1 13.6 24.7 50.6

全体

所得段階
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○相談できる人の有無を所得段階別でみると、所得段階Ⅲでは「ない」が 17.3％で、所得段階

ⅠやⅡと比べて若干高くなっています。相談できる人がいない理由については、所得段階Ⅲ

では「相談できる場所について知らない、連絡先がわからない」「相談したいことはあるが、

どのように伝えればよいかわからない」「何を相談できるのかわからない」が所得段階ⅠやⅡ

と比べて若干高くなっています。また、保護者のこころの健康状態とも関係性がみられ、要

注意の場合、「ない」が 28.2％と特に高くなっています。相談できる人がいない理由について

も、「連絡や相談をするのが面倒に感じる」「相談しても解決しないと思う」「悩みや不安を相

談することにためらいを感じる」が高くなっています。（表 1-25、1-26） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n ある ない

673 89.5 10.3

所得段階Ⅰ 314 91.4 8.6

所得段階Ⅱ 201 89.6 10.4

所得段階Ⅲ 81 82.7 17.3

問題なし 375 96.3 3.7

要観察 166 87.3 12.7

要注意 117 71.8 28.2

全体

所得段階

表1-25　【保護者Q24】あなたは子育て（教育を含む）について、気軽に相談できる
人や場所はありますか。

K6判定

表1-26　【保護者Q26】相談できる人や場所がない理由について教えてください。（複数回答、一部抜粋）

n

相談できる場所に
ついて知らない、
連絡先がわからな
い

相談したいことは
あるが、どのように
伝えればよいかわ
からない

何を相談できるの
かわからない

相談先が、どのよ
うなことをしてくれ
るのかわからない

69 7.2 13.0 8.7 17.4

所得段階Ⅰ 27 7.4 7.4 7.4 11.1

所得段階Ⅱ 21 4.8 14.3 9.5 28.6

所得段階Ⅲ 14 14.3 21.4 14.3 21.4

問題なし 14 0.0 0.0 7.1 14.3

要観察 21 4.8 9.5 9.5 23.8

要注意 33 12.1 21.2 9.1 15.2

n
連絡や相談をする
のが面倒に感じる

相談しても解決し
ないと思う

自分で解決できる
と思う

悩みや不安を相談
することにためらい
を感じる

69 21.7 44.9 17.4 20.3

所得段階Ⅰ 27 22.2 51.9 14.8 14.8

所得段階Ⅱ 21 19.0 42.9 19.0 33.3

所得段階Ⅲ 14 21.4 42.9 21.4 14.3

問題なし 14 0.0 35.7 35.7 0.0

要観察 21 23.8 47.6 19.0 14.3

要注意 33 30.3 48.5 6.1 33.3

全体

所得段階

K6判定

全体

所得段階

K6判定
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（３）子ども・若者の生活や意識に関するアンケート調査における結果のポイント 

①自尊感情の分析指標について 

中高生相当対象調査では Q23「あなたの自分自身に対する思いや気持ちについて、最も近いもの

を教えてください。」、18～39 歳対象調査では Q16「あなたの自分自身に対する思いや気持ちにつ

いて、最も近いものを教えてください。」の回答より、回答者自身の自尊感情の指標を算出してい

ます。 

選択肢を下表のとおりに得点として換算し、その合計について、16 点以上で「自尊感情：高」、

12～15 点で「自尊感情：中」、11 点以下で「自尊感情：低」と判定しています。 

▼選択肢の得点換算 

選択肢 

 

設問項目 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思わない 

そう 

思わない 

① 自分には、よいところがある ３点 ２点 １点 ０点 

② 将来の夢や目標を持っている ３点 ２点 １点 ０点 

③ がんばれば、いいことがある ３点 ２点 １点 ０点 

④ 自分は家族に大事にされている ３点 ２点 １点 ０点 

⑤ とても仲がよい友だちがいる ３点 ２点 １点 ０点 

⑥ 自分のことが好きだ ３点 ２点 １点 ０点 

 

②調査結果のまとめ 

ア．将来に対する意識について（中学生・高校生相当年齢） 

○将来に対する希望を自尊感情別でみると、自尊感情が低くなるにつれ「希望がある」の割合

が低くなる傾向がみられます。また、将来に対する不安を自尊感情別でみると、自尊感情が

低くなるにつれ「ある」が高くなる傾向がみられます。（表 2-1、2-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表2-1　【中高生相当Q24】あなたは、自分の将来について明るい希望を持っていますか。

n 希望がある
どちらかといえ
ば希望がある

どちらかといえ
ば希望がない

希望がない

671 37.6 43.8 13.6 3.3

自尊感情：高 267 69.7 27.7 2.6 0.0

自尊感情：中 250 23.6 62.4 13.2 0.4

自尊感情：低 137 4.4 44.5 35.8 15.3

全体

自尊感情

表2-2　【中高生相当Q25】あなたは、自分の将来（未来）に対して不安を感じることはありますか。

n ある ない わからない

671 65.7 25.2 7.5

自尊感情：高 267 52.8 40.8 6.4

自尊感情：中 250 74.0 19.2 6.8

自尊感情：低 137 80.3 8.7 10.2

全体

自尊感情
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○不安の内容を自尊感情別でみると、自尊感情が低くなるにつれ「お金のこと」「楽しく人生を

過ごせるかどうか」「友だちなどの人間関係のこと」「孤立や引きこもりのこと」の割合が高

くなる傾向がみられます。（表 2-3） 

 

 

 

 

 

 

 

○将来、どのような大人になりたいかを自尊感情別でみると、自尊感情が高くなるにつれ、「そ

の他」「わからない」を除くすべての選択肢において回答割合が高くなっていますが、特に

「たくさんの友だちや仲間がいる人」「難しいことを乗り越えられる人」「正しいことや決め

られたことを最後までやりとげる人」「新しいことに取り組んでいる人」の割合が、全体と比

べて高くなる傾向がみられます。一方で、自尊感情が低くなるにつれ、「その他」「わからな

い」を除くすべての選択肢において回答割合が低くなる傾向もみられます。（表 2-4） 

 

 

 

  

表2-3　【中高生相当Q26】将来に対しての不安は、主にどのようなことですか。（複数回答、一部抜粋）

n お金のこと
楽しく人生を過
ごせるかどうか

友だちなどの人
間関係のこと

孤立や引きこも
りのこと

441 36.3 49.0 31.7 9.1

自尊感情：高 141 31.2 36.9 22.7 5.7

自尊感情：中 185 36.8 50.8 30.3 7.0

自尊感情：低 110 41.8 60.9 44.5 17.3

全体

自尊感情

表2-4　【中高生相当Q27】あなたは将来、どのような大人になりたいと思いますか。（複数回答、一部抜粋）

n
たくさんの友だち

や仲間がいる人

難しいことを乗り

越えられる人

正しいことや決め

られたことを最後

までやりとげる人

新しいことに取り

組んでいる人

671 65.7 47.4 52.8 31.0

自尊感情：高 267 79.0 60.3 67.8 43.1

自尊感情：中 250 65.6 42.4 46.4 26.8

自尊感情：低 137 44.5 35.0 38.0 18.2

全体

自尊感情
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○家族との関係を自尊感情別でみると、自尊感情が低い場合、特に「家族には何でも話すこと

ができる」「あなたが何でもひとりで決めて家族には相談しない」「家族への相談は役に立つ」

「家族に言葉で傷つけられたことがある」「あなたが我慢をすることが多い」「家族と一緒に

いる時間が楽しい」においてネガティブな回答傾向がみられます。（表 2-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

表2-5　【中高生相当】家族との関係×自尊感情（「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の合算）

n
家族には何でも
話すことができ
る

家族のしつけが
厳しい

困ったときに、
家族は親身に
助言してくれる

あなたが何でもひ

とりで決めて家族

には相談しない

671 83.3 26.4 90.9 16.7

自尊感情：高 267 91.7 25.1 97.3 9.8

自尊感情：中 250 87.2 28.4 91.6 20.4

自尊感情：低 137 61.3 26.2 81.8 24.1

n
将来の職業を家
族が決めようと
する

家族への相談
は役に立つ

家族は学校の
成績を重視して
いる

家族と自分はよ
い関係である

671 8.4 86.2 55.1 93.9

自尊感情：高 267 8.6 95.1 61.8 98.5

自尊感情：中 250 9.2 88.8 58.4 95.6

自尊感情：低 137 6.5 69.4 40.1 85.4

n
家族同士の関
係がよくない

家族から体罰を
受けたことがあ
る

家族に言葉で傷
つけられたこと
がある

あなたが家族に
暴力をふるった
ことがある

671 8.4 9.9 25.0 12.4

自尊感情：高 267 4.1 7.8 17.2 7.8

自尊感情：中 250 8.8 8.0 24.8 14.0

自尊感情：低 137 16.0 17.5 40.9 17.5

n
家族が過保護
である

家族が過干渉
である

自分にとってはずかし

いと感じることを、家

族からされた（させら

れた）ことがある

あなたが我慢を
することが多い

671 27.3 9.4 4.3 24.5

自尊感情：高 267 27.3 4.9 3.7 14.6

自尊感情：中 250 27.2 11.6 4.0 28.4

自尊感情：低 137 29.2 15.3 5.8 36.5

n
家族といっしょ
にいる時間が楽
しい

671 89.1

自尊感情：高 267 96.2

自尊感情：中 250 92.8

自尊感情：低 137 72.3

自尊感情

全体

全体

自尊感情

全体

自尊感情

全体

自尊感情

全体

自尊感情
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イ．引きこもりに該当すると思われる方について（中学生・高校生相当年齢） 

○厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」では、引きこもりの定義を

「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外

での交遊など）を回避し、原則的には６ヵ月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けて

いる状態（他者と交わらない形での外出をしていてもよい）」とされています。本調査では、

Q10「あなたの外出状況に最も近いものを教えてください。」において選択肢５～８のいずれ

かを選択し、かつ Q12「あなたの外出状況が現在の状態となって、どのくらい経ちますか。」

で６か月以上と回答、かつ Q13「現在の状態となったきっかけは何ですか。」で選択肢７また

は８以外を回答した方を、引きこもりに該当する可能性の高い方（22名、回答者全体の3.3％）

と判定して分析しています。 

○引きこもりの状態になった年齢については、「13 歳」という回答が特に多くなっています。引

きこもりの状態になった理由については、「学校に行けなくなった」という回答が特に多くな

っており、学校で経験したことについても、引きこもりの状態でない方と比較すると、「不登

校を経験した」の回答が特に多くなっています。（表 2-6～2-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表2-6 【中高生相当Q11】あなたの外出状況が現在の状態になったのは、あなたが何歳のころですか。

n 12歳以下 13歳 14歳以上

34 29.4 44.1 8.8

該当 22 36.4 50.0 4.5

非該当 12 16.7 33.3 16.7

全体

引きこもり

表2-7　【中高生相当Q13】現在の状態となったきっかけは何ですか。（複数回答、一部抜粋）

n
学校に行けなく
なった

友人との関係が

うまくいかなかっ
た

親との関係がう

まくいかなかっ
た

34 47.1 26.5 11.8

該当 22 54.5 27.3 4.5

非該当 12 33.3 25.0 25.0

全体

引きこもり

n
友だちとよく話し

た

学校の先生が

おもしろかった・

話をしやすかっ

た

不登校を経験し

た

我慢をすること

が多かった

662 92.6 74.5 8.2 26.3

該当 22 72.7 54.5 54.5 63.6

非該当 640 93.3 75.2 6.6 25.0

全体

引きこもり

表2-8 　【中高生相当Q15】あなたはこれまでに、学校で次のようなことを経験したことがありますか。（複数回答、一部

抜粋）
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○感じている悩みや不安を、引きこもりの状態になった方についてみると、引きこもりの状態

でない方と比較すると、「友人関係のこと」「勉強や進学のこと」「学校生活のこと」「将来の

こと」という回答が多くなっています。悩みや不安の相談相手については、「誰にも相談した

くない」が高く、引きこもりの状態でない方と比較すると、それ以外の選択肢は低くなって

います。（表 2-9、2-10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○将来に対する悩みや不安を、引きこもりの状態になった方についてみると、回答者全員が

「進路・進学のこと」を挙げているほか、「楽しく人生を過ごせるかどうか」「友だちなどの

人間関係のこと」「孤立や引きこもりのこと」という回答が特に多くなっています。（表 2-11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表2-9　【中高生相当Q16】現在、悩んでいることや不安に感じていることはありますか。（複数回答、一部抜粋）

n 友人関係のこと
勉強や進学のこ
と

学校生活のこと 将来のこと

662 16.6 58.6 15.6 29.5

該当 22 36.4 77.3 36.4 54.5

非該当 640 15.9 58.0 14.8 28.6

全体

引きこもり

表2-10　【中高生相当Q17】悩みや不安を感じたときに、誰・どこに相談していますか。（複数回答、一部抜粋）

n 同級生の友だち 親 学校の先生
誰にも相談した
くない

662 53.6 59.2 15.9 2.6

該当 22 9.1 40.9 0.0 22.7

非該当 640 55.2 59.8 16.4 1.9

全体

引きこもり

表2-11　【中高生相当Q26】将来に対しての不安は、主にどのようなことですか。（複数回答、一部抜粋）

n
進路・進学のこ
と

就職・仕事のこ
と

楽しく人生を過
ごせるかどうか

友だちなどの人
間関係のこと

436 83.7 62.8 49.1 31.7

該当 16 100.0 81.3 68.8 56.3

非該当 420 83.1 62.1 48.3 30.7

n
孤立や引きこも
りのこと

よくわからない
不安

436 9.2 10.8

該当 16 31.3 25.0

非該当 420 8.3 10.2

全体

引きこもり

引きこもり

全体
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○子どもの権利として大切なことを、引きこもりの状態になった方についてみると、「子どもが

暴力や言葉で傷つけられないこと」や「子ども自身の秘密が守られること」という回答が多

くなっています。また、大人に心掛けてほしいことについては、「他の子どもとくらべたりし

ないこと」や「子どものことに口出ししすぎずに見守ること」が多くなっています。（表 2-12、

2-13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．結婚や子どもを持つことへの意識について（18～39 歳） 

○結婚したいかどうかを自尊感情別でみると、自尊感情が高い場合、「結婚したいと思う」も高

くなる傾向がみられます。また、現在結婚していない理由を自尊感情別でみると、「よい相手

にまだめぐり合わない」「人とうまく付き合えない」について、自尊感情が高い人と低い人の

間で 30 ポイント以上の差がついています。一方、結婚したくない理由を自尊感情別でみると、

「親戚づきあいがわずらわしい」「人とうまく付き合えない」について、自尊感情が低い人は

全体と比較すると若干差が生じています。（表 2-14～2-16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表2-14　【18-39歳Q24】あなたは将来、結婚したいですか。

n
結婚したいと思
う

結婚したくないと
思う

わからない
考えたことがな
い

232 67.2 13.8 11.2 4.3

自尊感情：高 66 84.9 3.0 6.1 1.5

自尊感情：中 96 65.7 10.4 11.5 7.3

自尊感情：低 67 52.2 28.3 16.4 3.0

全体

自尊感情

表2-15　【18-39歳Q25】現在、結婚していない理由は何ですか。（複数回答、一部抜粋）

n
今は仕事（学
業）に打ち込み

たい

趣味や娯楽を楽
しみたい

よい相手にまだ
めぐり会わない

人とうまく付き合
えない

156 30.8 19.2 46.8 14.1

自尊感情：高 56 42.9 14.3 32.1 1.8

自尊感情：中 63 27.0 17.5 49.2 14.3

自尊感情：低 35 20.0 31.4 65.7 34.3

全体

自尊感情

表2-12　【中高生相当Q29】子どもの権利（人権）として、どんなことが特に大切だと思いますか。（複数回答、一部抜粋）

n

子どもが、障がいの有り

無し、人種や言葉、宗教

などの違いなどによって

差別されないこと

子どもが暴力や

言葉で傷つけら
れないこと

人と違う自分ら

しさが認められ
ること

子ども自身の秘

密が守られるこ
と

662 69.2 63.6 48.3 26.1

該当 22 72.7 81.8 54.5 36.4

非該当 640 69.1 63.0 48.1 25.8

全体

引きこもり

表2-13　【中高生相当Q30】大人に心がけてほしいのはどんなことですか。（複数回答、一部抜粋）

n

いじめや、まわりから心

や体を傷つけられるよう

なことから子どもを守る

こと

他の子どもとく

らべたりしない
こと

子どものことに

口出ししすぎず
に見守ること

662 59.7 55.1 41.4

該当 22 63.6 63.6 50.0

非該当 640 59.5 54.8 41.1
引きこもり

全体
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○結婚に対する考え方を自尊感情別でみると、自尊感情が高い場合、「好きな人とずっと一緒に

暮らせる」や「自分の子どもや家族を持てる」が高くなる一方、自尊感情が低い場合、「自分

の時間や自由な行動が制約される」が高くなる傾向がみられます。（表 2-17） 

 

 

 

 

 

 

 

○主観的幸福感を婚姻関係別（18～39 歳票 Q4）でみると、未婚と配偶者ありでは、どちらも

「そう思う」と「どちらかといえば、そう思う」の合算は同程度ですが、配偶者ありの場合、

より肯定的な回答である「そう思う」が特に高くなっています。（表 2-18） 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもを持ちたいかどうかを婚姻関係別（18～39歳票Q4）でみると、「持ちたい」は未婚の場

合で６割、配偶者ありでは９割程度、配偶者と離別では 100％と高くなっています。（表 2-19） 

 

 

 

 

  

表2-16　【18-39歳Q26】結婚したくない理由は何ですか。（複数回答、一部抜粋）

n
親戚づきあいが
わずらわしい

人とうまく付き合
えない

結婚によいイ
メージがない

人と一緒に住む
ことが負担に感

じる

32 28.1 31.3 46.9 50.0

自尊感情：高 2 0.0 0.0 0.0 50.0

自尊感情：中 10 20.0 10.0 40.0 30.0

自尊感情：低 19 36.8 47.4 52.6 57.9

全体

自尊感情

表2-17　【18-39歳Q28】あなたは「結婚」をどのように考えますか。（複数回答、一部抜粋）

n
精神的な安らぎ
の場が得られる

好きな人とずっ
と一緒に暮らせ

る

自分の子どもや
家族を持てる

自分の時間や
自由な行動が

制約される

408 43.1 43.6 59.8 39.5

自尊感情：高 118 51.7 55.9 71.2 29.7

自尊感情：中 173 49.1 40.5 61.8 38.7

自尊感情：低 105 24.8 34.3 42.9 54.3

全体

自尊感情

表2-18　【18-39歳Q19】あなたは今、自分が幸せだと思いますか。

n そう思う
どちらかといえ
ば、そう思う

どちらかといえ
ば、そう思わな

い

そう思わない

408 47.8 43.6 5.6 2.2

未婚 225 39.6 51.1 6.2 2.7

配偶者あり 172 60.5 34.9 3.5 0.6

配偶者と離別 7 14.3 42.9 14.3 28.6

全体

婚姻関係

表2-19　【18-39歳Q29】あなたは将来、子どもを持ちたいと思いますか。

n 持ちたい 持ちたくない わからない

408 45.1 12.7 8.8

未婚 225 60.0 22.2 15.1

配偶者あり（子どもなし） 51 88.2 3.9 3.9

配偶者と離別（子どもなし） 2 100.0 0.0 0.0

全体

婚姻関係
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○子どもの権利として大切なことを権利認知別（18～39歳票Q39）でみると、認知の差による大

きな差はみられませんが、権利について学んだことがある場合、「子どもの命が大切にされる

こと」や「子どもに関するいろいろなことを決めるときには、子どもにとって最もよいこと

が一番に考えられること」などが若干高くなっています。（表 2-20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもの権利を守るために必要な仕組みを権利認知別（18～39歳票Q39）でみると、全体とし

ては「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地域につくる」が高くなって

いますが、権利について学んだことがある場合、「子どもが困ったことや大人に伝えたいこと

を、伝えるサポートをしてくれる人材を育成する」が名前だけは知っている場合や知らない

場合と比べて高くなっています。（表 2-21） 

 

 

 

 

 

 

  

n

子どもが困ったことや大

人に伝えたいことを、伝

えるサポートをしてくれ

る人材を育成する

子どもが困ったときに誰

にも知られず相談できる

場所を地域につくる

子どもが国や社

会に意見を伝え

る方法を学ぶ機

会をつくる

子ども議会など、

行政に対して子ど

もが意見を言える

仕組みをつくる

408 37.5 49.8 26.5 12.5

学んだことがある 109 45.9 53.2 31.2 15.6

名前だけは知っている 127 34.6 51.2 22.8 13.4

知らない 168 33.9 47.6 26.2 9.5

権利認知

全体

表2-21　【18-39歳Q41】あなたは、「子どもの権利」を守るために、どのような仕組みがあるとよいと思いますか。（一部

抜粋）

n

子どもが、障がいの有り

無し、人種や言葉、宗教

などの違いなどによって

差別されないこと

子どもに関するいろいろ

なことを決めるときに

は、子どもにとって最も

よいことが一番に考えら

れること

子どもの命が大
切にされること

子ども自身の秘
密が守られるこ
と

408 60.0 40.9 76.5 22.8

学んだことがある 109 61.5 44.0 79.8 22.9

名前だけは知っている 127 62.2 40.9 78.0 26.8

知らない 168 58.3 39.3 74.4 20.2

表2-20　【18-39歳Q40】これから生まれ、育つ子どものために、子どもの権利（人権）としてどんなことが特に大切だと思
いますか。（複数回答、一部抜粋）

全体

権利認知
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Ⅲ 子どもの生活実態調査の結果（児童生徒） 

★はじめに、このアンケートにご回答いただく方を教えてください。（ひとつだけ○） 

アンケートの回答者については、「あて名の本人」が 74.0％と最も高く、次いで「あて名の本人

の保護者」が 9.2％となっています。 

 

１．あなた自身のことについて 

Q１ あなたの学年を教えてください。（ひとつだけ○） 

学年については、「小学５年生」が 52.7％、「中学２年生」が 46.1％となっています。 

 

  

74.0 9.2 

0.0 

16.8 

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

全体

（N=673）

あて名の本人 あて名の本人の保護者 その他 不明・無回答

52.7 46.1 1.2 

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

全体

（N=673）

小学５年生 中学２年生 不明・無回答
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Q２ あなたが現在通っている学校の名前を教えてください。（ひとつだけ○） 

■小学生 

現在通っている小学校については、「耳成南小学校」が 11.5％と最も高く、次いで「真菅北小学

校」「畝傍東小学校」がそれぞれ 10.4％となっています。 

 

■中学生 

現在通っている中学校については、「八木中学校」が 22.9％と最も高く、次いで「畝傍中学校」

が 17.1％、「橿原中学校」が 16.5％となっています。 

 

  

5.9 

5.6 

2.3 

7.6 

5.1 

7.0 

8.7 

6.2 

1.1 

0% 5% 10% 15%

畝傍南小学校

畝傍北小学校

鴨公小学校

晩成小学校

耳成小学校

今井小学校

真菅小学校

金橋小学校

香久山小学校

全体（N=355）

1.7 

11.5 

10.4 

10.4 

9.3 

5.1 

1.7 

0.3 

0% 5% 10% 15%

新沢小学校

耳成南小学校

真菅北小学校

畝傍東小学校

耳成西小学校

白橿小学校

その他の小学校

不明・無回答

17.1 

22.9 

16.1 

9.4 

3.5 

16.5 

11.9 

2.6 

0% 10% 20% 30%

畝傍中学校

八木中学校

大成中学校

光陽中学校

白橿中学校

橿原中学校

その他の中学校

不明・無回答

全体（N=310）
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Q３ あなたがいっしょに住んでいるご家族を教えてください。（あてはまるすべてに○） 

いっしょに住んでいる家族については、「お母さん」が 97.3％と最も高く、次いで「お父さん」

が 86.0％、「きょうだい・しまい」が 79.0％となっています。 

 
  

97.3 

86.0 

79.0 

5.3 

8.6 

2.5 

1.8 

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

お母さん

お父さん

きょうだい・しまい

おじいさん

おばあさん

その他

不明・無回答

全体（N=673）
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Q４ あなたの最近の身体の調子について、もっとも近いものを教えてください。（ひとつだけ○） 

最近の身体の調子については、「よい」が 52.6％と最も高く、次いで「ふつう」が 23.3％、「ど

ちらかといえばよい」が 15.9％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「よい」が 51.9％、所得段階Ⅱでは「よい」が 55.2％、

所得段階Ⅲでは「よい」が 49.4％となっています。 

 

 

生活習慣 

生活習慣別にみると、生活習慣：高では「よい」が 57.0％、生活習慣：中では「よい」が

53.8％、生活習慣：低では「よい」が 43.2％となっています。 

 

  

52.6 15.9 23.3 4.8 

1.3 

2.1 

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

全体

（N=673）

よい どちらかといえばよい

ふつう どちらかといえばよくない

よくない 不明・無回答

よい
どちらかとい
えばよい

ふつう
どちらかとい
えばよくない

よくない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           51.9            17.8            20.4              5.7              1.3              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           55.2            11.4            25.4              5.0              2.0              1.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           49.4            18.5            27.2              3.7              1.2               0.0

所
得
段
階

よい
どちらかとい
えばよい

ふつう
どちらかとい
えばよくない

よくない 不明・無回答

生活習慣：高
（N=351）

           57.0            13.7            22.5              5.1              0.3              1.4

生活習慣：中
（N=184）

           53.8            17.4            20.7              5.4              1.1              1.6

生活習慣：低
（N=111）

           43.2            22.5            24.3              3.6              5.4              0.9

生
活
習
慣
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２．学校のことや勉強のことについて 

Q５ あなたの学校生活についておたずねします。次の項目について、もっとも近いものはどれで

すか。（それぞれひとつだけ○） 

① 毎日学校に通うこと 

毎日学校に通うことについては、「楽しみ」が 45.0％と最も高く、次いで「やや楽しみ」が

38.2％、「あまり楽しみではない」が 9.5％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「楽しみ」が 62.0％、自尊感情：中では「やや楽しみ」

が 50.2％、自尊感情：低では「やや楽しみ」が 42.5％となっています。 

 

  

45.0 38.2 9.5 4.9 2.4 

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

全体

（N=673）

楽しみ やや楽しみ あまり楽しみではない

楽しみではない 不明・無回答

楽しみ やや楽しみ
あまり楽しみ
ではない

楽しみではな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           62.0            31.0              3.7              2.1              1.2

自尊感情：中
（N=213）

           33.8            50.2            12.7              2.3              0.9

自尊感情：低
（N=113）

           15.0            42.5            22.1            16.8              3.5

自
尊
感
情
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② 学校で授業を受けること 

学校で授業を受けることについては、「やや楽しみ」が 41.9％と最も高く、次いで「楽しみ」が

24.5％、「あまり楽しみではない」が 22.4％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「やや楽しみ」が 42.0％、自尊感情：中では「やや楽

しみ」が 47.9％、自尊感情：低では「やや楽しみ」が 31.9％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「やや楽しみ」が 44.6％、所得段階Ⅱでは「やや楽しみ」

が 39.3％、所得段階Ⅲでは「やや楽しみ」が 38.3％となっています。 

  

24.5 41.9 22.4 8.3 2.8 

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

全体

（N=673）

楽しみ やや楽しみ あまり楽しみではない

楽しみではない 不明・無回答

楽しみ やや楽しみ
あまり楽しみ
ではない

楽しみではな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           35.9            42.0            15.6              4.9              1.5

自尊感情：中
（N=213）

           14.6            47.9            30.0              6.1              1.4

自尊感情：低
（N=113）

           11.5            31.9            31.0            21.2              4.4

自
尊
感
情

楽しみ やや楽しみ
あまり楽しみ
ではない

楽しみではな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           24.8            44.6            20.1              7.6              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           26.9            39.3            22.9              8.5              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           18.5            38.3            33.3              6.2              3.7

所
得
段
階
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③ 先生に会うこと 

先生に会うことについては、「やや楽しみ」が39.7％と最も高く、次いで「楽しみ」が35.2％、

「あまり楽しみではない」が 17.1％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「楽しみ」が 45.1％、自尊感情：中では「やや楽しみ」

が 47.4％、自尊感情：低では「やや楽しみ」が 33.6％となっています。 

 

  

35.2 39.7 17.1 5.1 3.0 

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

全体

（N=673）

楽しみ やや楽しみ あまり楽しみではない

楽しみではない 不明・無回答

楽しみ やや楽しみ
あまり楽しみ
ではない

楽しみではな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           45.1            37.7            12.0              3.7              1.5

自尊感情：中
（N=213）

           27.7            47.4            18.3              4.2              2.3

自尊感情：低
（N=113）

           21.2            33.6            31.9              9.7              3.5

自
尊
感
情
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④ 学校の休み時間に友だちと遊ぶこと 

学校の休み時間に友だちと遊ぶことについては、「楽しみ」が 75.8％と最も高く、次いで「やや

楽しみ」が 15.6％、「楽しみではない」が 3.0％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「楽しみ」が 89.6％、自尊感情：中では「楽しみ」が

77.9％、自尊感情：低では「やや楽しみ」が 39.8％となっています。 

 

  

75.8 15.6 2.7 3.0 3.0 

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

全体

（N=673）

楽しみ やや楽しみ あまり楽しみではない

楽しみではない 不明・無回答

楽しみ やや楽しみ
あまり楽しみ
ではない

楽しみではな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           89.6              7.1              0.6              0.9              1.8

自尊感情：中
（N=213）

           77.9            16.4              3.3              0.9              1.4

自尊感情：低
（N=113）

           35.4            39.8              8.0            13.3              3.5

自
尊
感
情
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⑤ 学校のクラブ活動 

学校のクラブ活動については、「楽しみ」が66.3％と最も高く、次いで「やや楽しみ」が19.0％、

「楽しみではない」が 5.8％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「楽しみ」が 83.4％、自尊感情：中では「楽しみ」が

60.1％、自尊感情：低では「やや楽しみ」が 33.6％となっています。 

 

  

66.3 19.0 4.6 5.8 4.3 

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

全体

（N=673）

楽しみ やや楽しみ あまり楽しみではない

楽しみではない 不明・無回答

楽しみ やや楽しみ
あまり楽しみ
ではない

楽しみではな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           83.4              8.9              2.1              2.8              2.8

自尊感情：中
（N=213）

           60.1            27.2              4.7              5.2              2.8

自尊感情：低
（N=113）

           32.7            33.6            12.4            15.9              5.3

自
尊
感
情
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⑥ 学校の給食（お弁当など） 

学校の給食（お弁当など）については、「楽しみ」が 54.4％と最も高く、次いで「やや楽しみ」

が 30.9％、「あまり楽しみではない」が 7.7％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「楽しみ」が 71.2％、自尊感情：中では「楽しみ」「や

や楽しみ」がそれぞれ 42.3％、自尊感情：低では「やや楽しみ」が 38.1％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「楽しみ」が 55.1％、所得段階Ⅱでは「楽しみ」が

57.7％、所得段階Ⅲでは「楽しみ」が 53.1％となっています。 

 

  

54.4 30.9 7.7 4.3 2.7 

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

全体

（N=673）

楽しみ やや楽しみ あまり楽しみではない

楽しみではない 不明・無回答

楽しみ やや楽しみ
あまり楽しみ
ではない

楽しみではな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           71.2            21.5              4.3              1.5              1.5

自尊感情：中
（N=213）

           42.3            42.3              8.5              5.6              1.4

自尊感情：低
（N=113）

           31.9            38.1            15.9            10.6              3.5

自
尊
感
情

楽しみ やや楽しみ
あまり楽しみ
ではない

楽しみではな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           55.1            29.9              8.3              3.8              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           57.7            28.4              8.0              4.0              2.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           53.1            33.3              2.5              7.4              3.7

所
得
段
階
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Q６ あなたは、ふだん学校の授業以外で、どのように勉強をしていますか。 

（あてはまるすべてに○） 

ふだん学校の授業以外で、どのように勉強をしているかについては、小学５年生では「自分で

勉強する（通信教育のテキストやスマホ・タブレットによる学習も含む）」が 63.2％と最も高く、

次いで「家の人（きょうだい・しまいを含む）に教えてもらう」が 56.9％、「塾で勉強する」が

32.4％となっています。 

中学２年生では、「自分で勉強する（通信教育のテキストやスマホ・タブレットによる学習も含

む）」が 63.6％と最も高く、次いで「塾で勉強する」が 57.4％、「家の人（きょうだい・しまいを

含む）に教えてもらう」が 27.6％となっています。 

 

  

63.2 

32.4 

16.4 

0.9 

7.2 

1.6 

56.9 

20.1 

4.1 

6.0 

2.5 

63.6 

57.4 

14.7 

0.4 

0.4 

1.5 

27.6 

22.4 

0.4 

5.9 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80%

自分で勉強する（通信教育のテキストやスマホ・

タブレットによる学習も含む）

塾で勉強する

学校の先生に教えてもらう

家庭教師に教えてもらう

放課後児童クラブ（学童保育）で教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

（「かしはら校外塾」など）

家の人（きょうだい・しまいを含む）に教えてもらう

友だちと勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

不明・無回答

小学５年生（N=318）

中学２年生（N=272）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは、小学５年生・中学２年生ともに「自分で勉強する（通

信教育のテキストやスマホ・タブレットによる学習も含む）」が最も高くなっています。所得段階

Ⅱでは、小学５年生は「自分で勉強する（通信教育のテキストやスマホ・タブレットによる学習

も含む）」、中学２年生は「塾で勉強する」が最も高くなっています。所得段階Ⅲでは、小学生は

「家の人（きょうだい・しまいを含む）に教えてもらう」、中学２年生では「自分で勉強する（通

信教育のテキストやスマホ・タブレットによる学習も含む）」が最も高くなっています。 

 
※「学習サービスを利用している」は、選択肢「自分で勉強する（通信教育のテキストやスマホ・タブレッ

トによる学習も含む）」「塾で勉強する」「家庭教師に教えてもらう」のいずれか１つ以上を回答した回答

者の割合を示しています。 

  

自分で勉強す
る（通信教育
のテキストや
スマホ・タブ
レットによる学
習も含む）

塾で勉強する
学校の先生に
教えてもらう

家庭教師に教
えてもらう

放課後児童ク
ラブ（学童保
育）で教えて
もらう

地域の人など
が行う無料の
勉強会に参加
する（「かしは
ら校外塾」な
ど）

所得段階Ⅰ
（N=170）

           65.9            40.6            15.3              1.2              8.2              1.8

所得段階Ⅱ
（N=111）

           64.9            25.2            17.1              0.9              6.3              0.9

所得段階Ⅲ
（N=37）

           45.9            16.2            18.9               0.0              5.4              2.7

所得段階Ⅰ
（N=138）

           69.6            60.1            13.8               0.0               0.0               0.0

所得段階Ⅱ
（N=90）

           57.8            58.9            14.4              1.1              1.1              2.2

所得段階Ⅲ
（N=44）

           56.8            45.5            18.2               0.0               0.0              4.5

家の人（きょう
だい・しまいを
含む）に教え
てもらう

友だちと勉強
する

その他
学校の授業以
外で勉強はし
ない

不明・無回答
学習サービス
を利用してい
る

所得段階Ⅰ
（N=170）

           54.1            20.0              5.3              5.3              2.4            71.5

所得段階Ⅱ
（N=111）

           58.6            18.9              2.7              6.3              1.8            45.9

所得段階Ⅲ
（N=37）

           64.9            24.3              2.7              8.1              5.4            29.7

所得段階Ⅰ
（N=138）

           34.1            25.4               0.0              3.6               0.0            72.5

所得段階Ⅱ
（N=90）

           22.2            20.0              1.1              4.4              2.2            69.7

所得段階Ⅲ
（N=44）

           18.2            18.2               0.0            15.9              2.3            54.5

中
学
２
年
生

所
得
段
階

所
得
段
階

小
学
５
年
生

小
学
５
年
生

所
得
段
階

中
学
２
年
生

所
得
段
階
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学業態度 

学業態度別にみると、学業態度：高では、小学５年生・中学２年生ともに「自分で勉強する

（通信教育のテキストやスマホ・タブレットによる学習も含む）」が最も高くなっています。学業

態度：中では、小学５年生・中学２年生ともに「自分で勉強する（通信教育のテキストやスマ

ホ・タブレットによる学習も含む）」が最も高くなっています。学業態度：低では、小学５年生・

中学２年生ともに「自分で勉強する（通信教育のテキストやスマホ・タブレットによる学習も含

む）」が最も高くなっています。 

 
※「学習サービスを利用している」は、選択肢「自分で勉強する（通信教育のテキストやスマホ・タブレッ

トによる学習も含む）」「塾で勉強する」「家庭教師に教えてもらう」のいずれか１つ以上を回答した回答

者の割合を示しています。 

  

自分で勉強す
る（通信教育
のテキストや
スマホ・タブ
レットによる学
習も含む）

塾で勉強する
学校の先生に
教えてもらう

家庭教師に教
えてもらう

放課後児童ク
ラブ（学童保
育）で教えて
もらう

地域の人など
が行う無料の
勉強会に参加
する（「かしは
ら校外塾」な
ど）

学業態度：高
（N=146）

           76.0            36.3            15.8              0.7              6.2              2.1

学業態度：中
（N=122）

           59.8            36.1            15.6              0.8              5.7              1.6

学業態度：低
（N=72）

           50.0            30.6            22.2              1.4              9.7               0.0

学業態度：高
（N=94）

           76.6            60.6            18.1               0.0               0.0              3.2

学業態度：中
（N=127）

           64.6            62.2            12.6               0.0              0.8               0.0

学業態度：低
（N=83）

           53.0            51.8            14.5               0.0               0.0              1.2

家の人（きょう
だい・しまいを
含む）に教え
てもらう

友だちと勉強
する

その他
学校の授業以
外で勉強はし
ない

不明・無回答
学習サービス
を利用してい
る

学業態度：高
（N=146）

           63.0            18.5              1.4              2.7               0.0            66.0

学業態度：中
（N=122）

           56.6            23.0              5.7              8.2               0.0            54.2

学業態度：低
（N=72）

           45.8            16.7              5.6            11.1               0.0            55.8

学業態度：高
（N=94）

           30.9            23.4              1.1               0.0               0.0            74.2

学業態度：中
（N=127）

           26.0            22.8              1.6              4.7              0.8            72.7

学業態度：低
（N=83）

           26.5            25.3              1.2            12.0              3.6            57.7

小
学
５
年
生

学
業
態
度

中
学
２
年
生

学
業
態
度

小
学
５
年
生

学
業
態
度

中
学
２
年
生

学
業
態
度
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Q７ あなたは、ふだん学校の授業以外に、１日あたりどれくらいの時間勉強をしますか。 

※学校の宿題をする時間や、塾などでの勉強時間もふくみます。（それぞれひとつだけ○） 

① 学校がある日（月～金曜日） 

学校がある日の勉強時間については、「30分～１時間くらい」が33.6％と最も高く、次いで「１

～２時間くらい」が 20.8％、「30分より少ない」が 16.9％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「30 分～１時間くらい」が 32.5％、所得段階Ⅱでは「30

分～１時間くらい」が 39.3％、所得段階Ⅲでは「30 分～１時間くらい」が 25.9％となっています。 

 

※平均学習時間は、選択肢「30 分より少ない」を 30 分、「30 分～１時間くらい」を１時間、「１～２時間く

らい」を 90 分、「２～３時間くらい」を 150 分、「３時間以上」を 180 分とし、それぞれ時間と回答数と

掛け合わせ、すべて足し合わせた合計値を回答者数で割ることで算出しています。 

  

8.2 16.9 33.6 20.8 11.1 7.3 2.1 

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

全体

（N=673）

まったくしない 30分より少ない 30分～１時間くらい

１～２時間くらい ２～３時間くらい ３時間以上

不明・無回答

まったくしない
30分より少な
い

30分～１時間
くらい

１～２時間くら
い

所得段階Ⅰ
（N=314）

             4.8            15.3            32.5            21.7

所得段階Ⅱ
（N=201）

           10.4            15.4            39.3            21.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

           13.6            24.7            25.9            22.2

２～３時間くら
い

３時間以上 不明・無回答
平均学習時間
（分）

所得段階Ⅰ
（N=314）

           13.4            10.2              2.2            82.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

             7.0              6.0              0.5            70.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             7.4              2.5              3.7            66.0

所
得
段
階

所
得
段
階



44 

② 学校がない日（土・日曜日・祝日） 

学校がない日の勉強時間については、「まったくしない」が 21.8％と最も高く、次いで「30 分

～１時間くらい」が 21.2％、「30分より少ない」が 20.7％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「30 分～１時間くらい」が 22.3％、所得段階Ⅱでは「ま

ったくしない」が 26.4％、所得段階Ⅲでは「まったくしない」が 33.3％となっています。 

 

※平均学習時間は、選択肢「30 分より少ない」を 30 分、「30 分～１時間くらい」を１時間、「１～２時間く

らい」を 90 分、「２～３時間くらい」を 150 分、「３時間以上」を 180 分とし、それぞれ時間と回答数と

掛け合わせ、すべて足し合わせた合計値を回答者数で割ることで算出しています。 

  

21.8 20.7 21.2 16.5 8.5 8.2 3.1 

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

全体

（N=673）

まったくしない 30分より少ない 30分～１時間くらい

１～２時間くらい ２～３時間くらい ３時間以上

不明・無回答

まったくしない
30分より少な
い

30分～１時間
くらい

１～２時間くら
い

所得段階Ⅰ
（N=314）

           13.7            17.8            22.3            19.4

所得段階Ⅱ
（N=201）

           26.4            23.9            22.9            14.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

           33.3            22.2            16.0            13.6

２～３時間くら
い

３時間以上 不明・無回答
平均学習時間
（分）

所得段階Ⅰ
（N=314）

           10.8            12.7              3.2            86.7

所得段階Ⅱ
（N=201）

             6.0              4.5              2.0            66.3

所得段階Ⅲ
（N=81）

             8.6              2.5              3.7            69.1

所
得
段
階

所
得
段
階
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Q８ あなたは、学校の宿題をしていますか。（ひとつだけ○） 

学校の宿題をしているかについては、「している（毎回忘れずにしている）」が 62.4％と最も高

く、次いで「だいたいしている（たまに忘れてしまう）」が 30.3％、「まったくしていない（毎回

していない、または忘れてしまう）」が 2.8％となっています。 

 
所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「している（毎回忘れずにしている）」が 65.0％、所得段

階Ⅱでは「している（毎回忘れずにしている）」が 59.7％、所得段階Ⅲでは「している（毎回忘れ

ずにしている）」が 58.0％となっています。 

  

 

生活習慣 

生活習慣別にみると、生活習慣：高では「している（毎回忘れずにしている）」が 71.5％、生活

習慣：中では「している（毎回忘れずにしている）」が 59.8％、生活習慣：低では「だいたいして

いる（たまに忘れてしまう）」が 43.2％となっています。 

  

62.4 30.3 2.4 2.8 2.1 

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

全体

（N=673）

している（毎回忘れずにしている）

だいたいしている（たまに忘れてしまう）

あまりしていない（忘れてしまうことが多い）

まったくしていない（毎回していない、または忘れてしまう）

不明・無回答

している（毎回
忘れずにして
いる）

だいたいして
いる（たまに
忘れてしまう）

あまりしてい
ない（忘れて
しまうことが多
い）

まったくしてい
ない（毎回し
ていない、ま
たは忘れてし
まう）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           65.0            29.6              1.6              1.6              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           59.7            32.3              3.0              4.0              1.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           58.0            33.3              1.2              4.9              2.5

所
得
段
階

している（毎回
忘れずにして
いる）

だいたいして
いる（たまに
忘れてしまう）

あまりしてい
ない（忘れて
しまうことが多
い）

まったくしてい
ない（毎回し
ていない、ま
たは忘れてし
まう）

不明・無回答

生活習慣：高
（N=351）

           71.5            25.1              1.1              1.4              0.9

生活習慣：中
（N=184）

           59.8            33.2              4.3              1.6              1.1

生活習慣：低
（N=111）

           41.4            43.2              3.6              8.1              3.6

生
活
習
慣
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Q９ あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。（ひとつだけ○） 

学校の授業がわからないことがあるかについては、「だいたいわかる」が 40.6％と最も高く、次

いで「教科によってはわからないことがある」が 32.8％、「いつもわかる」が 18.0％となってい

ます。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「だいたいわかる」が 42.4％、所得段階Ⅱでは「だいた

いわかる」が 41.3％、所得段階Ⅲでは「教科によってはわからないことがある」が 43.2％となっ

ています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「だいたいわかる」が 45.4％、自尊感情：中では「だ

いたいわかる」が 40.8％、自尊感情：低では「教科によってはわからないことがある」が 47.8％

となっています。 

 

  

18.0 40.6 32.8 3.6 2.7 2.4 

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

全体

（N=673）

いつもわかる だいたいわかる

教科によってはわからないことがある わからないことが多い

ほとんどわからない 不明・無回答

いつもわかる
だいたいわか
る

教科によって
はわからない
ことがある

わからないこ
とが多い

ほとんどわか
らない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           22.0            42.4            29.6              2.5              1.0              2.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           13.9            41.3            34.8              4.5              4.0              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             6.2            34.6            43.2              6.2              6.2              3.7

所
得
段
階

いつもわかる
だいたいわか
る

教科によって
はわからない
ことがある

わからないこ
とが多い

ほとんどわか
らない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           24.5            45.4            24.8              2.1              1.8              1.2

自尊感情：中
（N=213）

           13.6            40.8            39.9              3.8              0.9              0.9

自尊感情：低
（N=113）

             9.7            24.8            47.8              7.1              8.8              1.8

自
尊
感
情
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学業態度 

学業態度別にみると、学業態度：高では「だいたいわかる」が 50.6％、学業態度：中では「だ

いたいわかる」が 40.9％、学業態度：低では「教科によってはわからないことがある」が 47.1％

となっています。 

 

 

生活習慣 

生活習慣別にみると、生活習慣：高では「だいたいわかる」が 47.0％、生活習慣：中では「だ

いたいわかる」が 38.6％、生活習慣：低では「教科によってはわからないことがある」が 45.9％

となっています。 

 

 

文化的活動 

文化的活動別にみると、文化的活動：高では「だいたいわかる」が 43.8％、文化的活動：中で

は「だいたいわかる」が 41.2％、文化的活動：低では「教科によってはわからないことがある」

が 43.2％となっています。 

 

  

いつもわかる
だいたいわか
る

教科によって
はわからない
ことがある

わからないこ
とが多い

ほとんどわか
らない

不明・無回答

学業態度：高
（N=241）

           24.9            50.6            22.8              0.8              0.4              0.4

学業態度：中
（N=252）

           18.3            40.9            35.3              4.0              1.2              0.4

学業態度：低
（N=155）

             9.0            29.0            47.1              6.5              8.4               0.0

学
業
態
度

いつもわかる
だいたいわか
る

教科によって
はわからない
ことがある

わからないこ
とが多い

ほとんどわか
らない

不明・無回答

生活習慣：高
（N=351）

           18.5            47.0            30.2              1.7              1.1              1.4

生活習慣：中
（N=184）

           22.8            38.6            32.6              3.8              1.1              1.1

生活習慣：低
（N=111）

             9.0            26.1            45.9              7.2              9.0              2.7

生
活
習
慣

いつもわかる
だいたいわか
る

教科によって
はわからない
ことがある

わからないこ
とが多い

ほとんどわか
らない

不明・無回答

文化的活動：高
（N=336）

           20.5            43.8            28.3              3.6              1.8              2.1

文化的活動：中
（N=199）

           17.1            41.2            35.2              2.5              3.0              1.0

文化的活動：低
（N=125）

           12.0            32.0            43.2              5.6              4.8              2.4

文
化
的
活
動
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Q９で「教科によってはわからないことがある」「わからないことが多い」「ほとんどわからない」

と答えた人にお聞きします。 

Q10 いつごろから、授業でわからないことがあるようになりましたか。（ひとつだけ○） 

■小学生 

授業の内容がわからないことがあるようになった時期については、「小学４年生のころ」が

35.5％と最も高く、次いで「小学５年生になってから」が20.0％、「小学３年生のころ」が16.4％

となっています。 

 

■中学生 

授業の内容がわからないことがあるようになった時期については、「中学生になってから」が

60.8％と最も高く、次いで「小学５・６年生のころ」が 15.7％、「わからない」が 9.8％となって

います。 

 

  

9.1 4.5 16.4 35.5 20.0 13.6 0.9 

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

全体

（N=110）

小学１年生のころ 小学２年生のころ 小学３年生のころ

小学４年生のころ 小学５年生になってから わからない

不明・無回答

3.9 7.2 15.7 60.8 9.8 2.6 

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

全体

（N=153）

小学１・２年生のころ 小学３・４年生のころ 小学５・６年生のころ

中学生になってから わからない 不明・無回答
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Q11 勉強がわからないときは、だれに教えてもらいますか。（あてはまるすべてに○） 

勉強がわからないときに教えてもらう人については、「親（お母さん、お父さん）」が 69.5％と

最も高く、次いで「学校の先生」が 44.7％、「友だち」が 43.8％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「親（お母さん、お父さん）」が 73.6％、所得段階Ⅱでは

「親（お母さん、お父さん）」が 74.6％、所得段階Ⅲでは「親（お母さん、お父さん）」が 53.1％

となっています。 

  

69.5 

25.4 

44.7 

4.0 

35.2 

1.8 

43.8 

1.9 

1.2 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80%

親（お母さん、お父さん）

親以外の家族

（きょうだい・しまいやおじいさん・おばあさんなど）

学校の先生

放課後児童クラブ（学童保育）の先生

塾や習い事の先生

その他の大人

友だち

インターネット上のだれか

教えてくれる人がいない

不明・無回答

全体（N=673）

親（お母さん、
お父さん）

親以外の家族
（きょうだい・し
まいやおじい
さん・おばあさ
んなど）

学校の先生
放課後児童ク
ラブ（学童保
育）の先生

塾や習い事の
先生

所得段階Ⅰ
（N=314）

           73.6            28.0            44.9              3.8            37.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

           74.6            21.9            42.3              4.0            30.8

所得段階Ⅲ
（N=81）

           53.1            24.7            51.9              3.7            30.9

その他の大人 友だち
インターネット
上のだれか

教えてくれる
人がいない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.9            41.7              1.3              1.9              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

             2.0            46.3              2.5               0.0              1.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             1.2            50.6              2.5               0.0              3.7

所
得
段
階

所
得
段
階
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「親（お母さん、お父さん）」が 76.4％、自尊感情：中

では「親（お母さん、お父さん）」が 65.7％、自尊感情：低では「親（お母さん、お父さん）」が

61.1％となっています。 

 

 

学業態度 

学業態度別にみると、学業態度：高では「親（お母さん、お父さん）」が 73.9％、学業態度：中

では「親（お母さん、お父さん）」が 71.0％、学業態度：低では「親（お母さん、お父さん）」が

67.7％となっています。 

 

  

親（お母さん、
お父さん）

親以外の家族
（きょうだい・し
まいやおじい
さん・おばあさ
んなど）

学校の先生
放課後児童ク
ラブ（学童保
育）の先生

塾や習い事の
先生

自尊感情：高
（N=326）

           76.4            27.3            48.8              4.9            36.2

自尊感情：中
（N=213）

           65.7            28.6            44.6              2.8            38.0

自尊感情：低
（N=113）

           61.1            15.0            38.1              4.4            32.7

その他の大人 友だち
インターネット
上のだれか

教えてくれる
人がいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             3.1            48.8              2.1               0.0              1.8

自尊感情：中
（N=213）

             0.9            44.6              1.4              1.4              0.9

自尊感情：低
（N=113）

              0.0            31.9              2.7              3.5              2.7

自
尊
感
情

自
尊
感
情

親（お母さん、
お父さん）

親以外の家族
（きょうだい・し
まいやおじい
さん・おばあさ
んなど）

学校の先生
放課後児童ク
ラブ（学童保
育）の先生

塾や習い事の
先生

学業態度：高
（N=241）

           73.9            32.8            49.0              4.1            35.7

学業態度：中
（N=252）

           71.0            21.0            48.8              4.0            38.5

学業態度：低
（N=155）

           67.7            23.2            36.8              3.9            33.5

その他の大人 友だち
インターネット
上のだれか

教えてくれる
人がいない

不明・無回答

学業態度：高
（N=241）

             2.1            46.1              3.3              0.4               0.0

学業態度：中
（N=252）

             1.6            46.8              1.6              1.2              1.2

学業態度：低
（N=155）

             1.9            39.4              0.6              2.6               0.0

学
業
態
度

学
業
態
度
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Q12 あなたはふだん、学校のきまり（提出物の締切や校則など）を守っていますか。 

（ひとつだけ○） 

学校のきまりを守っているかについては、「守っている（毎回忘れずに守っている）」が 50.8％

と最も高く、次いで「だいたい守っている（たまに忘れてしまう）」が 42.2％、「あまり守ってい

ない（忘れてしまうことが多い）」が 3.3％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「守っている（毎回忘れずに守っている）」が 51.9％、所

得段階Ⅱでは「守っている（毎回忘れずに守っている）」が 47.8％、所得段階Ⅲでは「守っている

（毎回忘れずに守っている）」が 49.4％となっています。 

 

  

50.8 42.2 3.3 

1.5 

2.2 

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

全体

（N=673）

守っている（毎回忘れずに守っている）

だいたい守っている（たまに忘れてしまう）

あまり守っていない（忘れてしまうことが多い）

まったく守っていない（毎回守っていない、または忘れてしまう）

不明・無回答

守っている
（毎回忘れず
に守っている）

だいたい守っ
ている（たまに
忘れてしまう）

あまり守って
いない（忘れ
てしまうことが
多い）

まったく守って
いない（毎回
守っていな
い、または忘
れてしまう）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           51.9            42.7              2.9              0.3              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           47.8            45.3              3.0              2.5              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           49.4            39.5              4.9              3.7              2.5

所
得
段
階
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「守っている（毎回忘れずに守っている）」が 61.0％、

自尊感情：中では「だいたい守っている（たまに忘れてしまう）」が 48.4％、自尊感情：低では

「だいたい守っている（たまに忘れてしまう）」が 53.1％となっています。 

 

 

生活習慣 

生活習慣別にみると、生活習慣：高では「守っている（毎回忘れずに守っている）」が 58.7％、

生活習慣：中では「だいたい守っている（たまに忘れてしまう）」が 47.8％、生活習慣：低では

「だいたい守っている（たまに忘れてしまう）」が 49.5％となっています。 

 

  

守っている
（毎回忘れず
に守っている）

だいたい守っ
ている（たまに
忘れてしまう）

あまり守って
いない（忘れ
てしまうことが
多い）

まったく守って
いない（毎回
守っていな
い、または忘
れてしまう）

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           61.0            36.2              1.5              0.3              0.9

自尊感情：中
（N=213）

           45.1            48.4              3.8              1.9              0.9

自尊感情：低
（N=113）

           33.6            53.1              8.0              3.5              1.8

自
尊
感
情

守っている
（毎回忘れず
に守っている）

だいたい守っ
ている（たまに
忘れてしまう）

あまり守って
いない（忘れ
てしまうことが
多い）

まったく守って
いない（毎回
守っていな
い、または忘
れてしまう）

不明・無回答

生活習慣：高
（N=351）

           58.7            37.9              1.7              0.6              1.1

生活習慣：中
（N=184）

           46.7            47.8              3.8              0.5              1.1

生活習慣：低
（N=111）

           35.1            49.5              6.3              5.4              3.6

生
活
習
慣
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親との関わり 

親との関わり別にみると、親との関わり：高では「守っている（毎回忘れずに守っている）」が

55.0％、親との関わり：中では「守っている（毎回忘れずに守っている）」が 46.4％、親との関わ

り：低では「守っている（毎回忘れずに守っている）」と「だいたい守っている（たまに忘れてし

まう）」がそれぞれ 50.0％となっています。 

 

 

教育姿勢 

教育姿勢別にみると、教育姿勢：高では「守っている（毎回忘れずに守っている）」が 54.0％、

教育姿勢：中では「守っている（毎回忘れずに守っている）」が 53.6％、教育姿勢：低では「だい

たい守っている（たまに忘れてしまう）」が 48.8％となっています。 

 

 

  

守っている
（毎回忘れず
に守っている）

だいたい守っ
ている（たまに
忘れてしまう）

あまり守って
いない（忘れ
てしまうことが
多い）

まったく守って
いない（毎回
守っていな
い、または忘
れてしまう）

不明・無回答

親との関わり：高
（N=369）

           55.0            40.1              2.4              0.8              1.6

親との関わり：中
（N=278）

           46.4            45.7              4.3              2.5              1.1

親との関わり：低
（N=8）

           50.0            50.0               0.0               0.0               0.0

親
と
の
関
わ
り

守っている
（毎回忘れず
に守っている）

だいたい守っ
ている（たまに
忘れてしまう）

あまり守って
いない（忘れ
てしまうことが
多い）

まったく守って
いない（毎回
守っていな
い、または忘
れてしまう）

不明・無回答

教育姿勢：高
（N=235）

           54.0            43.0              0.4              0.4              2.1

教育姿勢：中
（N=237）

           53.6            37.6              5.5              1.3              2.1

教育姿勢：低
（N=166）

           41.6            48.8              4.2              3.6              1.8

教
育
姿
勢
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３．家族や友だちのことについて 

Q13 あなたの家族は、あなたに対していつもどのようにしていますか。もっとも近いものを選

んでください。（それぞれひとつだけ○） 

① いっしょに楽しい時間を過ごしている 

いっしょに楽しい時間を過ごしているについては、「そう思う」が 70.4％と最も高く、次いで

「どちらかといえばそう思う」が 23.2％、「どちらかといえばそう思わない」が 4.0％となってい

ます。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 73.6％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

68.2％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 67.9％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そう思う」が 85.3％、自尊感情：中では「そう思う」

が 65.7％、自尊感情：低では「どちらかといえばそう思う」が 42.5％となっています。 

  

70.4 23.2 4.0 

0.9 

1.5 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           73.6            20.1              4.1              0.6              1.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

           68.2            26.4              3.0              1.0              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           67.9            23.5              7.4               0.0              1.2

所
得
段
階

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           85.3            12.3              1.8              0.3              0.3

自尊感情：中
（N=213）

           65.7            30.5              2.3              0.5              0.9

自尊感情：低
（N=113）

           39.8            42.5            13.3              3.5              0.9

自
尊
感
情
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家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「そう思う」が 70.4％、三世代世帯では「そう思う」が

80.6％、ひとり親世帯では「そう思う」が 64.0％となっています。 

 
※子どもの生活実態調査の分析では、保護者票 Q4 の回答結果に基づいて家族構成を分類しています。な

お、ひとり親世帯であるかどうかの視点から分析する場合は保護者票 Q5 の回答結果に基づいて分析し

ています。ひとり親世帯の母数が異なっていますが、どちらの結果が正確であるかを判断できないため、

そのままの結果で分析をしています。 

 

② 自分がよろこぶことをしてくれる 

自分がよろこぶことをしてくれるについては、「そう思う」が 70.4％と最も高く、次いで「どち

らかといえばそう思う」が 24.7％、「どちらかといえばそう思わない」が 2.5％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 70.7％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

71.6％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 72.8％となっています。 

 

  

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

二世代世帯
（N=467）

           70.4            22.7              4.5              0.6              1.7

三世代世帯
（N=36）

           80.6            16.7               0.0              2.8               0.0

ひとり親世帯
（N=95）

           64.0            29.3              4.0              1.3              1.3

家
族
構
成

70.4 24.7 2.5 

0.6 

1.8 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           70.7            24.5              1.9              0.6              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           71.6            24.4              2.0              1.0              1.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           72.8            22.2              2.5               0.0              2.5

所
得
段
階



56 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そう思う」が 85.6％、自尊感情：中では「そう思う」

が 63.8％、自尊感情：低では「どちらかといえばそう思う」が 44.2％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「そう思う」が 70.0％、三世代世帯では「そう思う」が

69.4％、ひとり親世帯では「そう思う」が 69.3％となっています。 

 

 

③ 悪いことをするとしかられる 

悪いことをするとしかられるについては、「そう思う」が 74.6％と最も高く、次いで「どちらか

といえばそう思う」が 19.6％、「どちらかといえばそう思わない」が 2.5％となっています。 

 

  

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           85.6            13.2              0.3               0.0              0.9

自尊感情：中
（N=213）

           63.8            32.9              2.3               0.0              0.9

自尊感情：低
（N=113）

           42.5            44.2              8.8              3.5              0.9

自
尊
感
情

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

二世代世帯
（N=467）

           70.0            24.8              2.6              0.4              2.1

三世代世帯
（N=36）

           69.4            27.8               0.0              2.8               0.0

ひとり親世帯
（N=95）

           69.3            24.0              5.3               0.0              1.3

家
族
構
成

74.6 19.6 2.5 

1.2 

2.1 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 72.9％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

73.1％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 84.0％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そう思う」が 80.1％、自尊感情：中では「そう思う」

が 72.8％、自尊感情：低では「そう思う」が 66.4％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「そう思う」が 72.6％、三世代世帯では「そう思う」が

66.7％、ひとり親世帯では「そう思う」が 80.0％となっています。 

  

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           72.9            22.9              1.3               0.0              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           73.1            17.4              4.5              4.0              1.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           84.0              9.9              3.7               0.0              2.5

所
得
段
階

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           80.1            16.3              1.5              0.9              1.2

自尊感情：中
（N=213）

           72.8            22.1              2.8              0.9              1.4

自尊感情：低
（N=113）

           66.4            24.8              5.3              2.7              0.9

自
尊
感
情

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

二世代世帯
（N=467）

           72.6            21.2              2.1              1.7              2.4

三世代世帯
（N=36）

           66.7            25.0              5.6               0.0              2.8

ひとり親世帯
（N=95）

           80.0            14.7              4.0               0.0              1.3

家
族
構
成
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④ やらなければいけないことを何度も言われる 

やらなければいけないことを何度も言われるについては、「そう思う」が 53.3％と最も高く、次

いで「どちらかといえばそう思う」が 30.2％、「どちらかといえばそう思わない」が 10.5％とな

っています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 52.2％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

53.2％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 51.9％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そう思う」が 56.1％、自尊感情：中では「そう思う」

が 54.0％、自尊感情：低では「そう思う」が 48.7％となっています。 

 

  

53.3 30.2 10.5 3.4 2.5 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           52.2            29.0            12.1              3.5              3.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           53.2            31.8              9.0              4.5              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           51.9            29.6            14.8              1.2              2.5

所
得
段
階

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           56.1            26.1            10.7              4.9              2.1

自尊感情：中
（N=213）

           54.0            31.5            11.3              1.9              1.4

自尊感情：低
（N=113）

           48.7            37.2            10.6              2.7              0.9

自
尊
感
情
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家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「そう思う」が 53.5％、三世代世帯では「そう思う」が

55.6％、ひとり親世帯では「そう思う」が 58.7％となっています。 

 

  

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

二世代世帯
（N=467）

           53.5            30.8              9.4              3.4              2.8

三世代世帯
（N=36）

           55.6            33.3              8.3               0.0              2.8

ひとり親世帯
（N=95）

           58.7            25.3            10.7              4.0              1.3

家
族
構
成
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Q14 あなたにはどんな友だちがいますか。（あてはまるすべてに○） 

どんな友だちがいるかについては、「学校の同じクラスの友だち」が 96.1％と最も高く、次いで

「学校の同じクラス以外の友だち」が85.9％、「塾や習い事の友だち」が43.2％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「学校の同じクラスの友だち」が 96.5％、所得段階Ⅱで

は「学校の同じクラスの友だち」が 96.5％、所得段階Ⅲでは「学校の同じクラスの友だち」が

95.1％となっています。 

 

  

96.1 

85.9 

30.5 

41.5 

43.2 

9.7 

7.1 

1.0 

1.3 

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

学校の同じクラスの友だち

学校の同じクラス以外の友だち

学校はちがうが、近所に住んでいる友だち

スポーツチームやクラブの友だち

塾や習い事の友だち

インターネット上の友だち

その他の友だち

とくに仲がよい友だちはいない

不明・無回答

全体（N=673）

学校の同じ
クラスの友だ
ち

学校の同じ
クラス以外の
友だち

学校はちが
うが、近所に
住んでいる
友だち

スポーツチー
ムやクラブの
友だち

塾や習い事
の友だち

インターネッ
ト上の友だち

その他の友
だち

とくに仲がよ
い友だちは
いない

不明・無回
答

所得段階Ⅰ
（N=314）

          96.5           88.5           31.2           41.1           48.1            9.6            6.1            0.6            2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

          96.5           83.1           29.9           41.8           40.3            6.5            8.0            1.5             0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

          95.1           85.2           30.9           43.2           25.9           14.8            7.4            2.5             0.0

所
得
段
階
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「学校の同じクラスの友だち」が 99.4％、自尊感情：

中では「学校の同じクラスの友だち」が 97.7％、自尊感情：低では「学校の同じクラスの友だち」

が 87.6％となっています。 

 

  

学校の同じ
クラスの友だ
ち

学校の同じ
クラス以外の
友だち

学校はちが
うが、近所に
住んでいる
友だち

スポーツチー
ムやクラブの
友だち

塾や習い事
の友だち

インターネッ
ト上の友だち

その他の友
だち

とくに仲がよ
い友だちは
いない

不明・無回
答

自尊感情：高
（N=326）

          99.4           90.2           33.1           48.2           47.5            8.3            7.1             0.0            0.3

自尊感情：中
（N=213）

          97.7           86.9           31.5           39.0           43.2            7.5            9.4             0.0            1.4

自尊感情：低
（N=113）

          87.6           76.1           23.9           30.1           34.5           18.6            3.5            6.2             0.0

自
尊
感
情
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Q15 あなたと友だちの関係について、どのように思いますか。もっとも近いものを選んでくだ

さい。（それぞれひとつだけ○） 

① 友だちといっしょによく遊んでいる 

友だちといっしょによく遊んでいるについては、「とてもそう思う」が 67.2％と最も高く、次い

で「そう思う」が 21.7％、「あまりそう思わない」が 6.8％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「とてもそう思う」が 68.2％、所得段階Ⅱでは「とても

そう思う」が 66.2％、所得段階Ⅲでは「とてもそう思う」が 61.7％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「とてもそう思う」が 81.9％、自尊感情：中では「と

てもそう思う」が 66.7％、自尊感情：低では「そう思う」が 37.2％となっています。 

 

  

67.2 21.7 6.8 2.8 1.5 

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

全体

（N=673）

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない

そう思わない 不明・無回答

とてもそう思う そう思う
あまりそう思
わない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           68.2            22.3              6.1              2.5              1.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

           66.2            20.9              7.5              4.0              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           61.7            24.7              9.9              2.5              1.2

所
得
段
階

とてもそう思う そう思う
あまりそう思
わない

そう思わない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           81.9            14.1              2.5              0.9              0.6

自尊感情：中
（N=213）

           66.7            25.8              5.6              1.4              0.5

自尊感情：低
（N=113）

           29.2            37.2            22.1            11.5               0.0

自
尊
感
情



63 

② 友だちと仲良くしている 

友だちと仲良くしているについては、「とてもそう思う」が 73.6％と最も高く、次いで「そう思

う」が 21.5％、「あまりそう思わない」が 2.1％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「とてもそう思う」が 75.5％、所得段階Ⅱでは「とても

そう思う」が 73.1％、所得段階Ⅲでは「とてもそう思う」が 69.1％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「とてもそう思う」が 89.0％、自尊感情：中では「と

てもそう思う」が 71.4％、自尊感情：低では「そう思う」が 45.1％となっています。 

 

  

73.6 21.5 2.1 

1.0 

1.8 

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

全体

（N=673）

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない

そう思わない 不明・無回答

とてもそう思う そう思う
あまりそう思
わない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           75.5            20.4              1.9              0.6              1.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

           73.1            21.4              2.5              1.5              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           69.1            27.2              1.2              1.2              1.2

所
得
段
階

とてもそう思う そう思う
あまりそう思
わない

そう思わない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           89.0              9.8              0.3               0.0              0.9

自尊感情：中
（N=213）

           71.4            27.2               0.0              0.9              0.5

自尊感情：低
（N=113）

           38.9            45.1            11.5              4.4               0.0

自
尊
感
情
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③ 友だちに好かれている 

友だちに好かれているについては、「そう思う」が 43.8％と最も高く、次いで「とてもそう思う」

が 42.9％、「あまりそう思わない」が 8.3％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「とてもそう思う」が 46.2％、所得段階Ⅱでは「そう思

う」が 48.8％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 45.7％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「とてもそう思う」が 63.8％、自尊感情：中では「そ

う思う」が 60.1％、自尊感情：低では「そう思う」が 49.6％となっています。 

 

  

42.9 43.8 8.3 2.4 2.5 

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

全体

（N=673）

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない

そう思わない 不明・無回答

とてもそう思う そう思う
あまりそう思
わない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           46.2            42.0              7.6              2.2              1.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           37.3            48.8            10.0              2.5              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           38.3            45.7              8.6              3.7              3.7

所
得
段
階

とてもそう思う そう思う
あまりそう思
わない

そう思わない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           63.8            32.5              2.1              0.3              1.2

自尊感情：中
（N=213）

           28.6            60.1              8.5              1.4              1.4

自尊感情：低
（N=113）

           11.5            49.6            26.5            10.6              1.8

自
尊
感
情
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Q16 あなたは、家族や親せきのお世話をすることで、学校に行けなかったり、十分に眠れなか

ったり、周りの子より遊ぶ時間や勉強の時間などを減らさなければならなかったことなど

がありましたか。（あてはまるすべてに○） 

家族や親せきのお世話をすることで、学校に行けなかったり、十分に眠れなかったり、周りの

子より遊ぶ時間や勉強の時間などを減らさなければならなかったことなどがあったかについては、

「そのようなことはとくになかった」が 93.9％と最も高く、次いで「十分に眠ることができなか

った」が 2.5％、「勉強をする時間をとれなかった」が 1.2％となっています。 

 

  

93.9 

2.5 

0.9 

0.7 

1.0 

1.2 

0.4 

1.5 

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

そのようなことはとくになかった

十分に眠ることができなかった（＊１）

よく学校を遅刻や早退、欠席した（＊２）

宿題をするための時間がなかった（＊３）

友だちとあそぶことができなかった（＊４）

勉強をする時間をとれなかった（＊５）

＊１～＊５以外で、ふだんの生活や学校生活で

困ることがあった

不明・無回答

全体（N=673）
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Q16 で「十分に眠ることができなかった」～「＊１～＊５以外で、ふだんの生活や学校生活で困

ることがあった」と答えた人にお聞きします。 

Q17 あなたは、次のような家族や親せきのお世話を、ふだんどれくらいしていますか。 

（ＡとＢのそれぞれひとつだけ○） 

Ａ．お世話をする日数 

《③ 買い物、食事の準備、片付け、掃除、洗濯などの家事》では「月に数回」、その他の項目

では「ほとんどしない」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

74.2 

67.7 

16.1 

90.3 

32.3 

58.1 

6.5 

3.2 

29.0 

0.0 

25.8 

9.7 

9.7 

3.2 

19.4 

0.0 

16.1 

6.5 

0.0 

3.2 

25.8 

0.0 

9.7 

0.0 

0.0 

12.9 

3.2 

0.0 

9.7 

3.2 

9.7 

9.7 

6.5 

9.7 

6.5 

22.6 

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

① お年寄りや病気・障がいのある

家族や親せきのお世話

② 小さい妹、弟のお世話

③ 買い物、食事の準備、片付け、

掃除、洗濯などの家事

④ 日本語が十分話せない家族の

通訳

⑤ 家族の仕事の手伝い

⑥ ①～⑤以外のお世話や手伝い

全体（N=31）

ほとんどしない 月に数回 週に１～２日

週に３～５日 ほぼ毎日 不明・無回答
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Ｂ．お世話をする時間 

《③ 買い物、食事の準備、片付け、掃除、洗濯などの家事》については、「１時間未満」が

75.0％と最も高く、次いで「１～３時間未満」が 8.3％となっています。 

《⑤ 家族の仕事の手伝い》については、「１時間未満」が 52.6％と最も高く、次いで「１～３

時間未満」が 26.3％、「３～７時間未満」が 5.3％となっています。 

 

［④ 日本語が十分話せない家族の通訳］は N=0 のため省略しています。 

 

 

 

 

  

上段：件数
下段：％

１時間未満
１～３時間

未満
３～７時間

未満
７時間以上 不明・無回答

3 1 0 1 0

60.0 20.0 0.0 20.0 0.0

1 1 2 1 2

14.3 14.3 28.6 14.3 28.6

18 2 0 0 4

75.0 8.3 0.0 0.0 16.7

10 5 1 0 3

52.6 26.3 5.3 0.0 15.8

5 1 0 0 0

83.3 16.7 0.0 0.0 0.0

① お年寄りや病気・障がいのある家族や親せきのお世話（N=5）

② 小さい妹、弟のお世話（N=7）

③ 買い物、食事の準備、片付け、掃除、洗濯などの家事（N=24）

⑤ 家族の仕事の手伝い（N=19）

⑥ ①～⑤以外のお世話や手伝い（N=6）
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参考：ヤングケアラーに該当すると思われる回答者について 

本調査では、奈良県が令和３年度に実施した「ヤングケアラー等に関する実態調査」の考え方

を踏まえ、児童生徒票の Q17Ａ・Ｂの項目①～⑥において、それぞれのケアで費やしている日数と

時間を足し合わせ、合計が「週３日以上」かつ「平日３時間以上」となる回答者（５名、回答者

全体の 0.7％）について、ヤングケアラーに該当する可能性が高い方として分析を行いました。 

 

 

 

 

  

自尊感情

自尊感情：高 自尊感情：中 自尊感情：低 判定不能

該当（N=5）               0.0            80.0            20.0               0.0

非該当（N=668）            48.8            31.3            16.8              3.1

ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー

親との関わり

親との関わり：
高

親との関わり：
中

親との関わり：
低

判定不能

該当（N=5）            40.0            60.0               0.0               0.0

非該当（N=668）            54.9            41.2              1.2              2.7

ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー

家族構成

二世代世帯 三世代世帯 ひとり親世帯 判定不能

該当（N=5）            80.0               0.0            20.0               0.0

非該当（N=668）            69.3              5.4            11.1            14.2

ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー

保護者の身体的健康状態

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不明・無回答

該当（N=5）            20.0            40.0            40.0               0.0               0.0             0.0

非該当（N=668）            41.6            23.8            25.1              8.1              0.9            0.4

ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー

保護者の精神的健康状態

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不明・無回答

該当（N=5）            40.0            40.0            20.0               0.0               0.0             0.0

非該当（N=668）            38.5            23.2            24.7            10.9              1.8            0.9

ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
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Q16 で「十分に眠ることができなかった」～「＊１～＊５以外で、ふだんの生活や学校生活で困

ることがあった」と答えた人にお聞きします。 

Q18 もし、あなたが今やっているお世話を他の人が代わってくれるとしたら、代わってほしい

と思いますか。（ひとつだけ○） 

今やっているお世話を他の人が代わってくれるとしたら、代わってほしいと思うかについては、

「思わない」が 45.2％と最も高く、次いで「わからない」が 25.8％、「思う」が 12.9％となって

います。 

 

 

Q18 で「思う」と答えた人にお聞きします。 

Q19 もし、あなたが今やっているお世話を他の人が代わってくれるとしたら、やりたいことは

ありますか。（あてはまるすべてに○） 

今やっているお世話を他の人が代わってくれるとしたら、やりたいことについては、「友だちと

遊ぶ」「家でゆっくり過ごす」がそれぞれ 75.0％（３件）と最も高く、次いで「宿題や勉強をする」

「睡眠をとる」がそれぞれ 50.0％（２件）となっています。 

 

 

  

12.9 45.2 25.8 16.1 

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

全体

（N=31）

思う 思わない わからない 不明・無回答

件数 ％

学校に毎日行く 0         0.0       

学校に遅刻・早退せずに行く 0         0.0       

宿題や勉強をする 2         50.0      

睡眠をとる 2         50.0      

友だちと遊ぶ 3         75.0      

部活や習い事をする 0         0.0       

家でゆっくり過ごす 3         75.0      

何もせずぼーっとする 1         25.0      

その他 0         0.0       

とくにない 1         25.0      

不明・無回答 0         0.0       

全体（N=4）
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４．ふだんの生活について 

Q20 あなたは週にどのくらい、食事をしていますか。（それぞれひとつだけ○） 

① 朝食 

朝食の頻度については、「毎日食べる（週７日）」が 82.5％と最も高く、次いで「週５～６日」

が 8.9％、「週１～２日、ほとんど食べない、まったく食べない」が 5.1％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「毎日食べる（週７日）」が 83.8％、所得段階Ⅱでは「毎

日食べる（週７日）」が 83.1％、所得段階Ⅲでは「毎日食べる（週７日）」が 70.4％となっていま

す。 

 

  

82.5 

8.9 

2.5 

5.1 

1.0 

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

毎日食べる（週７日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとんど食べない、まった

く食べない

不明・無回答

全体（N=673）

毎日食べる
（週７日）

週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほ
とんど食べな
い、まったく食
べない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           83.8              8.6              1.9              4.1              1.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

           83.1            10.4              1.5              5.0               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           70.4              9.9              9.9              8.6              1.2

所
得
段
階
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② 夕食 

夕食の頻度については、「毎日食べる（週７日）」が 96.4％と最も高く、次いで「週５～６日」

が 1.2％、「週１～２日、ほとんど食べない、まったく食べない」が 0.1％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「毎日食べる（週７日）」が 95.5％、所得段階Ⅱでは「毎

日食べる（週７日）」が 98.0％、所得段階Ⅲでは「毎日食べる（週７日）」が 95.1％となっていま

す。 

 

  

96.4 

1.2 

0.0

0.1 

2.2 

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

毎日食べる（週７日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとんど食べない、まった

く食べない

不明・無回答

全体（N=673）

毎日食べる
（週７日）

週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほ
とんど食べな
い、まったく食
べない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           95.5              1.3               0.0              0.3              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           98.0              0.5               0.0               0.0              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           95.1              3.7               0.0               0.0              1.2

所
得
段
階
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Q20 の①で「毎日食べる（週７日）」以外を答えた人にお聞きします。 

Q21 あなたが朝食を食べていない理由は何ですか。（ひとつだけ○） 

朝食を食べていない理由については、「起きるのがおそく、食べる時間がない」が 50.5％と最も

高く、次いで「おなかが空いていない」が 30.6％、「その他」が 10.8％となっています。 

 
所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「起きるのがおそく、食べる時間がない」が 47.8％、所

得段階Ⅱでは「起きるのがおそく、食べる時間がない」が 52.9％、所得段階Ⅲでは「起きるのが

おそく、食べる時間がない」が 47.8％となっています。 

 

  

50.5 

30.6 

0.9 

0.0

2.7 

10.8 

4.5 

0% 20% 40% 60%

起きるのがおそく、食べる時間がない

おなかが空いていない

朝食が準備できていない

親が朝食を食べない

食べると気持ち悪くなる

その他

不明・無回答

全体（N=111）

起きるのがお
そく、食べる
時間がない

おなかが空い
ていない

朝食が準備で
きていない

親が朝食を食
べない

食べると気持
ち悪くなる

その他 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=46）

           47.8            34.8               0.0               0.0              6.5              6.5              4.3

所得段階Ⅱ
（N=34）

           52.9            26.5              2.9               0.0               0.0              8.8              8.8

所得段階Ⅲ
（N=23）

           47.8            34.8               0.0               0.0               0.0            17.4               0.0

所
得
段
階
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Q22 あなたは、平日は何時ごろに起きていますか。（ひとつだけ○） 

平日の起床時間については、「午前６～７時」が 57.1％と最も高く、次いで「午前７～８時」が

24.5％、「午前５～６時」が 11.3％となっています。 

 

Q23 あなたは、平日は何時ごろにねていますか。（ひとつだけ○） 

平日の就寝時間については、「午後 10～11 時」が 30.3％と最も高く、次いで「午後９～10 時」

が 29.4％、「午後 11 時より後」が 27.2％となっています。 

 

  

0.4 11.3 57.1 24.5 

1.2 

2.5 3.0 

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

全体

（N=673）

午前５時より前 午前５～６時 午前６～７時 午前７～８時

午前８時より後 決まっていない 不明・無回答

0.3 

4.5 29.4 30.3 27.2 5.3 3.0 

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

全体

（N=673）

午後８時より前 午後８～９時 午後９～10時 午後10～11時

午後11時より後 決まっていない 不明・無回答
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参考：平日の睡眠時間 

平日の起床時間と就寝時間より、回答者の睡眠時間を算出しました。「８～９時間」が 42.3％と

最も高く、次いで「７～８時間」が 37.3％、「９時間以上」が 6.2％となっています。 

なお、起床時間または就寝時間を問う設問において「決まってない」と回答した方は「判定不

能」となりますが、「判定不能」は 9.8％となっています。 

 

生活習慣 

生活習慣別にみると、生活習慣：高では「８～９時間」が 46.2％、生活習慣：中では「８～９

時間」が 40.2％、生活習慣：低では「８～９時間」が 42.3％となっています。 

なお、「判定不能」については、生活習慣：低の場合に 26.1％と他の場合と比べて高くなってい

ます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

4.3 37.3 42.3 6.2 9.8 

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

全体

（N=673）

７時間以下 ７～８時間 ８～９時間 ９時間以上 判定不能

７時間以下 ７～８時間 ８～９時間 ９時間以上 判定不能

生活習慣：高
（N=351）

             4.3            44.4            46.2              5.1               0.0

生活習慣：中
（N=184）

             3.8            38.0            40.2              8.7              9.2

生活習慣：低
（N=111）

             5.4            20.7            42.3              5.4            26.1

生
活
習
慣
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Q24 あなたは、歯磨きや入浴（風呂、シャワー）をしますか。（それぞれひとつだけ○） 

① 歯磨き 

歯磨きについては、「毎日２回以上」が 67.3％と最も高く、次いで「毎日１回」が 25.9％、「１

回の日の方が多い」が 3.7％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「毎日２回以上」が 68.5％、所得段階Ⅱでは「毎日２回

以上」が 65.7％、所得段階Ⅲでは「毎日２回以上」が 63.0％となっています。 

 

  

67.3 25.9 3.7 

1.8 0.6 

0.7 

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

全体

（N=673）

毎日２回以上 毎日１回

１回の日の方が多い １回もしない日の方が多い

ほとんどしない・まったくしない 不明・無回答

毎日２回以上 毎日１回
１回の日の方
が多い

１回もしない
日の方が多い

ほとんどしな
い・まったくし
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           68.5            24.8              3.5              1.6              0.6              1.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

           65.7            27.4              4.0              3.0               0.0               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           63.0            27.2              6.2              1.2              1.2              1.2

所
得
段
階
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② 入浴 

入浴については、「毎日１回」が 82.0％と最も高く、次いで「毎日２回以上」が 11.1％、「１回

の日の方が多い」が 4.6％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「毎日１回」が 84.7％、所得段階Ⅱでは「毎日１回」が

83.1％、所得段階Ⅲでは「毎日１回」が 77.8％となっています。 

 

  

11.1 82.0 4.6 

0.6 0.0 

1.6 

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

全体

（N=673）

毎日２回以上 毎日１回

１回の日の方が多い １回もしない日の方が多い

ほとんどしない・まったくしない 不明・無回答

毎日２回以上 毎日１回
１回の日の方
が多い

１回もしない
日の方が多い

ほとんどしな
い・まったくし
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             8.6            84.7              3.5              1.0               0.0              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           11.4            83.1              5.0              0.5               0.0               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           12.3            77.8              7.4               0.0               0.0              2.5

所
得
段
階
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Q25 あなたは、過去１年の間に、お金が足りなくて必要とする生理用品を買ってもらえないこ

とがありましたか。（ひとつだけ○） 

過去１年の間に、お金が足りなくて必要とする生理用品を買ってもらえないことがあったかに

ついては、「まったくなかった」が 48.0％と最も高く、次いで「生理用品を必要とすることはなか

った」が 45.0％、「ときどきあった」「まれにあった」がそれぞれ 0.7％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「まったくなかった」が 49.4％、所得段階Ⅱでは「まっ

たくなかった」が 46.8％、所得段階Ⅲでは「まったくなかった」が 49.4％となっています。 

 

  

0.0 0.7 0.7 

48.0 45.0 5.5 

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

全体

（N=673）

よくあった ときどきあった

まれにあった まったくなかった

生理用品を必要とすることはなかった 不明・無回答

よくあった ときどきあった まれにあった
まったくなかっ
た

生理用品を必
要とすること
はなかった

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

              0.0               0.0              0.6            49.4            46.5              3.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

              0.0              1.5              1.0            46.8            45.3              5.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0              2.5               0.0            49.4            40.7              7.4

所
得
段
階
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Q26 あなたは、この１か月の間に、内容が主に文字で書かれている本（小説や新書、専門書な

ど）を何冊くらい読みましたか。（ひとつだけ○） 

この１か月の間に、内容が主に文字で書かれている本を何冊くらい読んだかについては、「読ま

なかった」が 32.7％と最も高く、次いで「１冊」が 22.9％、「２～３冊」が 21.2％となっていま

す。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「読まなかった」が 26.8％、所得段階Ⅱでは「読まなか

った」が 38.8％、所得段階Ⅲでは「読まなかった」が 44.4％となっています。 

 

 

読書勧奨 

読書勧奨（保護者が子どもに読書を勧めているか）別にみると、読書を勧めている場合では

「２～３冊」が 24.8％、勧めていない場合では「読まなかった」が 47.6％となっています。 

 

  

32.7 22.9 21.2 13.2 5.5 3.4 1.0 

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

全体

（N=673）

読まなかった １冊 ２～３冊 ４～９冊

10～19冊 20冊以上 不明・無回答

読まなかった １冊 ２～３冊 ４～９冊 10～19冊 20冊以上 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           26.8            24.8            23.9            14.3              5.4              3.8              1.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

           38.8            20.9            20.4            10.9              5.0              3.5              0.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           44.4            21.0            16.0            11.1              6.2               0.0              1.2

所
得
段
階

読まなかった １冊 ２～３冊 ４～９冊 10～19冊 20冊以上 不明・無回答

保護者が読書を勧
めている（N=395）

           23.3            24.6            24.8            15.9              6.6              3.8              1.0

読書を勧めていな
い（N=246）

           47.6            21.1            15.0              9.3              3.7              2.4              0.8

読
書
勧
奨
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Q27 あなたは、平日の放課後、どこで過ごしていますか。（それぞれひとつだけ○） 

① 自分の家 

自分の家については、「毎日（５日）」が 65.4％と最も高く、次いで「週に３～４日」が 16.0％、

「週に１～２日」が 11.9％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「毎日（５日）」が 59.2％、所得段階Ⅱでは「毎日（５

日）」が 70.1％、所得段階Ⅲでは「毎日（５日）」が 76.5％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「毎日（５日）」が 63.2％、自尊感情：中では「毎日

（５日）」が 64.8％、自尊感情：低では「毎日（５日）」が 76.1％となっています。 

 

  

65.4 16.0 11.9 2.7 4.0 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           59.2            18.2            15.0              3.5              4.1

所得段階Ⅱ
（N=201）

           70.1            17.9              8.0              1.0              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           76.5              6.2            12.3              2.5              2.5

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           63.2            17.2            12.3              3.1              4.3

自尊感情：中
（N=213）

           64.8            18.8            12.7              1.9              1.9

自尊感情：低
（N=113）

           76.1              8.0              8.8              3.5              3.5

自
尊
感
情
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② おじいさんやおばあさんの家 

おじいさんやおばあさんの家については、「そこでは過ごさない」が 70.7％と最も高く、次いで

「週に１～２日」が 10.3％、「毎日（５日）」が 3.3％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 74.2％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 68.2％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 64.2％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 69.9％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 73.2％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 70.8％となって

います。 

 

  

3.3 

1.6 

10.3 70.7 14.1 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.9              1.9            12.1            74.2              9.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

             4.0              1.5              8.0            68.2            18.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

             6.2               0.0            12.3            64.2            17.3

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             3.4              1.5            10.7            69.9            14.4

自尊感情：中
（N=213）

             4.2              1.4              9.9            73.2            11.3

自尊感情：低
（N=113）

             1.8              2.7            10.6            70.8            14.2

自
尊
感
情
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③ 友だちの家 

友だちの家については、「そこでは過ごさない」が 65.2％と最も高く、次いで「週に１～２日」

が 19.6％、「週に３～４日」が 1.6％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 67.8％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 62.2％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 64.2％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 62.0％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 67.1％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 76.1％となって

います。 

 

  

0.6 

1.6 19.6 65.2 12.9 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.6              1.6            20.7            67.8              9.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

             0.5              1.0            19.4            62.2            16.9

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0              2.5            18.5            64.2            14.8

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             1.2              1.5            22.4            62.0            12.9

自尊感情：中
（N=213）

              0.0              2.3            19.7            67.1            10.8

自尊感情：低
（N=113）

              0.0              0.9            10.6            76.1            12.4

自
尊
感
情
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④ 塾や習い事をする場所 

塾や習い事をする場所については、「そこでは過ごさない」が 33.6％と最も高く、次いで「週に

１～２日」が 31.6％、「週に３～４日」が 22.4％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「週に１～２日」が 33.4％、所得段階Ⅱでは「そこでは

過ごさない」が 37.3％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 37.0％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「週に１～２日」が 32.5％、自尊感情：中では「そこ

では過ごさない」が 34.7％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 40.7％となっています。 

 

  

2.1 22.4 31.6 33.6 10.3 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             2.2            26.8            33.4            30.6              7.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.0            16.4            32.3            37.3            12.9

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0            16.0            32.1            37.0            14.8

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             2.5            24.2            32.5            30.7            10.1

自尊感情：中
（N=213）

             1.9            23.0            32.9            34.7              7.5

自尊感情：低
（N=113）

             1.8            16.8            29.2            40.7            11.5

自
尊
感
情
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⑤ 児童館・児童センター・公民館・その他の施設 

児童館・児童センター・公民館・その他の施設については、「そこでは過ごさない」が 82.5％と

最も高く、次いで「週に１～２日」が 2.7％、「週に３～４日」が 1.5％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 86.6％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 77.6％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 80.2％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 82.8％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 85.0％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 83.2％となって

います。 

 

  

0.7 1.5 

2.7 82.5 12.6 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.6              1.3              2.2            86.6              9.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.5              1.5              3.5            77.6            15.9

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0              2.5              2.5            80.2            14.8

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             0.9              0.9              3.1            82.8            12.3

自尊感情：中
（N=213）

              0.0              1.9              2.3            85.0            10.8

自尊感情：低
（N=113）

             0.9              1.8              0.9            83.2            13.3

自
尊
感
情
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⑥ 学校 

学校については、「そこでは過ごさない」が 50.5％と最も高く、次いで「毎日（５日）」が

16.3％、「週に１～２日」が 11.3％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 51.3％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 51.7％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 48.1％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 49.4％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 50.7％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 54.0％となって

います。 

 

  

16.3 9.7 11.3 50.5 12.2 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           16.9            10.5            11.8            51.3              9.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

           13.9            10.0            10.0            51.7            14.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

           18.5              6.2            14.8            48.1            12.3

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           18.7              8.3            12.6            49.4            11.0

自尊感情：中
（N=213）

           13.1            13.1            11.3            50.7            11.7

自尊感情：低
（N=113）

           17.7              8.0              8.8            54.0            11.5

自
尊
感
情
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⑦ 放課後児童クラブ（学童保育） 

放課後児童クラブ（学童保育）については、「そこでは過ごさない」が 79.2％と最も高く、次い

で「毎日（５日）」「週に３～４日」「週に１～２日」がそれぞれ 2.4％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 81.2％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 78.1％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 76.5％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 78.2％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 81.7％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 82.3％となって

います。 

 

  

2.4 

2.4 

2.4 79.2 13.7 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             3.2              2.5              2.9            81.2            10.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

             2.0              2.5              1.0            78.1            16.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0              2.5              3.7            76.5            17.3

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             3.1              3.4              2.8            78.2            12.6

自尊感情：中
（N=213）

             1.4              2.3              1.4            81.7            13.1

自尊感情：低
（N=113）

             2.7               0.0              2.7            82.3            12.4

自
尊
感
情
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⑧ 地域のスポーツクラブの活動の場 

地域のスポーツクラブの活動の場については、「そこでは過ごさない」が 71.2％と最も高く、次

いで「週に１～２日」が 9.8％、「週に３～４日」が 4.8％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 71.3％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 71.6％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 69.1％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 67.2％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 76.5％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 77.0％となって

います。 

 

  

1.9 

4.8 9.8 71.2 12.3 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             2.2              5.7            12.1            71.3              8.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

             2.0              3.0              8.0            71.6            15.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

             2.5              3.7              9.9            69.1            14.8

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             3.4              6.1            11.3            67.2            12.0

自尊感情：中
（N=213）

             0.5              4.2              8.5            76.5            10.3

自尊感情：低
（N=113）

             0.9              1.8              8.0            77.0            12.4

自
尊
感
情
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⑨ 公園や広場 

公園や広場については、「そこでは過ごさない」が 63.9％と最も高く、次いで「週に１～２日」

が 19.2％、「週に３～４日」が 4.2％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 64.6％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 59.7％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 69.1％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 61.3％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 64.3％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 73.5％となって

います。 

 

  

0.3 

4.2 19.2 63.9 12.5 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.3              4.8            21.0            64.6              9.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

             0.5              3.5            20.4            59.7            15.9

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0              4.9            12.3            69.1            13.6

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             0.3              4.3            22.4            61.3            11.7

自尊感情：中
（N=213）

             0.5              5.6            18.3            64.3            11.3

自尊感情：低
（N=113）

              0.0              1.8            12.4            73.5            12.4

自
尊
感
情
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⑩ 図書館 

図書館については、「そこでは過ごさない」が 85.0％と最も高く、次いで「週に１～２日」が

1.6％、「毎日（５日）」が 0.1％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 88.9％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 81.1％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 82.7％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 84.7％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 87.8％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 85.0％となって

います。 

 

  

0.1 0.0 1.6 

85.0 13.2 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

              0.0               0.0              1.6            88.9              9.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

             0.5               0.0              2.0            81.1            16.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0               0.0              1.2            82.7            16.0

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

              0.0               0.0              2.5            84.7            12.9

自尊感情：中
（N=213）

              0.0               0.0              0.9            87.8            11.3

自尊感情：低
（N=113）

             0.9               0.0              0.9            85.0            13.3

自
尊
感
情
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⑪ 商店街やショッピングモール、コンビニ 

商店街やショッピングモール、コンビニについては、「そこでは過ごさない」が 71.5％と最も高

く、次いで「週に１～２日」が 13.8％、「週に３～４日」が 1.5％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 73.2％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 68.2％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 72.8％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 70.2％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 72.8％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 76.1％となって

います。 

 

  

0.1 

1.5 13.8 71.5 13.1 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.3              2.5            14.3            73.2              9.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

              0.0              1.0            14.4            68.2            16.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0               0.0            12.3            72.8            14.8

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             0.3              1.5            15.0            70.2            12.9

自尊感情：中
（N=213）

              0.0              1.4            14.6            72.8            11.3

自尊感情：低
（N=113）

              0.0              1.8              9.7            76.1            12.4

自
尊
感
情
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⑫ ゲームセンター 

ゲームセンターについては、「そこでは過ごさない」が 81.1％と最も高く、次いで「週に１～２

日」が 5.6％、「週に３～４日」が 0.1％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 84.7％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 78.1％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 76.5％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 82.8％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 79.8％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 82.3％となって

います。 

 

  

0.0 0.1 

5.6 81.1 13.1 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

              0.0               0.0              6.1            84.7              9.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

              0.0               0.0              5.5            78.1            16.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0              1.2              6.2            76.5            16.0

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

              0.0               0.0              4.3            82.8            12.9

自尊感情：中
（N=213）

              0.0               0.0              8.9            79.8            11.3

自尊感情：低
（N=113）

              0.0              0.9              4.4            82.3            12.4

自
尊
感
情
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⑬ その他 

その他の回答としては、「デイに行く」「スーパー」「学校」などが含まれていました。 

その他については、「そこでは過ごさない」が 54.5％と最も高く、次いで「週に３～４日」が

0.7％、「毎日（５日）」が 0.6％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そこでは過ごさない」が 55.4％、所得段階Ⅱでは「そ

こでは過ごさない」が 52.7％、所得段階Ⅲでは「そこでは過ごさない」が 55.6％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そこでは過ごさない」が 56.7％、自尊感情：中では

「そこでは過ごさない」が 53.1％、自尊感情：低では「そこでは過ごさない」が 53.1％となって

います。 

 

 

  

0.6 0.7 0.4 

54.5 43.7 

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

全体

（N=673）

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日

そこでは過ごさない 不明・無回答

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.6              0.3              0.3            55.4            43.3

所得段階Ⅱ
（N=201）

             0.5              1.0              1.0            52.7            44.8

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0              1.2               0.0            55.6            43.2

所
得
段
階

毎日（５日） 週に３～４日 週に１～２日
そこでは過ご
さない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             0.9              0.3              0.3            56.7            41.7

自尊感情：中
（N=213）

              0.0              1.9              0.9            53.1            44.1

自尊感情：低
（N=113）

             0.9               0.0               0.0            53.1            46.0

自
尊
感
情
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参考：小学５年生・中学２年生別の状況 

 
※「過ごすことがある」は、選択肢「毎日（５日）」「週に３～４日」「週に１～２日」の合算値です。 

 

  

過ごすことが
ある

過ごさない
過ごすことが

ある
過ごさない

所得段階Ⅰ                      91.2                        4.7                      95.7                        2.2

所得段階Ⅱ                      95.5                        0.9                      96.7                        1.1

所得段階Ⅲ                      91.9                        5.4                      97.7                         0.0

所得段階Ⅰ                      20.0                      68.2                      10.9                      83.3

所得段階Ⅱ                      14.4                      73.0                      12.2                      62.2

所得段階Ⅲ                      18.9                      70.3                      18.2                      59.1

所得段階Ⅰ                      29.4                      59.4                      15.9                      79.0

所得段階Ⅱ                      27.9                      59.5                      12.2                      65.6

所得段階Ⅲ                      32.4                      59.5                      11.4                      68.2

所得段階Ⅰ                      66.5                      25.9                      59.4                      36.2

所得段階Ⅱ                      49.5                      41.4                      50.0                      32.2

所得段階Ⅲ                      45.9                      45.9                      50.0                      29.5

所得段階Ⅰ                        7.1                      82.9                         0.0                      93.5

所得段階Ⅱ                        9.9                      79.3                        2.2                      75.6

所得段階Ⅲ                        8.1                      83.8                        2.3                      77.3

所得段階Ⅰ                      30.6                      58.2                      50.7                      43.5

所得段階Ⅱ                      27.9                      62.2                      41.1                      38.9

所得段階Ⅲ                      35.1                      59.5                      43.2                      38.6

所得段階Ⅰ                      15.3                      74.7                        0.7                      90.6

所得段階Ⅱ                        8.1                      81.1                        2.2                      74.4

所得段階Ⅲ                      13.5                      73.0                         0.0                      79.5

所得段階Ⅰ                      25.3                      64.7                      14.5                      80.4

所得段階Ⅱ                      12.6                      76.6                      13.3                      65.6

所得段階Ⅲ                      27.0                      64.9                        6.8                      72.7

所得段階Ⅰ                      38.2                      51.2                      12.3                      81.9

所得段階Ⅱ                      37.8                      51.4                        7.8                      70.0

所得段階Ⅲ                      29.7                      64.9                        6.8                      72.7

所得段階Ⅰ                        2.4                      86.5                        0.7                      93.5

所得段階Ⅱ                        2.7                      85.6                        2.2                      75.6

所得段階Ⅲ                        2.7                      86.5                         0.0                      79.5

所得段階Ⅰ                      16.5                      72.4                      18.8                      75.4

所得段階Ⅱ                      15.3                      73.0                      15.6                      62.2

所得段階Ⅲ                      10.8                      81.1                      13.6                      65.9

所得段階Ⅰ                        5.3                      84.1                        7.2                      87.0

所得段階Ⅱ                        5.4                      82.9                        5.6                      72.2

所得段階Ⅲ                        2.7                      86.5                      11.4                      68.2

所得段階Ⅰ                        0.6                      54.1                        2.2                      58.0

所得段階Ⅱ                        1.8                      58.6                        3.3                      45.6

所得段階Ⅲ                         0.0                      62.2                        2.3                      50.0

⑦　放課後児童クラブ（学
童保育）

⑥　学校

⑤　児童館・児童セン
ター・公民館・その他の施
設

④　塾や習い事をする場
所

③　友だちの家

小学５年生 中学２年生

①　自分の家

②　おじいさんやおばあさ
んの家

⑬　その他

⑫　ゲームセンター

⑪　商店街やショッピング
モール、コンビニ

⑩　図書館

⑨　公園や広場

⑧　地域のスポーツクラ
ブの活動の場
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Q28 あなたは、１日にどれくらいテレビをみたり、スマートフォンやタブレットを使ったり、

ゲームをしたりしますか。（それぞれひとつだけ○） 

① テレビを見る時間 

テレビを見る時間については、「１～２時間」が 29.7％と最も高く、次いで「１時間未満」が

28.4％、「２～３時間」が 15.3％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「１～２時間」が 33.8％、所得段階Ⅱでは「１時間未満」

「１～２時間」がそれぞれ 28.4％、所得段階Ⅲでは「１時間未満」が 34.6％となっています。 

 

 

生活習慣 

生活習慣別にみると、生活習慣：高では「１～２時間」が 31.6％、生活習慣：中では「１時間

未満」が 33.2％、生活習慣：低では「１時間未満」が 27.0％となっています。 

 

  

28.4 29.7 15.3 13.5 6.8 6.2 

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

全体

（N=673）

１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ３時間以上

していない 不明・無回答

１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ３時間以上 していない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           25.5            33.8            15.3            13.4              4.8              7.3

所得段階Ⅱ
（N=201）

           28.4            28.4            14.9            16.4              6.5              5.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           34.6            21.0            13.6              9.9            16.0              4.9

所
得
段
階

１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ３時間以上 していない 不明・無回答

生活習慣：高
（N=351）

           26.5            31.6            16.8            13.7              5.4              6.0

生活習慣：中
（N=184）

           33.2            30.4            14.1            11.4              4.9              6.0

生活習慣：低
（N=111）

           27.0            25.2            15.3            14.4            13.5              4.5

生
活
習
慣
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② スマートフォン、タブレット等で動画を見たり、ネットサーフィンをしたり、ＳＮＳを使用す

る時間（※学校の宿題でタブレットを使う時間以外） 

スマートフォン、タブレット等で動画を見たり、ネットサーフィンをしたり、ＳＮＳを使用す

る時間については、「３時間以上」が 27.5％と最も高く、次いで「１～２時間」が 25.9％、「２～

３時間」が 21.4％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「１～２時間」が 28.3％、所得段階Ⅱでは「３時間以上」

が 30.3％、所得段階Ⅲでは「３時間以上」が 35.8％となっています。 

 

 

生活習慣 

生活習慣別にみると、生活習慣：高では「２～３時間」が 24.8％、生活習慣：中では「１～２

時間」が 31.5％、生活習慣：低では「３時間以上」が 46.8％となっています。 

 

  

16.2 25.9 21.4 27.5 6.8 2.2 

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

全体

（N=673）

１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ３時間以上

していない 不明・無回答

１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ３時間以上 していない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           16.2            28.3            21.7            24.2              6.7              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           16.4            22.9            20.9            30.3              8.0              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             8.6            27.2            23.5            35.8              4.9               0.0

所
得
段
階

１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ３時間以上 していない 不明・無回答

生活習慣：高
（N=351）

           19.1            23.6            24.8            22.5              7.7              2.3

生活習慣：中
（N=184）

           15.2            31.5            19.0            26.1              7.6              0.5

生活習慣：低
（N=111）

           11.7            19.8            17.1            46.8              2.7              1.8

生
活
習
慣
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③ ゲームをする時間（置き型（プレイステーションやニンテンドースイッチなど）・携帯・パソコ

ン・スマートフォン・タブレットをふくめる） 

ゲームをする時間については、「１～２時間」が 28.1％と最も高く、次いで「１時間未満」が

24.4％、「３時間以上」が 16.2％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「１～２時間」が 32.2％、所得段階Ⅱでは「１～２時間」

が 26.4％、所得段階Ⅲでは「１時間未満」が 25.9％となっています。 

 

 

生活習慣 

生活習慣別にみると、生活習慣：高では「１時間未満」が 26.2％、生活習慣：中では「１～２

時間」が 32.6％、生活習慣：低では「３時間以上」が 31.5％となっています。 

 

  

24.4 28.1 15.5 16.2 13.7 2.2 

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

全体

（N=673）

１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ３時間以上

していない 不明・無回答

１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ３時間以上 していない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           25.2            32.2            14.6            10.5            15.0              2.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           21.9            26.4            16.4            22.4            10.9              2.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           25.9            19.8            18.5            23.5            12.3               0.0

所
得
段
階

１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ３時間以上 していない 不明・無回答

生活習慣：高
（N=351）

           26.2            25.1            16.2            13.1            17.1              2.3

生活習慣：中
（N=184）

           23.4            32.6            17.4            13.6            12.5              0.5

生活習慣：低
（N=111）

           19.8            28.8            11.7            31.5              6.3              1.8

生
活
習
慣
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Q29 あなたの家では、下に書いてあるようなことをしたことがありますか。したことがあるも

のすべてを選んでください。（あてはまるすべてに○） 

家庭での経験については、「おじいさん・おばあさんや親せきの家に遊びに行く」が 89.7％と最

も高く、次いで「学校の行事に家族が来る」が 88.9％、「動物園や水族館に行く」が 88.4％とな

っています。 

 
  

84.2 

76.7 

75.6 

88.4 

49.6 

41.9 

86.8 

51.1 

78.3 

88.9 

65.2 

88.1 

89.7 

0.3 

1.9 

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

小さいころに本や絵本を読んでもらう

手づくりのおやつをつくる

図書館に行く

動物園や水族館に行く

博物館や美術館に行く

音楽会やコンサートに行く

映画や演劇をみに行く

新聞やニュースの内容について話す

パソコンやインターネットで調べものをする

学校の行事に家族が来る

地域の行事に参加する

泊まりで家族旅行に行く

おじいさん・おばあさんや親せきの家に遊びに行く

どれもしたことがない

不明・無回答

全体（N=673）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「泊まりで家族旅行に行く」「おじいさん・おばあさんや

親せきの家に遊びに行く」がそれぞれ 92.0％、所得段階Ⅱでは「学校の行事に家族が来る」が

90.5％、所得段階Ⅲでは「学校の行事に家族が来る」が 91.4％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「おじいさん・おばあさんや親せきの家に遊びに行く」

が 92.3％、自尊感情：中では「学校の行事に家族が来る」「泊まりで家族旅行に行く」がそれぞれ

90.1％、自尊感情：低では「学校の行事に家族が来る」「おじいさん・おばあさんや親せきの家に

遊びに行く」がそれぞれ 87.6％となっています。 

 

  

小さいころに
本や絵本を読
んでもらう

手づくりのお
やつをつくる

図書館に行く
動物園や水族
館に行く

博物館や美術
館に行く

音楽会やコン
サートに行く

映画や演劇を
みに行く

新聞やニュー
スの内容につ
いて話す

所得段階Ⅰ
（N=314）

           86.3            78.3            78.0            90.4            54.1            45.2            87.9            53.8

所得段階Ⅱ
（N=201）

           84.6            78.1            77.1            89.1            44.3            37.8            86.6            51.2

所得段階Ⅲ
（N=81）

           84.0            67.9            64.2            84.0            38.3            35.8            85.2            46.9

パソコンやイ
ンターネットで
調べものをす
る

学校の行事に
家族が来る

地域の行事に
参加する

泊まりで家族
旅行に行く

おじいさん・お
ばあさんや親
せきの家に遊
びに行く

どれもしたこと
がない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           80.6            87.6            64.6            92.0            92.0               0.0              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           76.1            90.5            66.2            86.1            89.1              0.5              1.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           76.5            91.4            65.4            76.5            82.7               0.0               0.0

所
得
段
階

所
得
段
階

小さいころに
本や絵本を読
んでもらう

手づくりのお
やつをつくる

図書館に行く
動物園や水族
館に行く

博物館や美術
館に行く

音楽会やコン
サートに行く

映画や演劇を
みに行く

新聞やニュー
スの内容につ
いて話す

自尊感情：高
（N=326）

           87.7            80.1            78.8            91.7            53.1            42.6            89.3            56.7

自尊感情：中
（N=213）

           83.6            75.1            75.1            86.9            48.8            46.0            87.3            49.8

自尊感情：低
（N=113）

           77.9            70.8            74.3            86.7            46.0            36.3            85.8            40.7

パソコンやイ
ンターネットで
調べものをす
る

学校の行事に
家族が来る

地域の行事に
参加する

泊まりで家族
旅行に行く

おじいさん・お
ばあさんや親
せきの家に遊
びに行く

どれもしたこと
がない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           80.1            89.6            68.7            89.0            92.3               0.0              1.2

自尊感情：中
（N=213）

           79.3            90.1            67.1            90.1            88.3              0.9              1.4

自尊感情：低
（N=113）

           77.0            87.6            55.8            85.0            87.6               0.0              0.9

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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５．自分自身に対する思いについて 

Q30 あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。（０～10 のうち、ひとつだけ○） 

最近の生活の満足度については、「十分満足している 10」が 37.7％と最も高く、次いで「９」

が 19.0％、「８」が 15.9％となっています。 

 

  

0.6 

0.9 

0.4 

1.9 

1.9 

5.9 

5.9 

6.5 

15.9 

19.0 

37.7 

3.1 

0% 10% 20% 30% 40%

まったく満足していない ０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

十分満足している 10

不明・無回答

全体（N=673）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「十分満足している 10」が 35.4％、所得段階Ⅱでは

「十分満足している 10」が 44.3％、所得段階Ⅲでは「十分満足している 10」が 27.2％となっ

ています。 

 
※満足度平均は、選択肢の得点と回答件数を掛け合わせ、すべて足し合わせた合計値を回答者数で割ること

で算出しています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「十分満足している 10」が 56.4％、自尊感情：中で

は「十分満足している 10」が 27.2％、自尊感情：低では「５」が 16.8％となっています。 

 
※満足度平均は、選択肢の得点と回答件数を掛け合わせ、すべて足し合わせた合計値を回答者数で割ること

で算出しています。 

 

  

まったく満足し
ていない　０

１ ２ ３ ４ ５

所得段階Ⅰ
（N=314）

              0.0              1.3              0.3              1.9              1.3              7.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.0              0.5              0.5              2.0              1.5              4.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0              1.2              1.2              1.2              4.9              8.6

６ ７ ８ ９
十分満足して
いる　10

不明・無回答
満足度平均
（点）

所得段階Ⅰ
（N=314）

             5.7              6.7            16.2            21.3            35.4              2.9              8.3

所得段階Ⅱ
（N=201）

             5.0              6.5            16.9            13.9            44.3              3.5              8.4

所得段階Ⅲ
（N=81）

             8.6              6.2            14.8            23.5            27.2              2.5              7.9

所
得
段
階

所
得
段
階

まったく満足し
ていない　０

１ ２ ３ ４ ５

自尊感情：高
（N=326）

              0.0              0.9              0.3               0.0              0.6              2.1

自尊感情：中
（N=213）

             0.5               0.0               0.0              1.9              0.9              6.6

自尊感情：低
（N=113）

             2.7              2.7              1.8              8.0              8.0            16.8

６ ７ ８ ９
十分満足して
いる　10

不明・無回答
満足度平均
（点）

自尊感情：高
（N=326）

             4.3              3.7            12.6            18.7            56.4              0.3              9.0

自尊感情：中
（N=213）

             5.6              8.9            23.0            25.4            27.2               0.0              8.2

自尊感情：低
（N=113）

           12.4            11.5            15.0            10.6              8.8              1.8              6.2

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q31 あなたの自分自身に対する思いや気持ちについて、もっとも近いものを教えてください。 

（それぞれひとつだけ○） 

① 自分には、よいところがある 

自分には、よいところがあるについてみると、「そう思う」が 49.2％と最も高く、次いで「どち

らかといえばそう思う」が 34.5％、「どちらかといえばそう思わない」が 8.8％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 50.0％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

47.8％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 49.4％となっています。 

 

  

49.2 34.5 8.8 4.9 2.7 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           50.0            35.0              7.6              4.5              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           47.8            34.3              8.5              7.0              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           49.4            34.6            12.3              2.5              1.2

所
得
段
階
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② 将来の夢や目標を持っている 

将来の夢や目標を持っているについてみると、「そう思う」が 47.8％と最も高く、次いで「どち

らかといえばそう思う」が25.3％、「どちらかといえばそう思わない」が15.3％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 50.6％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

48.8％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 38.3％となっています。 

 

  

47.8 25.3 15.3 8.9 2.7 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           50.6            24.2            14.3              8.0              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           48.8            23.9            16.4              8.5              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           38.3            32.1            14.8            13.6              1.2

所
得
段
階
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③ がんばれば、いいことがある 

がんばれば、いいことがあるについてみると、「そう思う」が 60.2％と最も高く、次いで「どち

らかといえばそう思う」が 27.2％、「どちらかといえばそう思わない」が 6.8％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 59.6％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

62.7％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 58.0％となっています。 

 

  

60.2 27.2 6.8 3.0 2.8 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           59.6            29.6              5.7              1.9              3.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           62.7            23.9              6.0              5.0              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           58.0            25.9            13.6              1.2              1.2

所
得
段
階
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④ 自分は家族に大事にされている 

自分は家族に大事にされているについてみると、「そう思う」が 76.7％と最も高く、次いで「ど

ちらかといえばそう思う」が 18.6％、「どちらかといえばそう思わない」が 1.6％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 75.5％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

79.6％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 81.5％となっています。 

 

  

76.7 18.6 1.6 

0.4 

2.7 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           75.5            19.7              1.3              0.6              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           79.6            15.4              2.0              0.5              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           81.5            17.3               0.0               0.0              1.2

所
得
段
階
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⑤ とても仲がよい友だちがいる 

とても仲がよい友だちがいるについてみると、「そう思う」が 81.9％と最も高く、次いで「どち

らかといえばそう思う」が 11.6％、「そう思わない」が 2.1％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 82.2％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

83.1％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 77.8％となっています。 

 

  

81.9 11.6 

1.8 

2.1 2.7 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           82.2            11.8              1.9              1.3              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           83.1            10.0              2.0              2.5              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           77.8            16.0              2.5              2.5              1.2

所
得
段
階
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⑥ 自分のことが好きだ 

自分のことが好きだについてみると、「そう思う」が 45.6％と最も高く、次いで「どちらかとい

えばそう思う」が 30.8％、「どちらかといえばそう思わない」が 13.1％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「そう思う」が 48.1％、所得段階Ⅱでは「そう思う」が

45.3％、所得段階Ⅲでは「そう思う」が 39.5％となっています。 

 

 

 

  

45.6 30.8 13.1 7.6 3.0 

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

全体

（N=673）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えばそう思う

どちらかとい
えばそう思わ
ない

そう思わない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           48.1            31.2            10.2              7.3              3.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           45.3            27.9            13.9            10.4              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           39.5            35.8            17.3              6.2              1.2

所
得
段
階
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Q32 あなたは、将来、どの段階まで進学したいですか。（ひとつだけ○） 

将来、どの段階まで進学したいかについては、「大学またはそれ以上」が 42.9％と最も高く、次

いで「まだわからない」が 36.0％、「高校（高等部）」が 9.7％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「大学またはそれ以上」が 49.4％、所得段階Ⅱでは「大

学またはそれ以上」が 39.8％、所得段階Ⅲでは「まだわからない」が 44.4％となっています。 

 

 

学業態度 

学業態度別にみると、学業態度：高では「大学またはそれ以上」が 53.1％、学業態度：中では

「大学またはそれ以上」が 42.5％、学業態度：低では「まだわからない」が 45.8％となっていま

す。 

 

  

0.7 

9.7 5.9 

0.4 

1.9 42.9 36.0 2.4 

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

全体

（N=673）

中学（中学部） 高校（高等部） 専門学校

高専 短大 大学またはそれ以上

まだわからない 不明・無回答

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

まだわからな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.6              7.0              5.1              0.6              1.6            49.4            32.8              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

             0.5            10.0              6.5              0.5              3.5            39.8            37.8              1.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             2.5            17.3              7.4               0.0              1.2            25.9            44.4              1.2

所
得
段
階

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

まだわからな
い

不明・無回答

学業態度：高
（N=241）

             0.4              4.6              7.1              0.8              3.7            53.1            27.8              2.5

学業態度：中
（N=252）

             0.8            12.3              4.8               0.0              0.8            42.5            38.1              0.8

学業態度：低
（N=155）

             1.3            12.9              6.5              0.6              1.3            30.3            45.8              1.3

学
業
態
度
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保護者の進学希望（どこまで進学してほしいか） 

保護者の進学希望別にみると、中学・高校まででは「まだわからない」が 41.9％、専門学校ま

ででは「まだわからない」が 38.5％、高専・短大まででは「高校（高等部）」「まだわからない」

がそれぞれ 25.0％、「大学以上」では「大学またはそれ以上」が 56.2％となっています。 

 

 

保護者の進学見込み（現実的に、どこまで進学できそうか） 

保護者の進学見込み別にみると、中学・高校まででは「まだわからない」が 45.3％、専門学校

まででは「まだわからない」が 56.4％、高専・短大まででは「まだわからない」が 56.3％、「大

学以上」では「大学またはそれ以上」が 52.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

まだわからな
い

不明・無回答

中学・高校まで
（N=86）

             1.2            32.6              4.7               0.0               0.0            15.1            41.9              4.7

専門学校まで
（N=39）

              0.0            15.4            23.1               0.0               0.0            23.1            38.5               0.0

高専・短大まで
（N=16）

              0.0            25.0            18.8               0.0            18.8            12.5            25.0               0.0

大学以上
（N=406）

             0.2              4.4              3.7              0.5              1.7            56.2            31.5              1.7

保
護
者
の
進
学
希
望

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

まだわからな
い

不明・無回答

中学・高校まで
（N=90）

             1.2            36.0              8.1               0.0              1.2            10.5            45.3              2.3

専門学校まで
（N=49）

              0.0              7.7            38.5               0.0               0.0            23.1            56.4               0.0

高専・短大まで
（N=19）

              0.0              6.3            18.8              6.3            12.5            18.8            56.3               0.0

大学以上
（N=323）

             0.2              2.2              2.2               0.0              1.2            52.0            20.4              1.2

保
護
者
の
進
学
見
込
み
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Q32 で「中学（中学部）」～「大学またはそれ以上」と答えた人にお聞きします。 

Q33 その理由を教えてください。（あてはまるすべてに○） 

その理由については、「希望する学校や職業があるから」が 57.1％と最も高く、次いで「親がそ

う言っているから」が 19.5％、「自分の成績から考えて」が 19.0％となっています。 

 

  

57.1 

19.0 

12.3 

19.5 

7.5 

3.9 

3.6 

6.7 

3.9 

5.8 

8.4 

15.2 

1.0 

0% 20% 40% 60%

希望する学校や職業があるから

自分の成績から考えて

勉強することが好きだから

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

先生がそう言っているから

親せきがそうしているから

まわりの先輩や友だちがそうしているから

家にお金がないと思うから

早く働く必要があるから

その他

とくに理由はない

不明・無回答

全体（N=415）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「希望する学校や職業があるから」が 58.4％、所得段階

Ⅱでは「希望する学校や職業があるから」が 59.0％、所得段階Ⅲでは「希望する学校や職業があ

るから」が 47.7％となっています。 

 

  

希望する学校
や職業がある
から

自分の成績か
ら考えて

勉強すること
が好きだから

親がそう言っ
ているから

兄・姉がそうし
ているから

先生がそう
言っているか
ら

親せきがそう
しているから

所得段階Ⅰ
（N=202）

           58.4            19.3            12.4            18.8              8.9              3.5              5.0

所得段階Ⅱ
（N=122）

           59.0            15.6            12.3            16.4              6.6              2.5              1.6

所得段階Ⅲ
（N=44）

           47.7            13.6              9.1            27.3              4.5              6.8              2.3

まわりの先輩
や友だちがそ
うしているから

家にお金がな
いと思うから

早く働く必要
があるから

その他
とくに理由は
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=202）

             6.9              1.0              3.5              9.4            15.8              0.5

所得段階Ⅱ
（N=122）

             6.6              4.9              7.4              6.6            10.7              2.5

所得段階Ⅲ
（N=44）

             9.1            13.6            11.4              4.5            22.7               0.0

所
得
段
階

所
得
段
階
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Q34 あなたは、これまでに次のようなことがありましたか。（それぞれひとつだけ○） 

学校に行きたくないと思ったことについては、「たまにあった」が 34.8％と最も高く、次いで

「なかった」が 28.1％、「ときどきあった」が 17.8％となっています。 

夜遅くまで子どもだけで過ごしたことについては、「なかった」が 74.4％と最も高く、次いで

「たまにあった」が 9.2％、「わからない」が 7.7％となっています。 

 

Q35 この１年間で、病気やけがをしていないけれども学校を休んだ経験がありましたか。あっ

た場合は、どれくらい休んだかを教えてください。（ひとつだけ○） 

この１年間で、病気やけがをしていないけれども学校を休んだ経験については、「休んだことは

ない」が 58.5％と最も高く、次いで「半年から１年の間で１～２回程度」が 27.0％、「２か月に

１回程度」が 4.3％となっています。 

 

  

13.1 

0.9 

17.8 

4.6 

34.8 

9.2 

28.1 

74.4 

4.0 

7.7 

2.2 

3.1 

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

①学校に行きたくないと思った

②夜遅くまで子どもだけで過ごした

全体（N=673）

よくあった ときどきあった たまにあった なかった

わからない 不明・無回答

58.5 

27.0 

4.3 

2.5 

1.8 

0.6 

1.2 

1.5 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80%

休んだことはない

半年から１年の間で１～２回程度

２か月に１回程度

１か月に１～２回程度

１か月に４～５回程度

週に３～４回程度

その他

ほとんど学校に行っていない

不明・無回答

全体（N=673）
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Q36 あなたが困っていることや悩んでいること、だれかに相談したいと思っていることがあれ

ば、教えてください。（あてはまるすべてに○） 

困っていることや悩んでいること、だれかに相談したいと思っていることについては、「とくに

ない」が 61.1％と最も高く、次いで「自分のこと（見た目・性格など）」が 12.2％、「学校の勉強

のこと」が 11.9％となっています。 

 

  

3.7 

3.1 

8.3 

11.9 

9.2 

5.1 

6.2 

11.0 

12.2 

6.2 

1.2 

61.1 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80%

家族のこと

家での生活のこと

学校生活のこと

学校の勉強のこと

進学・進路のこと

塾や習い事のこと

クラブ・部活動のこと

友人関係のこと

自分のこと（見た目・性格など）

好きな人のこと

その他

とくにない

不明・無回答

全体（N=673）
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Q37 あなたに困っていることや悩み事があるとき、あなたが相談できると思う人はだれですか。 

（あてはまるすべてに○） 

困っていることや悩み事があるとき、相談できると思う人については、「親」が 79.2％と最も高

く、次いで「学校の友だち(同級生・先輩・後輩)」が64.8％、「学校の先生」が35.1％となってい

ます。 

 

  

79.2 

29.1 

25.1 

35.1 

64.8 

17.8 

5.1 

8.2 

3.4 

1.9 

1.3 

0.7 

4.5 

2.7 

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

親

きょうだい・しまい

おじいさん・おばあさんや親せき

学校の先生

学校の友だち(同級生・先輩・後輩)

学校外の友だち

（近所の友だち・クラブや塾の友だちなど）

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人

(塾・習い事の先生、学童保育の先生、地域の人など)

インターネット上のだれか

電話・メールの相談窓口

その他

だれにも相談できない

相談したくない

不明・無回答

全体（N=673）
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６．子どもの居場所について 

Q38 あなたは、次の①～⑥のような場所を利用したことがありますか。また、利用したことが

ない場合、今後利用したいと思いますか。（それぞれひとつだけ○） 

① （自分や友だちの家以外で）平日の夜や休日を過ごすことができる場所 

（自分や友だちの家以外で）平日の夜や休日を過ごすことができる場所については、「  利用し

たことはない】今後も利用したいと思わない」が 39.4％と最も高く、次いで「  利用したことはな

い】今後利用したいかどうかわからない」が 27.2％、「利用したことがある」が 25.4％となって

います。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」

が 36.0％、所得段階Ⅱでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 43.8％、

所得段階Ⅲでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 43.2％となっています。 

 

  

25.4 6.1 39.4 27.2 1.9 

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

全体

（N=673）

利用したことがある

【利用したことはない】あれば利用したいと思う

【利用したことはない】今後も利用したいと思わない

【利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない

不明・無回答

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           31.2              6.1            36.0            25.5              1.3

所得段階Ⅱ
（N=201）

           17.9              6.5            43.8            29.4              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           23.5              4.9            43.2            27.2              1.2

所
得
段
階
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」

が44.2％、自尊感情：中では「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が39.0％、

自尊感情：低では「  利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない」が 32.7％となっ

ています。 

 

 

 

② （自分や友だちの家以外で）夕ごはんを無料か安く食べることができる場所 

（自分や友だちの家以外で）夕ごはんを無料か安く食べることができる場所については、「  利

用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 31.6％と最も高く、次いで「  利用したこと

はない】今後利用したいかどうかわからない」が 29.4％、「  利用したことはない】あれば利用し

たいと思う」が 27.2％となっています。 

 

  

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           24.8              5.2            44.2            24.8              0.9

自尊感情：中
（N=213）

           26.8              6.1            39.0            27.7              0.5

自尊感情：低
（N=113）

           27.4              8.8            30.1            32.7              0.9

自
尊
感
情

8.8 27.2 31.6 29.4 3.0 

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

全体

（N=673）

利用したことがある

【利用したことはない】あれば利用したいと思う

【利用したことはない】今後も利用したいと思わない

【利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない

不明・無回答
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」

が 32.8％、所得段階Ⅱでは「  利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない」が

32.8％、所得段階Ⅲでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 28.4％となっ

ています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」

が 36.5％、自尊感情：中では「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」が 31.5％、自

尊感情：低では「  利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない」が 40.7％となって

います。 

 

 

  

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             8.0            28.7            32.8            28.0              2.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

             8.0            23.4            32.3            32.8              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           14.8            27.2            28.4            27.2              2.5

所
得
段
階

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           11.0            24.8            36.5            25.8              1.8

自尊感情：中
（N=213）

             7.5            31.5            29.6            30.0              1.4

自尊感情：低
（N=113）

             6.2            26.5            23.9            40.7              2.7

自
尊
感
情
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③ 勉強を無料でみてくれる場所 

勉強を無料でみてくれる場所については、「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」

が33.6％と最も高く、次いで「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が30.8％、

「  利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない」が 27.8％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」が

35.4％、所得段階Ⅱでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 33.3％、所得

段階Ⅲでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 32.1％となっています。 

 

  

5.3 33.6 30.8 27.8 2.5 

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

全体

（N=673）

利用したことがある

【利用したことはない】あれば利用したいと思う

【利用したことはない】今後も利用したいと思わない

【利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない

不明・無回答

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             4.5            35.4            30.9            27.7              1.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

             3.5            30.3            33.3            28.9              4.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           14.8            24.7            32.1            28.4               0.0

所
得
段
階
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」

が 33.7％、自尊感情：中では「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」が 37.1％、自

尊感情：低では「  利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない」が 33.6％となって

います。 

 

 

 

④ 家で勉強ができないとき、勉強ができる場所 

家で勉強ができないとき、勉強ができる場所については、「  利用したことはない】あれば利用

したいと思う」が 34.3％と最も高く、次いで「  利用したことはない】今後も利用したいと思わな

い」が 26.0％、「  利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない」が 25.1％となって

います。 

 

  

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             6.4            33.4            33.7            23.9              2.5

自尊感情：中
（N=213）

             3.8            37.1            27.7            31.0              0.5

自尊感情：低
（N=113）

             6.2            29.2            30.1            33.6              0.9

自
尊
感
情

12.2 34.3 26.0 25.1 2.4 

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

全体

（N=673）

利用したことがある

【利用したことはない】あれば利用したいと思う

【利用したことはない】今後も利用したいと思わない

【利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない

不明・無回答
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」が

36.6％、所得段階Ⅱでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 31.3％、所得

段階Ⅲでは「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」が 32.1％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」が

34.4％、自尊感情：中では「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」が 38.5％、自尊感

情：低では「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」が 30.1％となっています。 

 

  

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           15.3            36.6            22.3            24.2              1.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

           10.0            28.9            31.3            26.4              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           11.1            32.1            29.6            25.9              1.2

所
得
段
階

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           12.9            34.4            27.6            23.3              1.8

自尊感情：中
（N=213）

             8.9            38.5            24.4            27.7              0.5

自尊感情：低
（N=113）

           18.6            30.1            23.9            26.5              0.9

自
尊
感
情
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⑤ （家や学校以外で）何でも相談できる場所 

（家や学校以外で）何でも相談できる場所については、「  利用したことはない】今後も利用し

たいと思わない」が 41.6％と最も高く、次いで「  利用したことはない】今後利用したいかどうか

わからない」が 36.6％、「  利用したことはない】あれば利用したいと思う」が 17.1％となってい

ます。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」

が 41.1％、所得段階Ⅱでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 43.8％、

所得段階Ⅲでは「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 39.5％となっています。 

 

  

1.8 17.1 41.6 36.6 3.0 

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

全体

（N=673）

利用したことがある

【利用したことはない】あれば利用したいと思う

【利用したことはない】今後も利用したいと思わない

【利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない

不明・無回答

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.9            15.6            41.1            39.5              1.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.5            18.4            43.8            32.8              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             2.5            18.5            39.5            35.8              3.7

所
得
段
階
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」

が 46.6％、自尊感情：中では「  利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない」が

43.7％、自尊感情：低では「  利用したことはない】今後も利用したいと思わない」が 41.6％とな

っています。 

 

 

 

⑥ 市内の公園 

市内の公園については、「利用したことがある」が 68.2％と最も高く、次いで「  利用したこと

はない】今後も利用したいと思わない」が 12.6％、「  利用したことはない】今後利用したいかど

うかわからない」が 10.7％となっています。 

 

  

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

             1.8            17.8            46.6            31.3              2.5

自尊感情：中
（N=213）

             0.9            18.3            36.2            43.7              0.9

自尊感情：低
（N=113）

             3.5            15.0            41.6            38.1              1.8

自
尊
感
情

68.2 6.4 12.6 10.7 2.1 

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

全体

（N=673）

利用したことがある

【利用したことはない】あれば利用したいと思う

【利用したことはない】今後も利用したいと思わない

【利用したことはない】今後利用したいかどうかわからない

不明・無回答
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「利用したことがある」が 73.6％、所得段階Ⅱでは「利

用したことがある」が 65.2％、所得段階Ⅲでは「利用したことがある」が 60.5％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「利用したことがある」が 71.5％、自尊感情：中では

「利用したことがある」が 65.3％、自尊感情：低では「利用したことがある」が 67.3％となって

います。 

  

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           73.6              4.8            11.1              9.2              1.3

所得段階Ⅱ
（N=201）

           65.2              8.5            11.9            11.4              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           60.5              8.6            16.0            13.6              1.2

所
得
段
階

利用したこと
がある

【利用したこと
はない】あれ
ば利用したい
と思う

【利用したこと
はない】今後
も利用したい
と思わない

【利用したこと
はない】今後
利用したいか
どうかわから
ない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=326）

           71.5              6.4            12.6              8.0              1.5

自尊感情：中
（N=213）

           65.3              7.0            13.6            13.6              0.5

自尊感情：低
（N=113）

           67.3              6.2            11.5            14.2              0.9

自
尊
感
情
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Q38 のひとつでも「利用したことがある」と答えた人にお聞きします。 

Q39 そこを利用したことで、どのような変化がありましたか。（あてはまるすべてに○） 

そこを利用したことでの変化については、「友だちが増えた」が 37.5％と最も高く、次いで「と

くに変化はない」が 36.5％、「生活の中で楽しみなことが増えた」が 28.7％となっています。 

 

  

37.5 

14.8 

28.7 

20.7 

4.7 

10.9 

14.1 

2.0 

36.5 

5.7 

0% 10% 20% 30% 40%

友だちが増えた

気軽に話せる大人が増えた

生活の中で楽しみなことが増えた

ほっとできる時間や場所が増えた

栄養のある食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

とくに変化はない

不明・無回答

全体（N=512）
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Q38 の⑥【市内の公園】で「利用したことがある」と答えた人にお聞きします。 

Q40 公園を利用するにあたり、日ごろ不満に感じることなどはありますか。 

（あてはまるすべてに○） 

公園を利用するにあたり、日ごろ不満に感じることについては、「トイレがない、またはきれい

でない」が 54.2％と最も高く、次いで「遊べる遊具が少ない」が 46.8％、「日陰がない」が

29.2％となっています。 

 

  

17.4 

46.8 

25.9 

54.2 

27.5 

7.6 

29.2 

7.6 

13.7 

8.5 

0% 20% 40% 60%

遊具が古くなっていてあぶない

遊べる遊具が少ない

ゴミなどが散らばっている

トイレがない、またはきれいでない

ボールを使った遊びができない

必要以上に注意され、自由に遊べない

日陰がない

ベンチなど休憩できる場所がない

その他

不明・無回答

全体（N=459）
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Q41 橿原市にどのような施設があったら、放課後の過ごし方がよりよくなると思いますか。 

（あてはまるすべてに○） 

橿原市にどのような施設があったら、放課後の過ごし方がよりよくなると思うかについては、

「雨の日など、外で遊ぶことがむずかしいときでも遊べる屋根付きの施設」が 59.7％と最も高く、

次いで「必要なルールを守れば、大人に指示されずに自分の好きなことをして自由に過ごせる施

設」が 53.3％、「思い切り体を動かして遊ぶことができる体育館のような施設」が 52.3％となっ

ています。 

 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

屋内型大型アスレチック施設（トランポリンなども含む） 

お年よりと交流できるしせつ 

きれいな自習室ができてほしい。 

子どもたちで集まり、勉強できる施設 

支援のいる子もきがるにあそびに行ける場所 

芝生がある広場、ブランコがほしい。 

自由に使える無料の体育館 

室内プール 

 

 

 

  

52.3 

59.7 

47.1 

53.3 

7.9 

10.4 

0% 20% 40% 60% 80%

思い切り体を動かして遊ぶことができる

体育館のような施設

雨の日など、外で遊ぶことがむずかしいときでも

遊べる屋根付きの施設

子どもや友だちがたくさん集まり、いつでもだれかと

いっしょに遊べる施設

必要なルールを守れば、大人に指示されずに

自分の好きなことをして自由に過ごせる施設

その他

不明・無回答

全体（N=673）
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Ⅳ 子どもの生活実態調査の結果（保護者） 

１．お子さんや調査にご回答いただく方のことについて 

Q１ あなたが、お住まいの小学校区はどちらですか。（ひとつだけ○） 

お住まいの小学校区については、「真菅北小学校」が 11.0％と最も高く、次いで「畝傍東小学校」

が 10.8％、「真菅小学校」が 9.7％となっています。 

 

 

Q２ お子さんとあなたとの関係は、次のどれにあたりますか。お子さんからみた続柄でお答えく

ださい。（ひとつだけ○） 

お子さんと回答者との関係については、「母親」が85.3％と最も高く、次いで「父親」が10.5％、

「祖父母」が 0.3％となっています。 

 

  

5.1 

5.2 

3.1 

7.0 

5.3 

6.7 

9.7 

6.4 

1.5 

0% 5% 10% 15%

畝傍南小学校

畝傍北小学校

鴨公小学校

晩成小学校

耳成小学校

今井小学校

真菅小学校

金橋小学校

香久山小学校

全体（N=673）

1.9 

9.5 

11.0 

10.8 

8.5 

4.3 

0.0

4.0 

0% 5% 10% 15%

新沢小学校

耳成南小学校

真菅北小学校

畝傍東小学校

耳成西小学校

白橿小学校

わからない

不明・無回答

85.3 10.5 0.3 

0.0 0.0 0.0 

3.9 

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

全体

（N=673）

母親 父親 祖父母

おじ・おばなどの親族 兄・姉 その他

不明・無回答
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Q３ お子さんと普段一緒にお住まいで、生計を共にしている方（世帯員）は、あなたやお子さん

を含めて何人ですか。人数をご記入ください。 

生計を共にしている方（世帯員）の人数については、「４人」が 43.4％と最も高く、次いで「５

人」が 22.4％、「３人」が 19.2％となっています。 

 

Q４ あなたの世帯に含まれる方全員の、お子さんから見た続柄について教えてください。 

（あてはまるすべてに○） 

世帯員については、「母親」が 91.5％と最も高く、次いで「父親」が 79.0％、「兄弟姉妹」が

68.6％となっています。 

 
  

3.9 19.2 43.4 22.4 7.1 4.0 

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

全体

（N=673）

２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上 不明・無回答

91.5 

79.0 

6.8 

0.6 

68.6 

0.4 

4.0 

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

母親

父親

祖父母

おじ・おばなどの親族

兄弟姉妹

その他

不明・無回答

全体（N=673）
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Q５ あなたの世帯は、「ひとり親世帯」に該当しますか。（ひとつだけ○） 

「ひとり親世帯」に該当するかについては、「該当しない」が 87.1％と最も高く、次いで「該当

する（離婚）」が 8.6％、「該当する（死別）」「該当する（未婚）」がそれぞれ 0.9％となっていま

す。 

 

 

Q５で「該当する（離婚）」または「該当する（未婚）」と答えた人にお聞きします。 

Q６ 相手方とお子さんの養育費の取り決めをしていますか。また養育費を現在受け取っています

か。（ひとつだけ○） 

養育費の取り決めをしているか、また養育費を現在受け取っているかについては、「養育費の取

り決めをしておらず、受け取っていない」が 46.9％と最も高く、次いで「取り決めをしており、

養育費を受け取っている」が 25.0％、「養育費の取り決めをしているが、受け取っていない」が

18.8％となっています。 

 

  

87.1 

0.9 

8.6 

0.9 0.7 

1.8 

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

全体

（N=673）

該当しない 該当する（死別） 該当する（離婚） 該当する（未婚）

該当する（別居） 不明・無回答

25.0 7.8 18.8 46.9 1.6 

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

全体

（N=64）

取り決めをしており、養育費を受け取っている

特に取り決めはしていないが、養育費を受け取っている

養育費の取り決めをしているが、受け取っていない

養育費の取り決めをしておらず、受け取っていない

不明・無回答
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参考：養育費の受け取りと所得段階・K6 判定 

養育費の受け取り状況と所得段階の関係をみると、受け取っている場合では所得段階Ⅲが

52.4％であるのに対し、受け取っていない場合は所得段階Ⅲが 61.9％となっています。 

また、養育費の受け取り状況とＫ６判定の関係をみると、受け取っている場合では問題なしが

52.4％で最も高くなっているのに対し、受け取っていない場合は要注意が 45.2％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所得段階Ⅰ 所得段階Ⅱ 所得段階Ⅲ

受け取っている
（N=21）

           19.0            23.8            52.4

受け取っていない
（N=42）

             7.1            19.0            61.9

養
育
費

問題なし 要観察 要注意

受け取っている
（N=21）

           52.4            14.3            28.6

受け取っていない
（N=42）

           28.6            26.2            45.2

養
育
費
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２．お子さんの親御さんについて 

Q７ お子さんの親の就労状況について、あてはまるものを回答してください。 

（それぞれひとつだけ○） 

■母親 

母親の就労状況については、「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」が 43.7％と最も高く、

次いで「正社員・正規職員・会社役員」が 25.7％、「働いていない（専業主婦／主夫を含む）」が

17.1％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」が 42.0％、

所得段階Ⅱでは「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」が 44.8％、所得段階Ⅲでは「パー

ト・アルバイト・日雇い・非常勤職員」が 45.7％となっています。 

 

  

25.7 3.9 43.7 6.4 17.1 3.3 

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

全体

（N=673）

正社員・正規職員・会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない（専業主婦／主夫を含む）

不明・無回答

正社員・正規
職員・会社役
員

嘱託・契約社
員・派遣職員

パート・アルバ
イト・日雇い・
非常勤職員

自営業(家族
従業者、内
職、自由業、
フリーランスを
含む)

働いていない
（専業主婦／
主夫を含む）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           34.1              2.5            42.0              5.7            12.7              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           17.4              4.0            44.8              8.0            22.4              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             8.6              8.6            45.7              9.9            23.5              3.7

所
得
段
階
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■父親 

父親の就労状況については、「正社員・正規職員・会社役員」が 75.2％と最も高く、次いで「自

営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)」が 9.7％、「パート・アルバイト・日雇

い・非常勤職員」が 0.7％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「正社員・正規職員・会社役員」が 87.6％、所得段階Ⅱ

では「正社員・正規職員・会社役員」が 78.1％、所得段階Ⅲでは「正社員・正規職員・会社役員」

が 25.9％となっています。 

 

  

75.2 

0.6 0.7 

9.7 

0.3 

13.5 

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

全体

（N=673）

正社員・正規職員・会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない（専業主婦／主夫を含む）

不明・無回答

正社員・正規
職員・会社役
員

嘱託・契約社
員・派遣職員

パート・アルバ
イト・日雇い・
非常勤職員

自営業(家族
従業者、内
職、自由業、
フリーランスを
含む)

働いていない
（専業主婦／
主夫を含む）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           87.6              0.6              0.3              6.1               0.0              5.4

所得段階Ⅱ
（N=201）

           78.1              0.5              0.5            10.9              1.0              9.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           25.9               0.0              3.7            18.5               0.0            51.9

所
得
段
階
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Q７で「働いていない」と答えた人にお聞きします。 

Q８ 働いていない主な理由を教えてください。（それぞれひとつだけ○） 

■母親 

母親の働いていない主な理由については、「家事や子育てを優先したいため」が 60.9％と最も高

く、次いで「働きたいが、希望する条件の仕事がないため」が 13.9％、「自分の病気や障がいのた

め」が 11.3％となっています。 

 

■父親 

父親の働いていない主な理由については、「自分の病気や障がいのため」が 100.0％（２件）と

なっています。 

 

 

  

13.9 60.9 4.3 11.3 

0.0 

7.0 2.6 

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

全体

（N=115）

働きたいが、希望する条件の仕事がないため

家事や子育てを優先したいため

家族の介護・介助のため

自分の病気や障がいのため

通学しているため

その他の理由

不明・無回答

件数 ％

働きたいが、希望する条件の仕事がないため 0         0.0       

家事や子育てを優先したいため 0         0.0       

家族の介護・介助のため 0         0.0       

自分の病気や障がいのため 2         100.0    

通学しているため 0         0.0       

その他の理由 0         0.0       

不明・無回答 0         0.0       

全体（N=2）
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Q７で「正社員・正規職員・会社役員」～「自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを

含む)」と答えた人にお聞きします。 

Q９ 残業も含めて、平日の日中以外の勤務が週に１回以上ありますか。また、土日・祝日の勤務

が月に１回以上ありますか。（それぞれあてはまるすべてに○） 

■母親 

母親の平日の日中以外の勤務や土日・祝日の勤務については、「平日の日中以外の勤務はない」

が 41.0％と最も高く、次いで「  月に１回以上】土曜出勤」が 35.8％、「  月に１回以上】日曜・

祝日出勤」が 21.5％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「平日の日中以外の勤務はない」が 42.3％、所得段階Ⅱ

では「平日の日中以外の勤務はない」が 40.3％、所得段階Ⅲでは「  月に１回以上】土曜出勤」が

37.3％となっています。 

 
  

5.0 

16.8 

4.5 

4.5 

35.8 

21.5 

41.0 

6.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

【週に１回以上】早朝（午前５～８時）

【週に１回以上】残業など（午後６～８時）

【週に１回以上】夜勤（午後８～10時）

【週に１回以上】深夜勤務（午後10～午前５時）

【月に１回以上】土曜出勤

【月に１回以上】日曜・祝日出勤

平日の日中以外の勤務はない

不明・無回答

全体（N=536）

【週に１回以
上】早朝（午
前５～８時）

【週に１回以
上】残業など
（午後６～８
時）

【週に１回以
上】夜勤（午
後８～10時）

【週に１回以
上】深夜勤
務（午後10
～午前５時）

【月に１回以
上】土曜出
勤

【月に１回以
上】日曜・祝
日出勤

平日の日中
以外の勤務
はない

不明・無回
答

所得段階Ⅰ
（N=265）

           4.9           18.9            5.3            5.3           34.7           20.4           42.3            3.8

所得段階Ⅱ
（N=149）

           5.4           14.8            3.4            3.4           39.6           22.1           40.3           10.1

所得段階Ⅲ
（N=59）

           5.1           16.9            5.1            6.8           37.3           30.5           33.9            6.8

所
得
段
階
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■父親 

父親の平日の日中以外の勤務や土日・祝日の勤務については、「  月に１回以上】土曜出勤」が

39.5％と最も高く、次いで「  週に１回以上】残業など（午後６～８時）」が 38.8％、「  月に１回

以上】日曜・祝日出勤」が 29.1％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「  週に１回以上】残業など（午後６～８時）」が 44.8％、

所得段階Ⅱでは「  月に１回以上】土曜出勤」が 47.5％、所得段階Ⅲでは「  月に１回以上】土曜

出勤」「  月に１回以上】日曜・祝日出勤」がそれぞれ 33.3％となっています。 

 
  

12.4 

38.8 

16.6 

11.4 

39.5 

29.1 

16.2 

12.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

【週に１回以上】早朝（午前５～８時）

【週に１回以上】残業など（午後６～８時）

【週に１回以上】夜勤（午後８～10時）

【週に１回以上】深夜勤務（午後10～午前５時）

【月に１回以上】土曜出勤

【月に１回以上】日曜・祝日出勤

平日の日中以外の勤務はない

不明・無回答

全体（N=580）

【週に１回以
上】早朝（午
前５～８時）

【週に１回以
上】残業など
（午後６～８
時）

【週に１回以
上】夜勤（午
後８～10時）

【週に１回以
上】深夜勤
務（午後10
～午前５時）

【月に１回以
上】土曜出
勤

【月に１回以
上】日曜・祝
日出勤

平日の日中
以外の勤務
はない

不明・無回
答

所得段階Ⅰ
（N=297）

          10.1           44.8           18.5           13.5           34.7           25.6           17.5           10.4

所得段階Ⅱ
（N=181）

          15.5           35.4           16.0           12.2           47.5           35.9           11.6           13.8

所得段階Ⅲ
（N=39）

          20.5           20.5            7.7            2.6           33.3           33.3           23.1           20.5

所
得
段
階
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Q10 お子さんの母親と父親が最後に卒業した学校をお答えください。（それぞれひとつだけ○） 

■母親 

母親が最後に卒業した学校については、「大学またはそれ以上」が 31.4％と最も高く、次いで

「短大まで」が 25.9％、「専門学校まで」が 19.3％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「大学またはそれ以上」が 40.4％、所得段階Ⅱでは「短

大まで」が 29.4％、所得段階Ⅲでは「高校（高等部）まで」が 35.8％となっています。 

 

  

1.6 17.8 19.3 0.4 25.9 31.4 3.6 

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

全体

（N=673）

中学（中学部）まで 高校（高等部）まで 専門学校まで

高専まで 短大まで 大学またはそれ以上

不明・無回答

中学（中学
部）まで

高校（高等
部）まで

専門学校まで 高専まで 短大まで
大学またはそ
れ以上

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.3            13.1            16.9              0.3            25.2            40.4              3.8

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.5            20.9            21.9              1.0            29.4            22.4              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             7.4            35.8            22.2               0.0            19.8            12.3              2.5

所
得
段
階
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■父親 

父親が最後に卒業した学校については、「大学またはそれ以上」が 47.8％と最も高く、次いで

「高校（高等部）まで」が 20.4％、「専門学校まで」が 13.4％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「大学またはそれ以上」が 62.1％、所得段階Ⅱでは「大

学またはそれ以上」が 37.8％、所得段階Ⅲでは「大学またはそれ以上」が 16.0％となっています。 

 

  

3.1 20.4 13.4 

0.9 0.6 

47.8 13.8 

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

全体

（N=673）

中学（中学部）まで 高校（高等部）まで 専門学校まで

高専まで 短大まで 大学またはそれ以上

不明・無回答

中学（中学
部）まで

高校（高等
部）まで

専門学校まで 高専まで 短大まで
大学またはそ
れ以上

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.6            17.5            10.2              0.6              1.3            62.1              6.7

所得段階Ⅱ
（N=201）

             2.5            31.8            18.4              1.0               0.0            37.8              8.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           13.6              7.4              9.9              2.5               0.0            16.0            50.6

所
得
段
階



136 

参考：保護者の最終学歴と自尊感情・教育姿勢 

保護者の最終学歴と自尊感情・教育姿勢の関係をみると、母親では、最終学歴が高くなるにつ

れて自尊感情：高も高くなる傾向がみられます。また、父親では、中学・高校卒と大学卒以上で

自尊感情：高について 20 ポイント以上の差が生じています。 

また、保護者の最終学歴と保護者の教育姿勢の関係をみると、母親では、最終学歴が高くなる

につれて教育姿勢：高も高くなる傾向がみられます。また、父親では、中学・高校卒と大学卒以

上で教育姿勢情：高について 40 ポイント近くの差が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

自尊感情：高 自尊感情：中 自尊感情：低

中学・高校卒（N=131）                      46.6                      25.2                      26.7

専門学校卒（N=130）                      41.5                      39.2                      14.6

高専・短大卒（N=177）                      46.3                      37.9                      11.3

大学卒以上（N=211）                      55.0                      26.1                      16.6

中学・高校卒（N=158）                      56.5                      37.4                      22.9

専門学校卒（N=90）                      31.5                      26.9                        9.2

高専・短大卒（N=10）                        2.3                        2.3                        1.1

大学卒以上（N=322）                      78.2                      45.5                      22.7

自尊感情

母親の
学歴

父親の
学歴

教育姿勢：高 教育姿勢：中 教育姿勢：低

中学・高校卒（N=131）                      20.6                      40.5                      33.6

専門学校卒（N=130）                      30.8                      33.8                      33.1

高専・短大卒（N=177）                      40.7                      34.5                      19.2

大学卒以上（N=211）                      42.2                      33.2                      18.0

中学・高校卒（N=158）                      27.5                      48.9                      40.5

専門学校卒（N=90）                      25.4                      20.8                      20.8

高専・短大卒（N=10）                        2.3                        1.1                        2.3

大学卒以上（N=322）                      64.5                      51.2                      28.0

教育姿勢

母親の
学歴

父親の
学歴
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３．お子さんのことについて 

Q11 調査対象のお子さんが０～２歳の間に利用していた教育・保育施設等で最も主なもの（期

間の長かったもの）をお答えください。（ひとつだけ○） 

０～２歳の間に利用していた教育・保育施設等については、「親・親族」が 52.0％と最も高く、

次いで「私立保育園・私立認定こども園」が 26.3％、「市立保育所」が 10.4％となっています。 

 

 

Q12 調査対象のお子さんが３～５歳の間に利用していた教育・保育施設等で最も主なもの（期

間の長かったもの）をお答えください。（ひとつだけ○） 

３～５歳の間に利用していた教育・保育施設等については、「私立保育園・私立認定こども園」

が 34.2％と最も高く、次いで「市立幼稚園」が 25.0％、「私立幼稚園」が 16.8％となっています。 

 

  

26.3 10.4 3.1 

1.0 

52.0 7.1 

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

全体

（N=673）

私立保育園・私立認定こども園 市立保育所

その他の教育・保育等の施設 親・親族以外の個人

親・親族 不明・無回答

34.2 13.1 16.8 25.0 

1.5 0.1 

4.5 4.9 

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

全体

（N=673）

私立保育園・私立認定こども園 市立保育所

私立幼稚園 市立幼稚園

その他の教育・保育等の施設 親・親族以外の個人

親・親族 不明・無回答
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Q13 あなたとお子さんの関わり方について、次のようなことにどれくらいあてはまりますか。 

（それぞれひとつだけ○） 

① テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴時間等のルールを決めている 

テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴時間等のルールを決めているについては、「どちらか

といえば、あてはまる」が 38.3％と最も高く、次いで「あてはまる」が 26.9％、「どちらかとい

えば、あてはまらない」が 15.6％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「どちらかといえば、あてはまる」が 39.5％、所得段階

Ⅱでは「どちらかといえば、あてはまる」が 38.8％、所得段階Ⅲでは「どちらかといえば、あて

はまる」が 43.2％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「どちらかといえば、あてはまる」

が 38.7％、該当するでは「どちらかといえば、あてはまる」が 34.7％となっています。 

 

  

26.9 38.3 15.6 14.1 5.1 

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

全体

（N=673）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           29.3            39.5            14.6            12.4              4.1

所得段階Ⅱ
（N=201）

           27.4            38.8            17.9            12.9              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           17.3            43.2            12.3            23.5              3.7

所
得
段
階

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           28.3            38.7            15.4            13.1              4.4

該当する
（N=75）

           16.0            34.7            20.0            21.3              8.0

ひ
と
り
親

世
帯
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② お子さんに本や新聞を読むように勧めている 

お子さんに本や新聞を読むように勧めているについては、「どちらかといえば、あてはまる」が

36.3％と最も高く、次いで「あてはまる」が 22.4％、「どちらかといえば、あてはまらない」が

21.4％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「どちらかといえば、あてはまる」が 40.1％、所得段階

Ⅱでは「どちらかといえば、あてはまる」が 30.8％、所得段階Ⅲでは「どちらかといえば、あて

はまる」が 38.3％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「どちらかといえば、あてはまる」

が 36.0％、該当するでは「どちらかといえば、あてはまる」が 37.3％となっています。 

 

  

22.4 36.3 21.4 15.2 4.8 

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

全体

（N=673）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           29.0            40.1            16.6            10.8              3.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           19.4            30.8            28.4            18.4              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             7.4            38.3            23.5            27.2              3.7

所
得
段
階

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           23.9            36.0            21.3            14.7              4.1

該当する
（N=75）

           10.7            37.3            24.0            20.0              8.0

ひ
と
り
親

世
帯
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③ お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをしていた 

お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをしていたについては、「あてはまる」が 44.0％と最

も高く、次いで「どちらかといえば、あてはまる」が 32.7％、「どちらかといえば、あてはまらな

い」が 15.6％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「あてはまる」が 50.3％、所得段階Ⅱでは「あてはまる」

が 39.8％、所得段階Ⅲでは「あてはまる」が 37.0％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「あてはまる」が 43.5％、該当す

るでは「あてはまる」が 45.3％となっています。 

 

  

44.0 32.7 15.6 3.0 4.8 

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

全体

（N=673）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           50.3            28.7            15.6              1.9              3.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           39.8            39.3            12.9              4.5              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           37.0            35.8            19.8              3.7              3.7

所
得
段
階

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           43.5            33.8            15.2              3.2              4.3

該当する
（N=75）

           45.3            28.0            18.7              1.3              6.7

ひ
と
り
親

世
帯
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④ お子さんから、勉強や成績のことについて話をしてくれる 

お子さんから、勉強や成績のことについて話をしてくれるについては、「あてはまる」が 44.3％

と最も高く、次いで「どちらかといえば、あてはまる」が 32.1％、「どちらかといえば、あてはま

らない」が 14.1％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「あてはまる」が 44.9％、所得段階Ⅱでは「あてはまる」

が 44.8％、所得段階Ⅲでは「あてはまる」が 42.0％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「あてはまる」が 45.1％、該当す

るでは「あてはまる」が 38.7％となっています。 

 

  

44.3 32.1 14.1 4.8 4.8 

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

全体

（N=673）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           44.9            33.8            12.4              5.4              3.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           44.8            33.3            14.9              4.0              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           42.0            30.9            19.8              3.7              3.7

所
得
段
階

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           45.1            32.3            13.3              5.3              4.1

該当する
（N=75）

           38.7            29.3            22.7              1.3              8.0

ひ
と
り
親

世
帯
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⑤ お子さんが悪いことをしたらきちんとしかっている 

お子さんが悪いことをしたらきちんとしかっているについては、「あてはまる」が 79.6％と最も

高く、次いで「どちらかといえば、あてはまる」が 15.2％、「どちらかといえば、あてはまらない」

が 0.6％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「あてはまる」が 81.8％、所得段階Ⅱでは「あてはまる」

が 77.1％、所得段階Ⅲでは「あてはまる」が 87.7％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「あてはまる」が 80.2％、該当す

るでは「あてはまる」が 78.7％となっています。 

 

  

79.6 15.2 

0.6 0.0 

4.6 

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

全体

（N=673）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           81.8            13.4              1.3               0.0              3.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           77.1            19.9               0.0               0.0              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           87.7              8.6               0.0               0.0              3.7

所
得
段
階

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           80.2            15.0              0.7               0.0              4.1

該当する
（N=75）

           78.7            14.7               0.0               0.0              6.7

ひ
と
り
親

世
帯
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⑥ お子さんのよいところをほめるなどして自信を持たせるようにしている 

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

る」が 55.6％と最も高く、次いで「どちらかといえば、あてはまる」が 34.6％、「どちらかとい

えば、あてはまらない」が 5.1％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「あてはまる」が 56.1％、所得段階Ⅱでは「あてはまる」

が 55.7％、所得段階Ⅲでは「あてはまる」が 59.3％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「あてはまる」が 55.6％、該当す

るでは「あてはまる」が 54.7％となっています。 

 

  

55.6 34.6 5.1 

0.1 

4.6 

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

全体

（N=673）

あてはまる どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           56.1            35.4              5.1               0.0              3.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           55.7            37.3              4.0               0.0              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           59.3            30.9              6.2               0.0              3.7

所
得
段
階

あてはまる
どちらかとい
えば、あては
まる

どちらかとい
えば、あては
まらない

あてはまらな
い

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           55.6            35.2              4.9              0.2              4.1

該当する
（N=75）

           54.7            32.0              6.7               0.0              6.7

ひ
と
り
親

世
帯
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Q14 あなたは、お子さんと次のようなことをすることがありますか。（それぞれひとつだけ○） 

① 図書館に行く 

図書館に行くことについては、「ある」が 43.8％と最も高く、次いで「ない（その他の理由によ

る）」が 27.5％、「ない（時間の制約による）」が 22.6％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ある」が 48.1％、所得段階Ⅱでは「ある」が 46.3％、

所得段階Ⅲでは「ない（その他の理由による）」が 35.8％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「ある」が 45.1％、該当するでは

「ある」が 33.3％となっています。 

 

  

43.8 0.4 22.6 27.5 5.6 

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

全体

（N=673）

ある ない（金銭的な理由による）

ない（時間の制約による） ない（その他の理由による）

不明・無回答

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           48.1               0.0            22.3            24.8              4.8

所得段階Ⅱ
（N=201）

           46.3              0.5            23.4            26.4              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           32.1              2.5            24.7            35.8              4.9

所
得
段
階

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           45.1              0.2            22.4            27.6              4.8

該当する
（N=75）

           33.3              2.7            26.7            26.7            10.7

ひ
と
り
親

世
帯
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② 美術館・博物館に行く 

美術館・博物館に行くことについては、「ない（その他の理由による）」が 46.7％と最も高く、

次いで「ある」が 29.9％、「ない（時間の制約による）」が 14.6％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ない（その他の理由による）」が 46.5％、所得段階Ⅱで

は「ない（その他の理由による）」が 47.3％、所得段階Ⅲでは「ない（その他の理由による）」が

50.6％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「ない（その他の理由による）」が

47.4％、該当するでは「ない（その他の理由による）」が 41.3％となっています。 

 

  

29.9 3.1 14.6 46.7 5.8 

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

全体

（N=673）

ある ない（金銭的な理由による）

ない（時間の制約による） ない（その他の理由による）

不明・無回答

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           34.1              1.0            13.7            46.5              4.8

所得段階Ⅱ
（N=201）

           27.4              4.5            16.9            47.3              4.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           21.0              9.9            13.6            50.6              4.9

所
得
段
階

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           30.4              2.2            15.0            47.4              4.9

該当する
（N=75）

           25.3            10.7            12.0            41.3            10.7

ひ
と
り
親

世
帯
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③ コンサート・音楽会に行く 

コンサート・音楽会に行くことについては、「ない（その他の理由による）」が 44.6％と最も高

く、次いで「ある」が 27.9％、「ない（時間の制約による）」が 16.6％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ない（その他の理由による）」が 43.0％、所得段階Ⅱで

は「ない（その他の理由による）」が 46.8％、所得段階Ⅲでは「ない（その他の理由による）」が

44.4％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「ない（その他の理由による）」が

46.1％、該当するでは「ある」が 33.3％となっています。 

 

  

27.9 4.8 16.6 44.6 6.1 

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

全体

（N=673）

ある ない（金銭的な理由による）

ない（時間の制約による） ない（その他の理由による）

不明・無回答

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           34.1              0.6            17.5            43.0              4.8

所得段階Ⅱ
（N=201）

           22.4              7.5            18.4            46.8              5.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           22.2            16.0            12.3            44.4              4.9

所
得
段
階

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           27.5              3.2            17.7            46.1              5.5

該当する
（N=75）

           33.3            17.3              8.0            32.0              9.3

ひ
と
り
親

世
帯
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④ 日帰りで遊びに行く 

日帰りで遊びに行くことについては、「ある」が 85.1％と最も高く、次いで「ない（時間の制約

による）」が 5.5％、「ない（その他の理由による）」が 2.7％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ある」が 90.1％、所得段階Ⅱでは「ある」が 86.1％、

所得段階Ⅲでは「ある」が 79.0％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「ある」が 87.2％、該当するでは

「ある」が 73.3％となっています。 

 

  

85.1 

1.6 

5.5 

2.7 

5.1 

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

全体

（N=673）

ある ない（金銭的な理由による）

ない（時間の制約による） ない（その他の理由による）

不明・無回答

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           90.1              0.3              4.5              1.0              4.1

所得段階Ⅱ
（N=201）

           86.1              2.5              5.5              3.0              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           79.0              4.9              6.2              6.2              3.7

所
得
段
階

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           87.2              0.9              5.3              2.2              4.4

該当する
（N=75）

           73.3              8.0              5.3              5.3              8.0

ひ
と
り
親

世
帯
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⑤ 宿泊をともなう旅行に行く（帰省以外） 

宿泊をともなう旅行に行く（帰省以外）ことについては、「ある」が 76.7％と最も高く、次いで

「ない（金銭的な理由による）」が7.6％、「ない（時間の制約による）」が6.1％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ある」が 84.1％、所得段階Ⅱでは「ある」が 73.6％、

所得段階Ⅲでは「ある」が 59.3％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「ある」が 79.5％、該当するでは

「ある」が 57.3％となっています。 

 

  

76.7 7.6 6.1 4.6 5.1 

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

全体

（N=673）

ある ない（金銭的な理由による）

ない（時間の制約による） ない（その他の理由による）

不明・無回答

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           84.1              3.2              7.0              1.6              4.1

所得段階Ⅱ
（N=201）

           73.6            10.9              7.0              5.5              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           59.3            18.5              3.7            14.8              3.7

所
得
段
階

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           79.5              6.1              6.0              3.9              4.4

該当する
（N=75）

           57.3            20.0              6.7              8.0              8.0

ひ
と
り
親

世
帯
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⑥ 祖父母や親せきの家に泊まりに行く 

祖父母や親せきの家に泊まりに行くことについては、「ある」が 60.8％と最も高く、次いで「な

い（その他の理由による）」が 25.4％、「ない（時間の制約による）」が 7.6％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ある」が 66.2％、所得段階Ⅱでは「ある」が 58.2％、

所得段階Ⅲでは「ある」が 56.8％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「ある」が 62.1％、該当するでは

「ある」が 53.3％となっています。 

 

  

60.8 0.4 7.6 25.4 5.8 

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

全体

（N=673）

ある ない（金銭的な理由による）

ない（時間の制約による） ない（その他の理由による）

不明・無回答

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           66.2              0.6              7.0            21.7              4.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           58.2              0.5            10.0            27.4              4.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           56.8               0.0              3.7            34.6              4.9

所
得
段
階

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           62.1              0.5              8.0            24.6              4.8

該当する
（N=75）

           53.3               0.0              4.0            30.7            12.0

ひ
と
り
親

世
帯
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⑦ 授業参観や運動会などの学校行事への参加 

授業参観や運動会などの学校行事への参加については、「ある」が 91.8％と最も高く、次いで

「ない（その他の理由による）」が1.9％、「ない（時間の制約による）」が1.0％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ある」が 93.3％、所得段階Ⅱでは「ある」が 93.0％、

所得段階Ⅲでは「ある」が 90.1％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「ある」が 92.7％、該当するでは

「ある」が 86.7％となっています。 

 

  

91.8 

0.1 1.0 1.9 

5.1 

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

全体

（N=673）

ある ない（金銭的な理由による）

ない（時間の制約による） ない（その他の理由による）

不明・無回答

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           93.3              0.3              1.3              1.0              4.1

所得段階Ⅱ
（N=201）

           93.0               0.0              1.0              3.0              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           90.1               0.0              1.2              4.9              3.7

所
得
段
階

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           92.7              0.2              1.0              1.7              4.4

該当する
（N=75）

           86.7               0.0              1.3              4.0              8.0

ひ
と
り
親

世
帯
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⑧ ＰＴＡ活動や保護者会、学童保育所等のボランティアなどへの参加 

ＰＴＡ活動や保護者会、学童保育所等のボランティアなどへの参加については、「ある」が

70.3％と最も高く、次いで「ない（その他の理由による）」が 14.6％、「ない（時間の制約による）」

が 9.7％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ある」が 73.6％、所得段階Ⅱでは「ある」が 69.7％、

所得段階Ⅲでは「ある」が 64.2％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「ある」が 71.3％、該当するでは

「ある」が 65.3％となっています。 

 

  

70.3 0.3 9.7 14.6 5.2 

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

全体

（N=673）

ある ない（金銭的な理由による）

ない（時間の制約による） ない（その他の理由による）

不明・無回答

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           73.6              0.3            10.5            11.1              4.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           69.7              0.5            10.4            16.4              3.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           64.2               0.0              7.4            24.7              3.7

所
得
段
階

ある
ない（金銭的
な理由によ
る）

ない（時間の
制約による）

ない（その他
の理由によ
る）

不明・無回答

該当しない
（N=586）

           71.3              0.3              9.9            13.8              4.6

該当する
（N=75）

           65.3               0.0              8.0            18.7              8.0

ひ
と
り
親

世
帯
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Q15 お子さんには、希望として、将来どの段階まで進学してほしいと思いますか。 

（ひとつだけ○） 

希望として、将来どの段階まで進学してほしいかについては、「大学またはそれ以上」が 60.3％

と最も高く、次いで「わからない」が 14.0％、「高校（高等部）」が 12.6％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「大学またはそれ以上」が 72.9％、所得段階Ⅱでは「大

学またはそれ以上」が 50.2％、所得段階Ⅲでは「高校（高等部）」が 37.0％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「大学またはそれ以上」が 62.1％、

該当するでは「大学またはそれ以上」が 46.7％となっています。 

 

 

  

0.1 

12.6 5.8 

0.3 

2.1 60.3 14.0 4.8 

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

全体

（N=673）

中学（中学部） 高校（高等部） 専門学校

高専 短大 大学またはそれ以上

わからない 不明・無回答

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

わからない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.3              6.1              3.8               0.0              2.2            72.9            11.1              3.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

              0.0            16.9              9.0              0.5              1.5            50.2            18.4              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

              0.0            37.0              4.9              1.2              3.7            35.8            13.6              3.7

所
得
段
階

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

わからない 不明・無回答

該当しない
（N=586）

             0.2            11.1              5.6              0.2              2.2            62.1            14.3              4.3

該当する
（N=75）

              0.0            25.3              8.0              1.3               0.0            46.7            12.0              6.7

ひ
と
り
親

世
帯
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保護者の学歴 

保護者の学歴別にみると、母親・父親のどちらにおいても、学歴が高くなるにつれて「大学ま

たはそれ以上」が高くなっています。 

 

 

 

Q16 お子さんは、現実的に見て、将来どの段階まで進学すると思いますか。（ひとつだけ○） 

現実的に見て、将来どの段階まで進学すると思うかについては、「大学またはそれ以上」が

48.0％と最も高く、次いで「わからない」が 23.6％、「高校（高等部）」が 12.9％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「大学またはそれ以上」が 58.6％、所得段階Ⅱでは「大

学またはそれ以上」が 41.8％、所得段階Ⅲでは「高校（高等部）」が 29.6％となっています。 

  

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

わからない 不明・無回答

中学・高校卒
（N=131）

              0.0            33.6              7.6              1.5              2.3            33.6            16.0              5.3

専門学校卒
（N=130）

              0.0            15.4            10.8               0.0              2.3            49.2            20.8              1.5

高専・短大卒
（N=177）

              0.0              5.6              6.2               0.0              3.4            64.4            14.7              5.6

大学卒以上
（N=211）

              0.0              4.7              1.9               0.0              0.5            80.1              7.6              5.2

中学・高校卒
（N=158）

              0.0            22.8            10.8               0.0              1.9            42.4            19.6              2.5

専門学校卒
（N=90）

              0.0            14.4            13.3              1.1              2.2            47.8            16.7              4.4

高専・短大卒
（N=10）

              0.0            10.0               0.0               0.0            10.0            70.0            10.0               0.0

大学卒以上
（N=322）

              0.0              5.3              1.6               0.0              2.2            75.2            10.9              5.0

母
親
の
学
歴

父
親
の
学
歴

0.4 

12.9 7.3 

0.4 

2.4 48.0 23.6 4.9 

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

全体

（N=673）

中学（中学部） 高校（高等部） 専門学校

高専 短大 大学またはそれ以上

わからない 不明・無回答

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

わからない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.3              7.0              6.4              0.6              2.2            58.6            21.3              3.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

             0.5            16.9              9.0               0.0              2.5            41.8            25.4              4.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             1.2            29.6              7.4               0.0              4.9            27.2            25.9              3.7

所
得
段
階
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ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「大学またはそれ以上」が 50.0％、

該当するでは「大学またはそれ以上」が 30.7％となっています。 

 

 

保護者の学歴 

保護者の学歴別にみると、母親・父親のどちらにおいても、学歴が高くなるにつれて「大学ま

たはそれ以上」が高くなっています。 

 

 

 

  

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

わからない 不明・無回答

該当しない
（N=586）

             0.3            11.6              7.2              0.3              2.7            50.0            23.4              4.4

該当する
（N=75）

             1.3            25.3              9.3              1.3               0.0            30.7            25.3              6.7

ひ
と
り
親

世
帯

中学（中学
部）

高校（高等
部）

専門学校 高専 短大
大学またはそ
れ以上

わからない 不明・無回答

中学・高校卒
（N=131）

             0.8            32.1              7.6               0.0              3.8            26.7            23.7              5.3

専門学校卒
（N=130）

             0.8            13.1            13.1              0.8              2.3            39.2            28.5              2.3

高専・短大卒
（N=177）

              0.0              5.6              9.0               0.0              4.0            48.6            27.1              5.6

大学卒以上
（N=211）

              0.0              8.1              2.4              0.9               0.0            66.4            17.1              5.2

中学・高校卒
（N=158）

             0.6            24.1            10.1              0.6              3.2            30.4            28.5              2.5

専門学校卒
（N=90）

              0.0            12.2            10.0               0.0              1.1            38.9            33.3              4.4

高専・短大卒
（N=10）

              0.0               0.0               0.0               0.0            20.0            40.0            40.0               0.0

大学卒以上
（N=322）

              0.0              6.2              5.0              0.6              2.5            61.8            18.6              5.3

母
親
の
学
歴

父
親
の
学
歴
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Q16 で「中学（中学部）」～「大学またはそれ以上」と答えた人にお聞きします。 

Q17 その理由は何ですか。（ひとつだけ○） 

その理由については、「本人がそう希望しているから」が 32.6％と最も高く、次いで「一般的な

進路だと思うから」が 31.2％、「本人の学力から考えて」が 20.2％となっています。 

 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「一般的な進路だと思うから」が 35.2％、所得段階Ⅱで

は「本人がそう希望しているから」が 33.8％、所得段階Ⅲでは「本人がそう希望しているから」

が 36.8％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「一般的な進路だと思うから」が

33.3％、該当するでは「本人がそう希望しているから」が 33.3％となっています。 

 

  

32.6 31.2 20.2 4.2 4.0 7.7 0.2 

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

全体

（N=481）

本人がそう希望しているから 一般的な進路だと思うから

本人の学力から考えて 家庭の経済的な状況から考えて

その他 特に理由はない

不明・無回答

本人がそう希
望しているか
ら

一般的な進路
だと思うから

本人の学力か
ら考えて

家庭の経済的
な状況から考
えて

その他
特に理由はな
い

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=236）

           31.8            35.2            21.6              2.1              4.7              4.7               0.0

所得段階Ⅱ
（N=142）

           33.8            28.2            18.3              3.5              4.2            11.3              0.7

所得段階Ⅲ
（N=57）

           36.8            19.3            17.5            15.8              1.8              8.8               0.0

所
得
段
階

本人がそう希
望しているか
ら

一般的な進路
だと思うから

本人の学力か
ら考えて

家庭の経済的
な状況から考
えて

その他
特に理由はな
い

不明・無回答

該当しない
（N=423）

           32.2            33.3            20.3              2.8              4.3              6.9              0.2

該当する
（N=51）

           33.3            15.7            19.6            15.7              2.0            13.7               0.0

ひ
と
り
親

世
帯
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保護者の学歴 

保護者の学歴別にみると、母親・父親のどちらにおいても、学歴が高くなるにつれて「本人が

そう希望しているから」「一般的な進路だと思うから」が高くなっています。 

 

 

  

 

 

 

 

  

本人がそう希
望しているか
ら

一般的な進路
だと思うから

本人の学力か
ら考えて

家庭の経済的
な状況から考
えて

その他
特に理由はな
い

不明・無回答

中学・高校卒
（N=100）

           25.0            27.0            19.0              7.0              5.0            10.0              7.0

専門学校卒
（N=93）

           30.1            28.0            21.5              7.5              3.2              6.5              3.2

高専・短大卒
（N=129）

           29.5            23.3            20.9              2.3              2.3            13.2              8.5

大学卒以上
（N=175）

           33.1            36.6            16.6              1.1              4.6              1.7              6.3

中学・高校卒
（N=113）

           23.0            28.3            23.0              7.1              4.4            10.6              3.5

専門学校卒
（N=60）

           31.7            30.0            20.0              1.7              1.7              8.3              6.7

高専・短大卒
（N=6）

           16.7            50.0            33.3               0.0               0.0               0.0               0.0

大学卒以上
（N=262）

           32.4            33.2            16.8              1.9              4.2              4.6              6.9

母
親
の
学
歴

父
親
の
学
歴
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Q18 お子さんは現在、塾に行ったり習い事をしたりしていますか。費用がかからないサークル

活動などは含めずにお答えください。（あてはまるすべてに○） 

お子さんは現在、塾に行ったり習い事をしたりしているかについては、「学習塾・進学塾」が

44.3％と最も高く、次いで「水泳・野球・体操・剣道などのスポーツ」が 35.4％、「絵画・音楽・

ダンス・茶道などの芸術の習い事」が 21.2％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「学習塾・進学塾」が 49.0％、所得段階Ⅱでは「学習

塾・進学塾」が 39.3％、所得段階Ⅲでは「塾や習い事はしていない」が 33.3％となっています。 

 

  

44.3 

0.3 

13.1 

19.0 

21.2 

35.4 

15.6 

4.5 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

学習塾・進学塾

家庭教師

通信教育（テキストやタブレット学習を含む）

英会話・そろばんなどの勉強の習い事

絵画・音楽・ダンス・茶道などの芸術の習い事

水泳・野球・体操・剣道などのスポーツ

塾や習い事はしていない

その他

不明・無回答

全体（N=673）

学習塾・進
学塾

家庭教師

通信教育（テ
キストやタブ
レット学習を
含む）

英会話・そろ
ばんなどの
勉強の習い
事

絵画・音楽・
ダンス・茶道
などの芸術
の習い事

水泳・野球・
体操・剣道な
どのスポーツ

塾や習い事
はしていない

その他
不明・無回
答

所得段階Ⅰ
（N=314）

          49.0             0.0           16.9           23.9           23.2           39.5           10.2            3.5            0.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

          39.3            0.5           10.0           14.4           20.4           34.3           17.9            4.0            2.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

          30.9            1.2            9.9            6.2           12.3           24.7           33.3            4.9            2.5

所
得
段
階
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４．あなたやお子さんの健康状態について 

Q19 あなたとお子さんの健康状態について、最も近いものはどれですか。 

（それぞれひとつだけ○） 

①あなた（回答者） 

■身体的 

回答者の身体的な健康状態については、「よい」が 41.5％と最も高く、次いで「ふつう」が

25.3％、「まあよい」が 23.9％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「よい」が 46.5％、所得段階Ⅱでは「よい」が 37.8％、

所得段階Ⅲでは「ふつう」が 33.3％となっています。 

 

  

41.5 23.9 25.3 8.0 

0.9 

0.4 

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

全体

（N=673）

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不明・無回答

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           46.5            26.4            22.3              4.8               0.0               0.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

           37.8            24.4            27.4              9.0              1.5               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           28.4            18.5            33.3            17.3              2.5               0.0

所
得
段
階
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■精神的 

回答者の精神的な健康状態については、「よい」が 38.5％と最も高く、次いで「ふつう」が

24.7％、「まあよい」が 23.3％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「よい」が 41.4％、所得段階Ⅱでは「よい」が 34.8％、

所得段階Ⅲでは「よい」「ふつう」がそれぞれ 30.9％となっています。 

 

  

38.5 23.3 24.7 10.8 1.8 0.9 

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

全体

（N=673）

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不明・無回答

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           41.4            27.7            22.3              7.0              1.3              0.3

所得段階Ⅱ
（N=201）

           34.8            22.4            27.9            12.9              1.0              1.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           30.9            16.0            30.9            17.3              4.9               0.0

所
得
段
階
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②お子さん 

お子さんの健康状態については、「よい」が57.2％と最も高く、次いで「まあよい」が23.2％、

「ふつう」が 14.4％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「よい」が 58.0％、所得段階Ⅱでは「よい」が 58.7％、

所得段階Ⅲでは「よい」が 49.4％となっています。 

 

  

57.2 23.2 14.4 2.5 

0.4 

2.2 

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

全体

（N=673）

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不明・無回答

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           58.0            23.2            14.0              2.5              0.3              1.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           58.7            20.9            14.4              3.0              0.5              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           49.4            28.4            17.3              2.5              1.2              1.2

所
得
段
階
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Q20 あなたの世帯では、過去１年の間に、お子さんについて病気や怪我の治療のために病院や

診療所等の医療機関を受診したほうがよいと思ったのに、実際には受診しなかったことが

ありますか。（ひとつだけ○） 

過去１年の間に、お子さんの病気や怪我の治療のために医療機関を受診したほうがよいと思っ

たのに、実際には受診しなかったことがあるかについては、「あった」が 11.0％、「なかった」が

88.6％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「なかった」が 89.8％、所得段階Ⅱでは「なかった」が

88.1％、所得段階Ⅲでは「なかった」が 86.4％となっています。 

 

  

11.0 88.6 0.4 

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

全体

（N=673）

あった なかった 不明・無回答

あった なかった 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           10.2            89.8               0.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

           11.9            88.1               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           13.6            86.4               0.0

所
得
段
階
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Q20 で「あった」と答えた人にお聞きします。 

Q21 病院や診療所等の医療機関を受診しなかった理由は何ですか。（あてはまるすべてに○） 

医療機関を受診しなかった理由については、「市販薬で対応したから」が 54.1％と最も高く、次

いで「医療機関に連れて行く時間がなかったから」が 28.4％、「子ども本人が受診したがらなかっ

たから」が 27.0％となっています。 

 

  

28.4 

4.1 

54.1 

27.0 

13.5 

8.1 

9.5 

4.1 

12.2 

0.0

0% 20% 40% 60%

医療機関に連れて行く時間がなかったから

医療機関までの距離が遠く、連れて行けなかったから

市販薬で対応したから

子ども本人が受診したがらなかったから

医療費の支払いが不安であったから

自分の健康状態が悪かったから

医療機関で違う病気に感染させたくなかったから

新型コロナウイルス感染症の影響で、外出や

医療機関への受診を控えたから

その他

不明・無回答

全体（N=74）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「市販薬で対応したから」が 71.9％、所得段階Ⅱでは

「市販薬で対応したから」が 41.7％、所得段階Ⅲでは「市販薬で対応したから」が 54.5％となっ

ています。 

 

  

医療機関に連
れて行く時間
がなかったか
ら

医療機関まで
の距離が遠
く、連れて行
けなかったか
ら

市販薬で対応
したから

子ども本人が
受診したがら
なかったから

医療費の支払
いが不安で
あったから

所得段階Ⅰ
（N=32）

           25.0              6.3            71.9            15.6              6.3

所得段階Ⅱ
（N=24）

           25.0               0.0            41.7            37.5            16.7

所得段階Ⅲ
（N=11）

           27.3              9.1            54.5            27.3            27.3

自分の健康状
態が悪かった
から

医療機関で違
う病気に感染
させたくなかっ
たから

新型コロナウ
イルス感染症
の影響で、外
出や医療機関
への受診を控
えたから

その他 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=32）

             3.1            12.5              3.1            12.5               0.0

所得段階Ⅱ
（N=24）

             8.3            12.5              4.2            12.5               0.0

所得段階Ⅲ
（N=11）

           18.2               0.0              9.1            18.2               0.0

所
得
段
階

所
得
段
階
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Q22 お子さんには、むし歯がありますか。（ひとつだけ○） 

お子さんにむし歯があるかについては、「ない」が 52.9％と最も高く、次いで「あった（治療済

み）」が 35.2％、「ある（治療中）」が 8.0％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ない」が 51.9％、所得段階Ⅱでは「ない」が 54.7％、

所得段階Ⅲでは「ない」が 50.6％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「ない」が 53.8％、該当するでは

「ない」が 45.3％となっています。 

 

 

 

  

3.1 8.0 35.2 52.9 0.7 

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

全体

（N=673）

ある（治療していない） ある（治療中） あった（治療済み）

ない 不明・無回答

ある（治療して
いない）

ある（治療中）
あった（治療
済み）

ない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.6              6.7            39.8            51.9               0.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

             3.0              4.5            36.8            54.7              1.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           11.1            13.6            24.7            50.6               0.0

所
得
段
階

ある（治療して
いない）

ある（治療中）
あった（治療
済み）

ない 不明・無回答

該当しない
（N=586）

             2.6              7.2            36.2            53.8              0.3

該当する
（N=75）

             6.7            14.7            32.0            45.3              1.3

ひ
と
り
親

世
帯
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Q23 あなたはこの１か月の間、①～⑥のようなことがどれくらいありましたか。 

（それぞれひとつだけ○） 

① 神経過敏に感じた 

神経過敏に感じたことについては、「全くない」が 44.0％と最も高く、次いで「ときどき」が

22.7％、「少しだけ」が 22.6％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「全くない」が 48.4％、所得段階Ⅱでは「全くない」が

41.3％、所得段階Ⅲでは「全くない」が 40.7％となっています。 

 

  

1.9 7.7 22.7 22.6 44.0 1.0 

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

全体

（N=673）

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.9              7.6            19.7            21.7            48.4              0.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

             2.5              8.0            28.4            19.9            41.3               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             1.2              9.9            21.0            27.2            40.7               0.0

所
得
段
階
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② 絶望的だと感じた 

絶望的だと感じたことについては、「全くない」が 69.1％と最も高く、次いで「少しだけ」が

14.9％、「ときどき」が 10.1％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「全くない」が 75.2％、所得段階Ⅱでは「全くない」が

64.7％、所得段階Ⅲでは「全くない」が 59.3％となっています。 

 

  

1.6 

3.1 10.1 14.9 69.1 1.2 

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

全体

（N=673）

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.6              1.9              7.6            14.0            75.2              0.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

             2.5              3.0            12.9            16.4            64.7              0.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             2.5              6.2            16.0            16.0            59.3               0.0

所
得
段
階



167 

③ そわそわ、落ち着かなく感じた 

そわそわ、落ち着かなく感じたことについては、「全くない」が 51.0％と最も高く、次いで「少

しだけ」が 26.4％、「ときどき」が 16.8％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「全くない」が 53.5％、所得段階Ⅱでは「全くない」が

46.8％、所得段階Ⅲでは「全くない」が 51.9％となっています。 

 

  

0.9 

3.9 16.8 26.4 51.0 1.0 

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

全体

（N=673）

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.3              3.2            15.3            27.1            53.5              0.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.0              3.0            20.4            28.9            46.8               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             2.5              2.5            18.5            24.7            51.9               0.0

所
得
段
階
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④ 気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じた 

気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じたことについては、「全くない」が

48.7％と最も高く、次いで「少しだけ」が 22.9％、「ときどき」が 18.9％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「全くない」が 51.6％、所得段階Ⅱでは「全くない」が

44.3％、所得段階Ⅲでは「全くない」が 45.7％となっています。 

 

  

1.9 6.4 18.9 22.9 48.7 1.2 

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

全体

（N=673）

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.6              3.8            16.2            26.1            51.6              0.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.5              8.0            22.4            23.9            44.3               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             4.9              9.9            22.2            17.3            45.7               0.0

所
得
段
階
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⑤ 何をするのも骨折り（面倒）だと感じた 

何をするのも骨折り（面倒）だと感じたことについては、「全くない」が 36.8％と最も高く、次

いで「少しだけ」が 29.9％、「ときどき」が 22.0％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「全くない」が 40.1％、所得段階Ⅱでは「全くない」が

33.8％、所得段階Ⅲでは「全くない」が 34.6％となっています。 

 

  

2.2 7.9 22.0 29.9 36.8 1.2 

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

全体

（N=673）

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.9              7.3            19.4            30.9            40.1              0.3

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.5              7.0            27.4            29.9            33.8              0.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             3.7              9.9            24.7            27.2            34.6               0.0

所
得
段
階
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⑥ 自分は価値のない人間だと感じた 

自分は価値のない人間だと感じたことについては、「全くない」が 66.7％と最も高く、次いで

「少しだけ」が 16.5％、「ときどき」が 9.2％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「全くない」が 69.1％、所得段階Ⅱでは「全くない」が

68.2％、所得段階Ⅲでは「全くない」が 60.5％となっています。 

 

  

1.8 

4.5 9.2 16.5 66.7 1.3 

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

全体

（N=673）

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

いつも たいてい ときどき 少しだけ 全くない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.6              3.5              8.3            16.6            69.1              1.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.5              3.0            10.4            16.9            68.2               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             3.7              7.4            12.3            16.0            60.5               0.0

所
得
段
階
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Q24 あなたは子育て（教育を含む）について、気軽に相談できる人や場所はありますか。 

（ひとつだけ○） 

子育て（教育を含む）について、気軽に相談できる人や場所の有無については、「ある」が

89.5％、「ない」が 10.3％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「ある」が 91.4％、所得段階Ⅱでは「ある」が 89.6％、

所得段階Ⅲでは「ある」が 82.7％となっています。 

 

  

89.5 10.3 0.3 

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

全体

（N=673）

ある ない 不明・無回答

ある ない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           91.4              8.6               0.0

所得段階Ⅱ
（N=201）

           89.6            10.4               0.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           82.7            17.3               0.0

所
得
段
階
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Q24 で「ある」と答えた人にお聞きします。 

Q25 子育て（教育を含む）について、気軽に相談できる人や場所は、次のうちどれですか。 

（あてはまるすべてに○） 

子育て（教育を含む）について、気軽に相談できる人や場所については、「配偶者・パートナー」

が 76.9％と最も高く、次いで「その他の親族（親、兄弟姉妹など）」が 70.4％、「隣近所の人、地

域の知人、友人」が 59.0％となっています。 

 

  

76.9 

70.4 

59.0 

40.4 

20.1 

1.2 

0.0

0.5 

23.6 

5.5 

0.0

0.3 

0.0

0.3 

0.3 

0.7 

0.3 

0.2 

0.2 

0.0

3.3 

0.2 

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

配偶者・パートナー

その他の親族（親、兄弟姉妹など）

隣近所の人、地域の知人、友人

職場の人

保育園（所）・認定こども園、幼稚園、学校の

保護者の仲間

子育てサークルの仲間

妊産婦・乳幼児相談窓口（旧健康増進課）

子ども家庭相談ダイヤル（旧子ども家庭相談室）

学校の先生

かかりつけの医師

こども広場（かしはらナビプラザ）

子育て支援センター（白橿町）

青少年センター（万葉ホール）

家庭児童相談員（旧子ども家庭相談室）

民生委員・児童委員、主任児童委員

教育委員会（万葉ホール）

保健師・助産師・看護師・管理栄養士（旧健康増進課）

保健所

県こども家庭相談センター

民間の電話相談

その他

不明・無回答

全体（N=463）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「配偶者・パートナー」が 84.7％、所得段階Ⅱでは「配

偶者・パートナー」が 73.3％、所得段階Ⅲでは「その他の親族（親、兄弟姉妹など）」が 71.6％

となっています。 

 

  

配偶者・
パートナー

その他の親
族（親、兄
弟姉妹な
ど）

隣近所の
人、地域の
知人、友人

職場の人

保育園
（所）・認定
こども園、幼
稚園、学校
の保護者の
仲間

子育てサー
クルの仲間

妊産婦・乳
幼児相談窓
口（旧健康
増進課）

子ども家庭
相談ダイヤ
ル（旧子ども
家庭相談
室）

学校の先生
かかりつけ
の医師

こども広場
（かしはらナ
ビプラザ）

所得段階Ⅰ
（N=287）

         84.7          71.1          54.4          41.8          20.2           0.7            0.0           0.7          22.0           5.6            0.0

所得段階Ⅱ
（N=180）

         73.3          72.2          63.3          41.1          18.3           1.7            0.0           0.6          24.4           3.9            0.0

所得段階Ⅲ
（N=67）

         49.3          71.6          61.2          37.3          17.9           3.0            0.0            0.0          26.9           9.0            0.0

子育て支援
センター（白
橿町）

青少年セン
ター（万葉
ホール）

家庭児童相
談員（旧子
ども家庭相
談室）

民生委員・
児童委員、
主任児童委
員

教育委員会
（万葉ホー
ル）

保健師・助
産師・看護
師・管理栄
養士（旧健
康増進課）

保健所
県こども家
庭相談セン
ター

民間の電話
相談

その他
不明・無回
答

所得段階Ⅰ
（N=287）

           0.0            0.0            0.0           0.7           0.7           0.3            0.0           0.3            0.0           2.8            0.0

所得段階Ⅱ
（N=180）

          1.1            0.0           0.6            0.0           0.6           0.6            0.0            0.0            0.0           3.9           0.6

所得段階Ⅲ
（N=67）

           0.0            0.0           1.5            0.0            0.0            0.0            0.0            0.0            0.0           1.5            0.0

所
得
段
階

所
得
段
階
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Ｑ24で「ない」と答えた人にお聞きします。 

Q26 相談できる人や場所がない理由について教えてください。（あてはまるすべてに○） 

相談できる人や場所がない理由については、「相談しても解決しないと思う」が 44.9％と最も高

く、次いで「頼れる人が周囲にいない」が 27.5％、「連絡や相談をするのが面倒に感じる」が

21.7％となっています。 

 

  

27.5 

7.2 

13.0 

8.7 

17.4 

21.7 

44.9 

17.4 

20.3 

11.6 

4.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

頼れる人が周囲にいない

相談できる場所について知らない、連絡先が

わからない

相談したいことはあるが、どのように伝えればよいか

わからない

何を相談できるのかわからない

相談先が、どのようなことをしてくれるのかわからない

連絡や相談をするのが面倒に感じる

相談しても解決しないと思う

自分で解決できると思う

悩みや不安を相談することにためらいを感じる

その他

不明・無回答

全体（N=69）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「相談しても解決しないと思う」が 51.9％、所得段階Ⅱ

では「相談しても解決しないと思う」が 42.9％、所得段階Ⅲでは「相談しても解決しないと思う」

が 42.9％となっています。 

 
  

頼れる人が周
囲にいない

相談できる場
所について知
らない、連絡
先がわからな
い

相談したいこ
とはあるが、ど
のように伝え
ればよいかわ
からない

何を相談でき
るのかわから
ない

相談先が、ど
のようなことを
してくれるの
かわからない

連絡や相談を
するのが面倒
に感じる

所得段階Ⅰ
（N=27）

           33.3              7.4              7.4              7.4            11.1            22.2

所得段階Ⅱ
（N=21）

           23.8              4.8            14.3              9.5            28.6            19.0

所得段階Ⅲ
（N=14）

           35.7            14.3            21.4            14.3            21.4            21.4

相談しても解
決しないと思
う

自分で解決で
きると思う

悩みや不安を
相談すること
にためらいを
感じる

その他 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=27）

           51.9            14.8            14.8            18.5               0.0

所得段階Ⅱ
（N=21）

           42.9            19.0            33.3              9.5              4.8

所得段階Ⅲ
（N=14）

           42.9            21.4            14.3              7.1               0.0

所
得
段
階

所
得
段
階
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５．あなたのご家庭での生活について 

Q27 あなたのお子さんは、週にどのくらい食事をしていますか。（それぞれひとつだけ○） 

① 朝食 

朝食の頻度については、「毎日食べる（週７日）」が 81.7％と最も高く、次いで「週５～６日」

が 8.5％、「週１～２日、ほとんど食べない、まったく食べない」が 5.2％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「毎日食べる（週７日）」が 83.4％、所得段階Ⅱでは「毎

日食べる（週７日）」が 83.6％、所得段階Ⅲでは「毎日食べる（週７日）」が 71.6％となっていま

す。 

 

  

81.7 8.5 3.0 5.2 1.6 

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

全体

（N=673）

毎日食べる（週７日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとんど食べない、まったく食べない

不明・無回答

毎日食べる
（週７日）

週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほ
とんど食べな
い、まったく食
べない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           83.4              8.0              2.5              4.1              1.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           83.6              7.5              2.0              6.5              0.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           71.6            12.3              7.4              7.4              1.2

所
得
段
階
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② 夕食 

夕食の頻度については、「毎日食べる（週７日）」が 97.3％と最も高く、次いで「週５～６日」

が 0.7％、「週３～４日」「週１～２日、ほとんど食べない、まったく食べない」がそれぞれ 0.1％

となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「毎日食べる（週７日）」が 96.8％、所得段階Ⅱでは「毎

日食べる（週７日）」が 99.0％、所得段階Ⅲでは「毎日食べる（週７日）」が 97.5％となっていま

す。 

 

  

97.3 

0.7 0.1 0.1 

1.6 

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

全体

（N=673）

毎日食べる（週７日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとんど食べない、まったく食べない

不明・無回答

毎日食べる
（週７日）

週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほ
とんど食べな
い、まったく食
べない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           96.8              1.0               0.0              0.3              1.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

           99.0               0.0              0.5               0.0              0.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           97.5              1.2               0.0               0.0              1.2

所
得
段
階
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Ｑ27の①で「毎日食べる（週７日）」以外を答えた人にお聞きします。 

Q28 朝食を食べないことがある理由を教えてください。（あてはまるすべてに○） 

朝食を食べないことがある理由については、「子どもが朝食を食べようとしない」が 56.3％と最

も高く、次いで「朝食の時間に子どもが寝ている」が 47.3％、「その他」が 10.7％となっていま

す。 

 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

子どもの朝の気分でたまに食べないことがある。 

仕事に行く準備でバタバタしている。時間に追われるため。 

ゲームに集中している 

朝が苦手で少ししか食べない。休日は朝昼兼用。 

その日の体調などで食べられる時と食べられない時があるから 

準備をするが、起きてくる時間が遅くて食べる時間がない。 

不登校、昼夜逆転のため 

 

 

  

6.3 

5.4 

2.7 

6.3 

47.3 

56.3 

7.1 

0.9 

2.7 

10.7 

0.9 

0% 20% 40% 60%

朝食を準備する時間がない

朝食を準備するための気力がない

朝食を準備する経済的な余裕がない

朝食の時間に保護者が寝ている

朝食の時間に子どもが寝ている

子どもが朝食を食べようとしない

家庭で朝食を食べる習慣がない

子どもが、ダイエットなど健康上の理由で食べない

保護者自身が、朝食を食べることを面倒に感じている

その他

不明・無回答

全体（N=112）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「子どもが朝食を食べようとしない」が 58.7％、所得段

階Ⅱでは「朝食の時間に子どもが寝ている」「子どもが朝食を食べようとしない」がそれぞれ

53.1％、所得段階Ⅲでは「子どもが朝食を食べようとしない」が 59.1％となっています。 

 

  

朝食を準備す
る時間がない

朝食を準備す
るための気力
がない

朝食を準備す
る経済的な余
裕がない

朝食の時間に
保護者が寝て
いる

朝食の時間に
子どもが寝て
いる

子どもが朝食
を食べようとし
ない

所得段階Ⅰ
（N=46）

             6.5               0.0               0.0              6.5            45.7            58.7

所得段階Ⅱ
（N=32）

              0.0              9.4              3.1              3.1            53.1            53.1

所得段階Ⅲ
（N=22）

             9.1              9.1              9.1              4.5            31.8            59.1

家庭で朝食を
食べる習慣が
ない

子どもが、ダイ
エットなど健康
上の理由で食
べない

保護者自身
が、朝食を食
べることを面
倒に感じてい
る

その他 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=46）

             6.5               0.0              2.2            10.9              2.2

所得段階Ⅱ
（N=32）

             9.4               0.0              3.1              6.3               0.0

所得段階Ⅲ
（N=22）

             4.5              4.5              4.5            18.2               0.0

所
得
段
階

所
得
段
階
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Q29 あなたは、現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。（ひとつだけ○） 

現在の暮らしの状況については、「ふつう」が58.1％と最も高く、次いで「苦しい」が19.8％、

「ゆとりがある」が 11.7％となっています。 

 

Q30 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする食料が買えな

いことがありましたか。ただし、酒・たばこなどの嗜好品は含みません。（ひとつだけ○） 

過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする食料が買えないことがあったかについ

ては、「まったくなかった」が 83.4％と最も高く、次いで「まれにあった」が 7.7％、「ときどき

あった」が 5.9％となっています。 

 

  

2.7 11.7 58.1 19.8 5.8 1.9 

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

全体

（N=673）

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい

大変苦しい 不明・無回答

1.2 

5.9 7.7 83.4 1.8 

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

全体

（N=673）

よくあった ときどきあった まれにあった

まったくなかった 不明・無回答
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Q31 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする衣服が買えな

い こ と が あ り ま し た か 。 た だ し 、 高 価 な 衣 服 や 貴 金 属 ・ 宝 飾 品 は 含 み ま せ ん 。 

（ひとつだけ○） 

過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする衣服が買えないことがあったかについ

ては、「まったくなかった」が 82.0％と最も高く、次いで「まれにあった」が 7.7％、「ときどき

あった」が 5.8％となっています。 

 

Q32 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする生理用品が買

えないことがありましたか。（ひとつだけ○） 

過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする生理用品が買えないことがあったかに

ついては、「まったくなかった」が 89.6％と最も高く、次いで「生理用品を必要とすることはなか

った」が 4.5％、「まれにあった」が 2.2％となっています。 

 

  

2.2 5.8 7.7 82.0 2.2 

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

全体

（N=673）

よくあった ときどきあった まれにあった

まったくなかった 不明・無回答

0.4 1.2 2.2 

89.6 4.5 2.1 

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

全体

（N=673）

よくあった ときどきあった

まれにあった まったくなかった

生理用品を必要とすることはなかった 不明・無回答
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Q33 あなたの世帯では、過去１年の間に、以下の料金について、経済的な理由で未払いになっ

たことがありましたか。（あてはまるすべてに○） 

過去１年の間に、経済的な理由で未払いになった料金については、「あてはまるものはない」が

89.5％と最も高く、次いで「税金（国民健康保険税含む）」が 4.8％、「水道料金」が 2.4％となっ

ています。 

 

  

1.3 

1.3 

2.4 

1.3 

1.9 

4.8 

1.9 

1.5 

89.5 

3.1 

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

電気料金

ガス料金

水道料金

電話料金

家賃

税金（国民健康保険税含む）

公的年金

子どもの学校で必要なお金

あてはまるものはない

不明・無回答

全体（N=673）
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Q34 次のうち、経済的理由のためにあなたの家庭にないものはありますか。 

（あてはまるすべてに○） 

経済的理由のために家庭にないものについては、「あてはまるものはない」が 78.3％と最も高く、

次いで「急な出費のための貯金または現金（５万円以上）」が 8.8％、「子どもの年齢に合った本」

が 3.6％となっています。 

 
  

3.6 

2.1 

1.9 

0.3 

0.1 

0.4 

0.1 

0.6 

0.1 

1.2 

0.1 

2.2 

8.8 

78.3 

8.6 

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

子どもの年齢に合った本

子ども用のスポーツ用品・おもちゃ

子どもが自宅で宿題をすることができる場所

洗濯機

炊飯器

掃除機

暖房機器（エアコンを含む）

冷房機器（エアコンを含む）

電子レンジ

電話（固定電話・携帯電話を含む）

世帯専用のおふろ

世帯人数分のベッドまたは布団

急な出費のための貯金または現金（５万円以上）

あてはまるものはない

不明・無回答

全体（N=673）
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Q35 世帯全体のおおよその年間収入（税込）はいくらですか。（ひとつだけ○） 

世帯全体のおおよその年間収入（税込）については、「1,000 万円以上」が 18.0％と最も高く、

次いで「500～600 万円未満」が 11.3％、「600～700 万円未満」が 10.7％となっています。 

 

  

0.6 

1.0 

2.4 

2.4 

3.0 

2.4 

2.2 

4.5 

3.9 

7.1 

11.3 

10.7 

9.1 

7.9 

5.8 

18.0 

7.9 

0% 5% 10% 15% 20%

50万円未満

50～100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800～900万円未満

900～1,000万円未満

1,000万円以上

不明・無回答

全体（N=673）
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６．公的支援の利用について 

Q36 子育て（教育を含む）に関する情報をどのようなところから入手されていますか。 

（あてはまるすべてに○） 

子育て（教育を含む）に関する情報の入手先については、「学校」が 75.2％と最も高く、次いで

「インターネット、ＳＮＳ」が 56.8％、「隣近所の人、知人、友人」が 50.5％となっています。 

 

  

75.2 

4.5 

0.3 

0.6 

0.1 

0.1 

36.3 

4.5 

28.1 

50.5 

1.0 

26.0 

4.2 

4.9 

56.8 

3.3 

0.0

1.8 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80%

学校

保育園（所）・認定こども園、幼稚園

こども広場（かしはらナビプラザ）

子育て支援センター（白橿町）

妊産婦・乳幼児相談窓口（旧健康増進課）

子ども家庭相談ダイヤル（旧子ども家庭相談室）

市の広報・ホームページ・パンフレット

その他市役所など公的な機関

親族（親、兄弟姉妹など）

隣近所の人、知人、友人

子育てサークルの仲間

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌、育児書

コミュニティ誌

インターネット、ＳＮＳ

その他

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

不明・無回答

全体（N=673）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「学校」が 79.9％、所得段階Ⅱでは「学校」が 74.6％、

所得段階Ⅲでは「学校」が 71.6％となっています。 

 

  

学校

保育園
（所）・認定こ
ども園、幼稚
園

こども広場
（かしはらナ
ビプラザ）

子育て支援
センター（白
橿町）

妊産婦・乳
幼児相談窓
口（旧健康
増進課）

子ども家庭
相談ダイヤ
ル（旧子ども
家庭相談
室）

市の広報・
ホームペー
ジ・パンフ
レット

その他市役
所など公的
な機関

親族（親、兄
弟姉妹など）

隣近所の
人、知人、友
人

所得段階Ⅰ
（N=314）

          79.9            4.8             0.0             0.0            0.3             0.0           37.9            4.1           31.8           52.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

          74.6            5.0            0.5            1.0             0.0             0.0           40.3            4.0           25.9           53.2

所得段階Ⅲ
（N=81）

          71.6            3.7            1.2            1.2             0.0             0.0           34.6            6.2           29.6           43.2

子育てサー
クルの仲間

テレビ、ラジ
オ、新聞

子育て雑
誌、育児書

コミュニティ
誌

インターネッ
ト、ＳＮＳ

その他
情報の入手
先がない

情報の入手
手段がわか
らない

不明・無回
答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           1.0           28.7            5.7            5.7           64.3            3.5             0.0            0.6            1.3

所得段階Ⅱ
（N=201）

           1.5           22.9            1.5            4.0           53.7            3.5             0.0            2.0            0.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           1.2           24.7            1.2            3.7           49.4            1.2             0.0            4.9             0.0

所
得
段
階

所
得
段
階
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Q37 あなたの世帯では、以下の手当や援助等を受けていますか。（それぞれひとつだけ○） 

① 児童扶養手当 

児童扶養手当については、「受けたことはない」が 75.2％と最も高く、次いで「現在受けている」

が 17.4％、「受けたことがある」が 1.8％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「受けたことはない」が 89.2％、所得段階Ⅱでは「受け

たことはない」が 77.6％、所得段階Ⅲでは「現在受けている」が 53.1％となっています。 

 

  

17.4 1.8 75.2 5.6 

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

全体

（N=673）

現在受けている 受けたことがある 受けたことはない 不明・無回答

現在受けてい
る

受けたことが
ある

受けたことは
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             8.6              1.0            89.2              1.3

所得段階Ⅱ
（N=201）

           15.9              2.0            77.6              4.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           53.1              3.7            37.0              6.2

所
得
段
階
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② 障がいや難病の手当 

障がいや難病の手当については、「受けたことはない」が 84.1％と最も高く、次いで「現在受け

ている」が 4.9％、「受けたことがある」が 1.5％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「受けたことはない」が 94.3％、所得段階Ⅱでは「受け

たことはない」が 83.1％、所得段階Ⅲでは「受けたことはない」が 70.4％となっています。 

 

  

4.9 1.5 84.1 9.5 

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

全体

（N=673）

現在受けている 受けたことがある 受けたことはない 不明・無回答

現在受けてい
る

受けたことが
ある

受けたことは
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             3.2              1.0            94.3              1.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

             6.5              2.0            83.1              8.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             6.2              2.5            70.4            21.0

所
得
段
階
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③ 年金（遺族年金、老齢年金など） 

年金（遺族年金、老齢年金など）については、「受けたことはない」が 87.1％と最も高く、次い

で「現在受けている」が 3.7％、「受けたことがある」が 0.1％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「受けたことはない」が 95.5％、所得段階Ⅱでは「受け

たことはない」が 88.1％、所得段階Ⅲでは「受けたことはない」が 72.8％となっています。 

 

  

3.7 

0.1 

87.1 9.1 

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

全体

（N=673）

現在受けている 受けたことがある 受けたことはない 不明・無回答

現在受けてい
る

受けたことが
ある

受けたことは
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             2.2               0.0            95.5              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

             4.5               0.0            88.1              7.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             8.6              1.2            72.8            17.3

所
得
段
階
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④ 生活保護 

生活保護については、「受けたことはない」が 89.6％と最も高く、次いで「現在受けている」が

0.6％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「受けたことはない」が 97.5％、所得段階Ⅱでは「受け

たことはない」が 91.0％、所得段階Ⅲでは「受けたことはない」が 79.0％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「受けたことがない」が 91.5％、

該当するでは「受けたことがない」が 78.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

0.6 0.0 

89.6 9.8 

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

全体

（N=673）

現在受けている 受けたことがある 受けたことはない 不明・無回答

現在受けてい
る

受けたことが
ある

受けたことは
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.3               0.0            97.5              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

              0.0               0.0            91.0              9.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             1.2               0.0            79.0            19.8

所
得
段
階

現在受けてい
る

受けたことが
ある

受けたことは
ない

不明・無回答

該当しない
（N=586）

              0.0               0.0            91.5              8.5

該当する
（N=75）

             5.3               0.0            78.7            16.0

ひ
と
り
親

世
帯
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⑤ 就学援助 

就学援助については、「受けたことはない」が 79.2％と最も高く、次いで「現在受けている」が

9.2％、「受けたことがある」が 4.5％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「受けたことはない」が 94.9％、所得段階Ⅱでは「受け

たことはない」が 81.6％、所得段階Ⅲでは「現在受けている」が 58.0％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「受けたことがない」が 85.2％、

該当するでは「現在受けている」が 49.3％となっています。 

 

  

9.2 4.5 79.2 7.1 

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

全体

（N=673）

現在受けている 受けたことがある 受けたことはない 不明・無回答

現在受けてい
る

受けたことが
ある

受けたことは
ない

不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.9              1.0            94.9              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

             3.0              8.0            81.6              7.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           58.0              8.6            29.6              3.7

所
得
段
階

現在受けてい
る

受けたことが
ある

受けたことは
ない

不明・無回答

該当しない
（N=586）

             4.1              3.8            85.2              7.0

該当する
（N=75）

           49.3            10.7            34.7              5.3

ひ
と
り
親

世
帯
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Q38 次の①～⑩の支援制度等を、これまでに利用したことがありますか。またはそれらの支援

制度を知っていますか。（それぞれひとつだけ○） 

① こども食堂 

こども食堂については、「知っているが利用したことがない」が 75.8％と最も高く、次いで「利

用したことがある」が 11.4％、「知らない」が 9.8％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「知っているが利用したことがない」が 79.9％、所得段

階Ⅱでは「知っているが利用したことがない」が 73.6％、所得段階Ⅲでは「知っているが利用し

たことがない」が 66.7％となっています。 

 

  

11.4 75.8 9.8 3.0 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             8.6            79.9              9.2              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           12.9            73.6            10.0              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           19.8            66.7            11.1              2.5

所
得
段
階
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② 放課後児童クラブ（学童保育） 

放課後児童クラブ（学童保育）については、「知っているが利用したことがない」が 51.1％と最

も高く、次いで「利用したことがある」が 44.7％、「知らない」が 1.5％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「利用したことがある」が 51.9％、所得段階Ⅱでは「知

っているが利用したことがない」が 61.2％、所得段階Ⅲでは「知っているが利用したことがない」

が 50.6％となっています。 

 

  

44.7 51.1 1.5 2.7 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           51.9            43.9              2.5              1.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

           36.3            61.2              0.5              2.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           43.2            50.6              1.2              4.9

所
得
段
階
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③ 学校実施の学習支援（地域未来塾） 

学校実施の学習支援（地域未来塾）については、「知らない」が 52.5％と最も高く、次いで「知

っているが利用したことがない」が 40.7％、「利用したことがある」が 2.1％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「知らない」が 56.1％、所得段階Ⅱでは「知らない」が

53.2％、所得段階Ⅲでは「知っているが利用したことがない」「知らない」がそれぞれ 44.4％とな

っています。 

 

  

2.1 40.7 52.5 4.8 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             1.6            38.5            56.1              3.8

所得段階Ⅱ
（N=201）

             2.0            41.3            53.2              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             4.9            44.4            44.4              6.2

所
得
段
階
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④ 市退職校園長会実施の学習支援（かしはら校外塾） 

市退職校園長会実施の学習支援（かしはら校外塾）については、「知っているが利用したことが

ない」が 51.1％と最も高く、次いで「知らない」が 40.7％、「利用したことがある」が 4.0％とな

っています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「知っているが利用したことがない」が 51.0％、所得段

階Ⅱでは「知っているが利用したことがない」が 51.7％、所得段階Ⅲでは「知っているが利用し

たことがない」が 48.1％となっています。 

 

  

4.0 51.1 40.7 4.2 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             2.2            51.0            43.6              3.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

             3.5            51.7            41.3              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           11.1            48.1            35.8              4.9

所
得
段
階
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⑤ 学校、市退職校園長会以外が実施する学習支援 

学校、市退職校園長会以外が実施する学習支援については、「知らない」が 77.1％と最も高く、

次いで「知っているが利用したことがない」が 14.7％、「利用したことがある」が 2.8％となって

います。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「知らない」が 79.6％、所得段階Ⅱでは「知らない」が

77.1％、所得段階Ⅲでは「知らない」が 75.3％となっています。 

 

  

2.8 14.7 77.1 5.3 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             2.5            13.7            79.6              4.1

所得段階Ⅱ
（N=201）

             2.5            15.9            77.1              4.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             3.7            13.6            75.3              7.4

所
得
段
階
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⑥ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）については、「知らない」が

73.1％と最も高く、次いで「知っているが利用したことがない」が 21.8％、「利用したことがある」

が 0.7％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「知らない」が 76.4％、所得段階Ⅱでは「知らない」が

71.6％、所得段階Ⅲでは「知らない」が 65.4％となっています。 

 

  

0.7 21.8 73.1 4.3 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

              0.0            20.7            76.4              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.5            22.9            71.6              4.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

             2.5            25.9            65.4              6.2

所
得
段
階
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⑦ ファミリー・サポート・センター 

ファミリー・サポート・センターについては、「知らない」が 48.3％と最も高く、次いで「知っ

ているが利用したことがない」が 44.7％、「利用したことがある」が 2.7％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「知っているが利用したことがない」が 47.1％、所得段

階Ⅱでは「知らない」が 50.2％、所得段階Ⅲでは「知らない」が 49.4％となっています。 

 

  

2.7 44.7 48.3 4.3 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             3.2            47.1            46.5              3.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

             2.5            43.8            50.2              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             2.5            42.0            49.4              6.2

所
得
段
階
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⑧ 子育て世代包括支援センター（旧健康増進課） 

子育て世代包括支援センター（旧健康増進課）については、「知らない」が 60.2％と最も高く、

次いで「知っているが利用したことがない」が 31.8％、「利用したことがある」が 3.7％となって

います。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「知らない」が 58.3％、所得段階Ⅱでは「知らない」が

62.2％、所得段階Ⅲでは「知らない」が 64.2％となっています。 

 

  

3.7 31.8 60.2 4.3 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             3.8            35.0            58.3              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

             3.0            31.3            62.2              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             4.9            24.7            64.2              6.2

所
得
段
階
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⑨ 子ども家庭総合支援拠点（旧子ども家庭相談室） 

子ども家庭総合支援拠点（旧子ども家庭相談室）については、「知らない」が 69.7％と最も高く、

次いで「知っているが利用したことがない」が 24.4％、「利用したことがある」が 1.5％となって

います。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「知らない」が 69.4％、所得段階Ⅱでは「知らない」が

69.7％、所得段階Ⅲでは「知らない」が 70.4％となっています。 

 

  

1.5 24.4 69.7 4.5 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.3            27.4            69.4              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

             3.0            23.9            69.7              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             2.5            21.0            70.4              6.2

所
得
段
階
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⑩ フードバンク 

フードバンクについては、「知らない」が 52.9％と最も高く、次いで「知っているが利用したこ

とがない」が 42.1％、「利用したことがある」が 0.9％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「知らない」が 50.3％、所得段階Ⅱでは「知らない」が

55.7％、所得段階Ⅲでは「知らない」が 53.1％となっています。 

 

  

0.9 42.1 52.9 4.2 

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

全体

（N=673）

利用したことがある 知っているが利用したことがない

知らない 不明・無回答

利用したこと
がある

知っているが
利用したこと
がない

知らない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             0.3            46.5            50.3              2.9

所得段階Ⅱ
（N=201）

             1.5            39.3            55.7              3.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

             2.5            38.3            53.1              6.2

所
得
段
階
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Q39 あなたは、次のような場所があれば、お子さんに利用させたいと思いますか。 

（それぞれひとつだけ○） 

① お子さんが（家以外で）平日の放課後に夜までいることができる場所 

お子さんが（家以外で）平日の放課後に夜までいることができる場所については、「利用させた

くない」が 45.0％と最も高く、次いで「わからない」が 35.8％、「利用させたい」が 16.8％とな

っています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「利用させたくない」が 45.9％、所得段階Ⅱでは「利用

させたくない」が 50.2％、所得段階Ⅲでは「わからない」が 49.4％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「利用させたくない」が 46.2％、

該当するでは「わからない」が 42.7％となっています。 

 

  

16.8 45.0 35.8 2.4 

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

全体

（N=673）

利用させたい 利用させたくない わからない 不明・無回答

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           18.5            45.9            33.4              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           16.4            50.2            31.3              2.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           16.0            33.3            49.4              1.2

所
得
段
階

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

該当しない
（N=586）

           16.4            46.2            35.2              2.2

該当する
（N=75）

           21.3            34.7            42.7              1.3

ひ
と
り
親

世
帯
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② お子さんが（家以外で）休日にいることができる場所 

お子さんが（家以外で）休日にいることができる場所については、「利用させたくない」が

36.8％と最も高く、次いで「わからない」が32.8％、「利用させたい」が27.6％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「利用させたくない」が 38.2％、所得段階Ⅱでは「利用

させたくない」が 39.3％、所得段階Ⅲでは「利用させたい」が 35.8％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「利用させたくない」が 38.2％、

該当するでは「利用させたい」が 37.3％となっています。 

 

  

27.6 36.8 32.8 2.7 

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

全体

（N=673）

利用させたい 利用させたくない わからない 不明・無回答

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           26.1            38.2            33.1              2.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           29.4            39.3            29.4              2.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           35.8            29.6            32.1              2.5

所
得
段
階

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

該当しない
（N=586）

           26.3            38.2            33.1              2.4

該当する
（N=75）

           37.3            28.0            32.0              2.7

ひ
と
り
親

世
帯
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③ お子さんが（家以外で）夕ごはんをみんなで食べることができる場所 

お子さんが（家以外で）夕ごはんをみんなで食べることができる場所については、「わからない」

が 40.3％と最も高く、次いで「利用させたくない」が 39.4％、「利用させたい」が 17.8％となっ

ています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「利用させたくない」が 41.7％、所得段階Ⅱでは「利用

させたくない」が 43.3％、所得段階Ⅲでは「わからない」が 44.4％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「利用させたくない」が 41.3％、

該当するでは「わからない」が 38.7％となっています。 

 

  

17.8 39.4 40.3 2.5 

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

全体

（N=673）

利用させたい 利用させたくない わからない 不明・無回答

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           16.2            41.7            39.8              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           14.9            43.3            39.3              2.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           28.4            25.9            44.4              1.2

所
得
段
階

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

該当しない
（N=586）

           16.0            41.3            40.4              2.2

該当する
（N=75）

           34.7            24.0            38.7              2.7

ひ
と
り
親

世
帯
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④ お子さんが（家以外で）勉強ができる場所 

お子さんが（家以外で）勉強ができる場所については、「利用させたい」が 60.5％と最も高く、

次いで「わからない」が 22.6％、「利用させたくない」が 14.4％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「利用させたい」が 63.7％、所得段階Ⅱでは「利用させ

たい」が 56.7％、所得段階Ⅲでは「利用させたい」が 58.0％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「利用させたい」が 61.3％、該当

するでは「利用させたい」が 58.7％となっています。 

 

 

 

 

  

60.5 14.4 22.6 2.5 

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

全体

（N=673）

利用させたい 利用させたくない わからない 不明・無回答

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           63.7            14.3            19.7              2.2

所得段階Ⅱ
（N=201）

           56.7            17.4            23.9              2.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           58.0            13.6            25.9              2.5

所
得
段
階

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

該当しない
（N=586）

           61.3            14.0            22.5              2.2

該当する
（N=75）

           58.7            14.7            24.0              2.7

ひ
と
り
親

世
帯
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⑤ お子さんが（学校以外で）何でも相談できる場所 

お子さんが（学校以外で）何でも相談できる場所については、「利用させたい」が 59.3％と最も

高く、次いで「わからない」が 29.1％、「利用させたくない」が 8.9％となっています。 

 

所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「利用させたい」が 61.5％、所得段階Ⅱでは「利用させ

たい」が 53.7％、所得段階Ⅲでは「利用させたい」が 61.7％となっています。 

 

 

ひとり親世帯 

ひとり親該当世帯・非該当世帯別にみると、該当しないでは「利用させたい」が 58.4％、該当

するでは「利用させたい」が 66.7％となっています。 

 

 

  

59.3 8.9 29.1 2.7 

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

全体

（N=673）

利用させたい 利用させたくない わからない 不明・無回答

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           61.5              8.0            28.0              2.5

所得段階Ⅱ
（N=201）

           53.7            10.4            33.8              2.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           61.7            11.1            24.7              2.5

所
得
段
階

利用させたい
利用させたく
ない

わからない 不明・無回答

該当しない
（N=586）

           58.4              9.7            29.5              2.4

該当する
（N=75）

           66.7              4.0            26.7              2.7

ひ
と
り
親

世
帯
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Q40 お子さんやあなたにとって、現在、または将来的に、どのような支援があるとよいと思い

ますか。（あてはまるすべてに○） 

■お子さんへの支援 

現在、または将来的にあるとよいと思うお子さんへの支援については、「学習の支援」が 56.5％

と最も高く、次いで「自然体験など多様な活動機会の提供」が 51.7％、「進路相談」が 47.4％と

なっています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

年金、税（料も含）選挙など将来大人になった際、必要となる知識のための取り組み 

地域移行される予定の部活動について、しっかりとした枠組みを固めてほしい 

自習スペースの提供 

コミュニケーションを学ぶ場 

性についての学ぶ機会 

親がいなくなった時に子どもの生活支援をしてくれる所 

科学館や博物館など子どもの学びにつながる場所があればうれしいです 

雨天時に遊べる広い場所 

 

  

36.3 

9.5 

56.5 

47.4 

33.9 

8.9 

51.7 

15.5 

32.7 

22.0 

3.9 

6.5 

0% 20% 40% 60%

居場所づくり（遊び・読書等の場）

食事の提供

学習の支援

進路相談

就職支援

家での生活の支援・指導

自然体験など多様な活動機会の提供

雑談などの話し相手になる

悩み事の相談相手になる

支援制度や情報の提供

その他

不明・無回答

全体（N=673）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「自然体験など多様な活動機会の提供」が 57.0％、所得

段階Ⅱでは「学習の支援」が 56.7％、所得段階Ⅲでは「学習の支援」が 79.0％となっています。 

 

  

居場所づくり
（遊び・読書等
の場）

食事の提供 学習の支援 進路相談 就職支援
家での生活の
支援・指導

所得段階Ⅰ
（N=314）

           37.9              6.7            50.6            46.2            28.0              9.6

所得段階Ⅱ
（N=201）

           34.8            11.9            56.7            49.3            39.8              9.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           35.8            19.8            79.0            46.9            40.7              6.2

自然体験など
多様な活動機
会の提供

雑談などの話
し相手になる

悩み事の相談
相手になる

支援制度や情
報の提供

その他 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

           57.0            15.0            33.1            17.2              4.8              5.7

所得段階Ⅱ
（N=201）

           48.3            11.9            28.4            26.4              4.0              8.0

所得段階Ⅲ
（N=81）

           35.8            23.5            40.7            28.4              2.5              3.7

所
得
段
階

所
得
段
階
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■保護者への支援 

現在、または将来的にあるとよいと思う保護者への支援については、「支援制度や情報の提供」

が35.8％と最も高く、次いで「生活や就学のための経済的援助」が28.7％、「教育・子育て相談」

が 28.5％となっています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

不登校児の親へのサポートが少ない 

子育てのための経済的援助支援 

母親など非正規労働者でも受けられる健診制度 

友だちづくりの場 

健康のための運動施設 

高校入試の情報（塾に通っていないので情報があまりない） 

特に必要ない 

 

  

18.6 

10.4 

28.5 

35.8 

22.1 

19.2 

6.4 

4.9 

14.9 

10.0 

28.7 

4.9 

17.2 

0% 10% 20% 30% 40%

就労支援

家計のことなどの生活相談

教育・子育て相談

支援制度や情報の提供

申請手続きの支援

家事・子育ての支援

家計の管理の支援

話し相手になる

悩み事の相談相手になる

安い家賃で住める住居

生活や就学のための経済的援助

その他

不明・無回答

全体（N=673）
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所得段階 

所得段階別にみると、所得段階Ⅰでは「教育・子育て相談」が 31.8％、所得段階Ⅱでは「生活

や就学のための経済的援助」が 39.8％、所得段階Ⅲでは「生活や就学のための経済的援助」が

49.4％となっています。 

 

  

就労支援
家計のことな
どの生活相談

教育・子育て
相談

支援制度や情
報の提供

申請手続きの
支援

家事・子育て
の支援

家計の管理の
支援

所得段階Ⅰ
（N=314）

           18.8              8.6            31.8            30.9            18.5            21.3              6.7

所得段階Ⅱ
（N=201）

           14.9            12.4            29.4            38.8            24.4            20.9              5.5

所得段階Ⅲ
（N=81）

           28.4            16.0            16.0            46.9            30.9            11.1              7.4

話し相手にな
る

悩み事の相談
相手になる

安い家賃で住
める住居

生活や就学の
ための経済的
援助

その他 不明・無回答

所得段階Ⅰ
（N=314）

             5.4            15.0              3.5            16.6              6.4            18.8

所得段階Ⅱ
（N=201）

             3.5            13.4            12.9            39.8              5.0            12.9

所得段階Ⅲ
（N=81）

             6.2            17.3            29.6            49.4              2.5              9.9

所
得
段
階

所
得
段
階
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Ⅴ 子ども・若者の生活や意識に関するアンケート調査の

結果（中・高校生相当年齢対象） 

★はじめに、アンケートにご回答いただく方を教えてください。（ひとつだけ○） 

アンケートの回答者については、「あて名の本人」が 76.6％と最も高く、次いで「あて名の本人

の保護者」が 13.9％、「その他」が 0.1％となっています。 

 

１．あなた自身のことについて 

Q１ あなたの性別を教えてください。（ひとつだけ○） 

性別については、「女」が 51.4％と最も高く、次いで「男」が 46.3％、「その他」が 1.0％とな

っています。 

 

Q２ あなたの年齢を教えてください。（ひとつだけ○）※令和６年４月１日現在 

年齢については、「12 歳」が 20.6％と最も高く、次いで「14 歳」が 19.2％、「17 歳」が 18.0％

となっています。 

  

76.6 13.9 

0.1 

9.4 

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

全体

（N=671）

あて名の本人 あて名の本人の保護者 その他 不明・無回答

46.3 51.4 1.0 1.2 

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

全体

（N=671）

男 女 その他 不明・無回答

20.6 6.6 19.2 16.4 17.7 18.0 1.5 

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

全体

（N=671）

12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 不明・無回答
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Q３ あなたの現在の状況について教えてください。（ひとつだけ○） 

現在の状況については、「中学校に在籍している」が 51.3％と最も高く、次いで「全日制の高校

（これに準ずる学校を含む）に在籍している」が 44.3％、「定時制や通信制の高校に在籍している」

が 2.7％となっています。 

 

 

Q４ お住まいの小学校区はどちらですか。（ひとつだけ○） 

お住まいの小学校区については、「真菅小学校区」が 12.4％と最も高く、次いで「真菅北小学校

区」が 10.6％、「耳成南小学校区」が 10.4％となっています。 

 

  

51.3 44.3 

2.7 0.3 0.1 0.4 

0.9 

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

全体

（N=671）

中学校に在籍している

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している

定時制や通信制の高校に在籍している

学校に在籍せず、働いている（アルバイトを含む）

特に何もしていない

その他

不明・無回答

7.3 

4.8 

3.9 

5.8 

6.1 

4.3 

12.4 

5.1 

1.2 

0% 5% 10% 15%

畝傍南小学校区

畝傍北小学校区

鴨公小学校区

晩成小学校区

耳成小学校区

今井小学校区

真菅小学校区

金橋小学校区

香久山小学校区

全体（N=671）

3.1 

10.4 

10.6 

10.3 

7.0 

6.0 

0.1 

1.6 

0% 5% 10% 15%

新沢小学校区

耳成南小学校区

真菅北小学校区

畝傍東小学校区

耳成西小学校区

白橿小学校区

わからない

不明・無回答
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Q５ あなたがいっしょに住んでいるご家族を教えてください。（あてはまるすべてに○） 

いっしょに住んでいる家族については、「お母さん」が 97.8％と最も高く、次いで「お父さん」

が 85.5％、「きょうだい・しまい」が 82.3％となっています。 

 
  

97.8 

85.5 

82.3 

8.9 

14.2 

3.4 

0.7 

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

お母さん

お父さん

きょうだい・しまい

おじいさん

おばあさん

その他

不明・無回答

全体（N=671）
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２．ふだんの暮らしについて 

Q６ あなたは、平日は何時ごろに起きていますか。（ひとつだけ○） 

平日の起床時間については、「午前６～７時」が 56.5％と最も高く、次いで「午前７～８時」が

24.1％、「午前５～６時」が 12.2％となっています。 

 

Q７ あなたは、平日は何時ごろにねていますか。（ひとつだけ○） 

平日の就寝時間については、「午後 11 時より後」が 55.7％と最も高く、次いで「午後 10～11 時」

が 25.9％、「決まっていない」が 10.3％となっています。 

 

  

1.0 12.2 56.5 24.1 

1.3 

3.7 1.0 

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

全体

（N=671）

午前５時より前 午前５～６時 午前６～７時 午前７～８時

午前８時より後 決まっていない 不明・無回答

0.3 0.3 

6.3 25.9 55.7 10.3 1.2 

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

全体

（N=671）

午後８時より前 午後８～９時 午後９～10時 午後10～11時

午後11時より後 決まっていない 不明・無回答
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Q８ あなたは週にどのくらい、食事をしていますか。（それぞれひとつだけ○） 

朝食の頻度については、「毎日食べる（週７日）」が 76.0％と最も高く、次いで「週５～６日」

が 10.1％、「週１～２日、ほとんど食べない、まったく食べない」が 9.2％となっています。 

夕食の頻度については、「毎日食べる（週７日）」が 96.3％と最も高く、次いで「週５～６日」

が 1.8％、「週３～４日」が 0.4％となっています。 

 
 

Q９ あなたはふだんの朝食、夕食を誰と食べていますか。（それぞれひとつだけ○） 

朝食を誰と食べているかについては、「ひとりで食べる」が 39.3％と最も高く、次いで「大人の

家族の誰かと食べる」が 25.0％、「家族そろって食べる」が 14.9％となっています。 

夕食を誰と食べているかについては、「家族そろって食べる」が 44.1％と最も高く、次いで「大

人の家族の誰かと食べる」が 36.4％、「ひとりで食べる」が 8.8％となっています。 

 

  

76.0 

96.3 

10.1 

1.8 

3.7 

0.4 

9.2 

0.3 

0.9 

1.2 

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

①朝食

②夕食

全体（N=671）

毎日食べる（週７日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとんど食べない、まったく食べない

不明・無回答

14.9 

44.1 

25.0 

36.4 

12.8 

4.0 

39.3 

8.8 

6.6 

5.2 

1.3 

1.5 

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

①朝食

②夕食

全体（N=671）

家族そろって食べる 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 不明・無回答
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Q10 あなたの外出状況に最も近いものを教えてください。（ひとつだけ○） 

外出状況については、「学校や習い事もしくは仕事などで平日は毎日、外に出かける」が 81.8％

と最も高く、次いで「学校や習い事もしくは仕事などで週に３～４日、外に出かける」が 7.5％、

「ふだんは家にいるが、自分の趣味などの用事のときだけ外に出かける」が 3.1％となっています。 

 

  

81.8 

7.5 

2.8 

1.5 

3.1 

1.2 

1.0 

0.1 

0.9 

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

学校や習い事もしくは仕事などで平日は毎日、

外に出かける

学校や習い事もしくは仕事などで週に３～４日、

外に出かける

遊びなどでよく外に出かける

（ひとりで遊ぶ場合も含める）

人づきあいのためにときどき外に出かける

ふだんは家にいるが、自分の趣味などの

用事のときだけ外に出かける

ふだんは家にいるが、近くのスーパーや

コンビニなどには出かける

自分の部屋からは出るが、家からは出ない

自分の部屋からほとんど出ない

不明・無回答

全体（N=671）
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就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍しているでは「学校や習い事もしくは仕事などで平

日は毎日、外に出かける」が 78.2％、全日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している

では「学校や習い事もしくは仕事などで平日は毎日、外に出かける」が 89.6％、定時制や通信制

の高校に在籍しているでは「学校や習い事もしくは仕事などで平日は毎日、外に出かける」が

38.9％となっています。 

 

  

学校や習い事
もしくは仕事
などで平日は
毎日、外に出
かける

学校や習い事
もしくは仕事
などで週に３
～４日、外に
出かける

遊びなどでよ
く外に出かけ
る（ひとりで遊
ぶ場合も含め
る）

人づきあいの
ためにときど
き外に出かけ
る

ふだんは家に
いるが、自分
の趣味などの
用事のときだ
け外に出かけ
る

中学校に在籍している
（N=344）

           78.2            10.5              2.9              1.5              3.8

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           89.6              2.4              2.4              1.7              2.0

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           38.9            22.2            11.1               0.0            11.1

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

              0.0           100.0               0.0               0.0               0.0

特に何もしていない
（N=1）

          100.0               0.0               0.0               0.0               0.0

ふだんは家に
いるが、近く
のスーパーや
コンビニなど
には出かける

自分の部屋か
らは出るが、
家からは出な
い

自分の部屋か
らほとんど出
ない

不明・無回答

中学校に在籍している
（N=344）

             0.9              1.2              0.3              0.9

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

             1.0              0.3               0.0              0.7

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

             5.6              5.6               0.0              5.6

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

              0.0               0.0               0.0               0.0

特に何もしていない
（N=1）

              0.0               0.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況
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Q10 で「ふだんは家にいるが、自分の趣味などの用事のときだけ外に出かける」～「自分の部屋

からほとんど出ない」と答えた人にお聞きします。 

Q11 あなたの外出状況が現在の状態になったのは、あなたが何歳のころですか。（ひとつだけ○） 

外出状況が現在の状態になった年齢については、「13 歳」が 40.5％と最も高く、次いで「12 歳

以下」が 32.4％、「14歳」「16 歳」がそれぞれ 8.1％となっています。 

 

就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍しているでは「12 歳以下」が 52.4％、全日制の高校

（これに準ずる学校を含む）に在籍しているでは「13 歳」「16 歳」がそれぞれ 30.0％となってい

ます。 

 

［学校に在籍せず、働いている（アルバイトを含む）］［特に何もしていない］は N=0 のため省略 

 

  

32.4 40.5 8.1 5.4 8.1 2.7 2.7 

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

全体

（N=37）

12歳以下 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 不明・無回答

12歳以下 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 不明・無回答

中学校に在籍している
（N=21）

           52.4            38.1              9.5               0.0               0.0               0.0               0.0

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=10）

           10.0            30.0            10.0               0.0            30.0            10.0            10.0

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=4）

              0.0            50.0               0.0            50.0               0.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況
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Q10 で「ふだんは家にいるが、自分の趣味などの用事のときだけ外に出かける」～「自分の部屋

からほとんど出ない」と答えた人にお聞きします。 

Q12 あなたの外出状況が現在の状態となって、どのくらい経ちますか。（ひとつだけ○） 

外出状況が現在の状態となって、どのくらい経つかについては、「１年以上３年未満」が 35.1％

と最も高く、次いで「３か月未満」が 16.2％、「５年以上」が 13.5％となっています。 

 

 

就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍しているでは「１年以上３年未満」が 28.6％、全日

制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍しているでは「１年以上３年未満」が 30.0％となっ

ています。 

 

［学校に在籍せず、働いている（アルバイトを含む）］［特に何もしていない］は N=0 のため省略 

  

16.2 10.8 8.1 35.1 10.8 13.5 5.4 

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

全体

（N=37）

３か月未満 ３か月以上６か月未満 ６か月以上１年未満

１年以上３年未満 ３年以上５年未満 ５年以上

不明・無回答

３か月未満
３か月以上６
か月未満

６か月以上１
年未満

１年以上３年
未満

３年以上５年
未満

５年以上 不明・無回答

中学校に在籍している
（N=21）

           19.0              4.8            14.3            28.6              9.5            23.8               0.0

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=10）

           20.0            20.0               0.0            30.0            10.0               0.0            20.0

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=4）

              0.0            25.0               0.0            50.0            25.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況
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Q10 で「ふだんは家にいるが、自分の趣味などの用事のときだけ外に出かける」～「自分の部屋

からほとんど出ない」と答えた人にお聞きします。 

Q13 現在の状態となったきっかけは何ですか。（あてはまるすべてに○） 

現在の状態となったきっかけについては、「学校に行けなくなった」が 43.2％と最も高く、次い

で「その他」が 29.7％、「友人との関係がうまくいかなかった」が 24.3％となっています。 

 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

学校が通信制のため出掛ける必要がない 

家にいる方がおちつく 

学校の課題とテストで忙しくなったため。 

いじめられて不登校になった 

人間関係がめんどくさかった。プライベートまで友人と遊ぶなどしたくなかった。 

学校に行けなかったとかではなく、ふつうにあそびぐらいのかんかくで行っていた。 

 

  

43.2 

24.3 

10.8 

0.0

0.0

0.0

10.8 

0.0

29.7 

8.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

学校に行けなくなった

友人との関係がうまくいかなかった

親との関係がうまくいかなかった

きょうだい・しまいとの関係がうまくいかなかった

職場になじめなかった

受験や就職活動がうまくいかなかった

病気のため

仕事の関係上、在宅勤務となった

その他

不明・無回答

全体（N=37）
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就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合では「学校に行けなくなった」が

42.9％、全日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「その他」が 40.0％と

なっています。 

 
［学校に在籍せず、働いている（アルバイトを含む）］［特に何もしていない］は N=0 のため省略  

学校に行けな
くなった

友人との関係
がうまくいか
なかった

親との関係が
うまくいかな
かった

きょうだい・し
まいとの関係
がうまくいか
なかった

職場になじめ
なかった

中学校に在籍している
（N=21）

           42.9            23.8              9.5               0.0               0.0

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=10）

           20.0            10.0            10.0               0.0               0.0

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=4）

           75.0            50.0            25.0               0.0               0.0

受験や就職活
動がうまくい
かなかった

病気のため
仕事の関係
上、在宅勤務
となった

その他 不明・無回答

中学校に在籍している
（N=21）

              0.0              9.5               0.0            23.8              4.8

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=10）

              0.0            10.0               0.0            40.0            20.0

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=4）

              0.0            25.0               0.0            25.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況
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Q14 あなたが安心できる場所はどこですか。（あてはまるすべてに○） 

安心できる場所については、「自宅の自分の部屋」が 76.0％と最も高く、次いで「自宅の家族が

集まる部屋」が 69.6％、「おじいさん・おばあさんや親せきの家」が 31.1％となっています。 

 

  

76.0 

69.6 

31.1 

15.9 

26.4 

5.7 

15.5 

8.5 

3.7 

0.4 

10.4 

0.6 

6.6 

6.4 

6.4 

10.0 

0.3 

7.2 

2.8 

0.6 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅の自分の部屋

自宅の家族が集まる部屋

おじいさん・おばあさんや親せきの家

友だちの家

学校の教室

学校の保健室

学校の部室

学校の図書室

市の図書館

児童館・児童センター

学習塾・習い事の教室

勤務先・アルバイト先

ゲームセンター等の娯楽施設

カフェ等の飲食店

公園

インターネット上の空間

橿原市適応指導教室「虹の広場」（中学生のみ）

商業施設やショッピングモール、コンビニ

その他

安心できる場所がない

不明・無回答

全体（N=671）
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家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「自宅の自分の部屋」が 75.3％、三世代世帯では「自宅

の自分の部屋」が 77.5％、ひとり親世帯では「自宅の自分の部屋」が 79.4％となっています。 

 
※子ども・若者の生活や意識に関するアンケート調査の分析では、Q5 の回答結果に基づいて家族構成を

分類しています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「自宅の家族が集まる部屋」が 82.8％、自尊感情：中

では「自宅の自分の部屋」が 77.2％、自尊感情：低では「自宅の自分の部屋」が 79.6％となって

います。 

 

  

自宅の自分
の部屋

自宅の家族
が集まる部
屋

おじいさん・
おばあさん
や親せきの
家

友だちの家 学校の教室
学校の保健
室

学校の部室
学校の図書
室

市の図書館
児童館・児
童センター

学習塾・習い
事の教室

二世代世帯
（N=493）

          75.3           70.8           33.1           15.0           25.2            5.7           15.4            8.1            3.2            0.2           10.8

三世代世帯
（N=102）

          77.5           66.7           25.5           19.6           28.4            5.9           17.6           11.8            7.8             0.0            9.8

ひとり親世帯
（N=68）

          79.4           67.6           27.9           19.1           32.4            5.9           13.2            7.4            1.5            2.9            8.8

勤務先・アル
バイト先

ゲームセン
ター等の娯
楽施設

カフェ等の飲
食店

公園
インターネッ
ト上の空間

橿原市適応
指導教室
「虹の広場」
（中学生の
み）

商業施設や
ショッピング
モール、コン
ビニ

その他
安心できる
場所がない

不明・無回
答

二世代世帯
（N=493）

           0.2            6.1            5.9            6.1            9.9             0.0            6.5            2.6            0.6            2.4

三世代世帯
（N=102）

           1.0            7.8            8.8            8.8            9.8            2.0           11.8            3.9            1.0            1.0

ひとり親世帯
（N=68）

           2.9            8.8            7.4            5.9           11.8             0.0            5.9            2.9             0.0             0.0

家
族
構
成

家
族
構
成

自宅の自分
の部屋

自宅の家族
が集まる部
屋

おじいさん・
おばあさん
や親せきの
家

友だちの家 学校の教室
学校の保健
室

学校の部室
学校の図書
室

市の図書館
児童館・児
童センター

学習塾・習い
事の教室

自尊感情：高
（N=267）

          74.2           82.8           40.8           21.0           39.0            6.7           19.9           10.1            4.5            0.7           17.2

自尊感情：中
（N=250）

          77.2           67.2           27.2           14.0           20.4            4.8           13.6            8.8            4.4             0.0            7.2

自尊感情：低
（N=137）

          79.6           48.9           21.2           10.2           13.9            5.1           11.7            5.8            1.5             0.0            3.6

勤務先・アル
バイト先

ゲームセン
ター等の娯
楽施設

カフェ等の飲
食店

公園
インターネッ
ト上の空間

橿原市適応
指導教室
「虹の広場」
（中学生の
み）

商業施設や
ショッピング
モール、コン
ビニ

その他
安心できる
場所がない

不明・無回
答

自尊感情：高
（N=267）

           0.7            8.2            8.2            8.2            6.0            0.4            8.6            1.5            0.7            1.5

自尊感情：中
（N=250）

            0.0            6.4            6.8            7.2            8.8             0.0            7.6            1.6             0.0            2.0

自尊感情：低
（N=137）

            0.0            3.6            1.5            2.2           20.4            0.7            2.9            8.0            1.5            1.5

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q15 あなたはこれまでに、学校で次のようなことを経験したことがありますか。 

（あてはまるすべてに○） 

学校で経験したことについては、「友だちとよく話した」が 92.5％と最も高く、次いで「親友が

いた」が76.9％、「学校の先生がおもしろかった・話をしやすかった」が74.5％となっています。 

 

  

92.5 

76.9 

74.5 

15.9 

8.2 

26.2 

24.3 

28.3 

9.8 

0.7 

1.6 

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

友だちとよく話した

親友がいた

学校の先生がおもしろかった・話をしやすかった

友だちといるよりもひとりで遊んでいるほうが

楽しかった

不登校を経験した

我慢をすることが多かった

学校の勉強についていけなかった

友だちとの関係がうまくいかなかった

学校の先生との関係がうまくいかなかった

あてはまるものはない

不明・無回答

全体（N=671）
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就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「友だちとよく話した」が 94.2％、

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「友だちとよく話した」が

92.3％、定時制や通信制の高校に在籍している場合は「友だちとよく話した」が 94.4％となって

います。 

 

  

友だちとよく話
した

親友がいた

学校の先生が
おもしろかっ
た・話をしやす
かった

友だちといる
よりもひとりで
遊んでいるほ
うが楽しかっ
た

不登校を経験
した

我慢をするこ
とが多かった

中学校に在籍している
（N=344）

           94.2            81.4            76.7            12.2              6.7            26.7

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           92.3            74.4            72.7            20.2              5.4            25.6

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           94.4            55.6            77.8            22.2            72.2            27.8

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

           50.0            50.0            50.0               0.0            50.0           100.0

特に何もしていない
（N=1）

          100.0               0.0               0.0               0.0               0.0               0.0

学校の勉強に
ついていけな
かった

友だちとの関
係がうまくい
かなかった

学校の先生と
の関係がうま
くいかなかっ
た

あてはまるも
のはない

不明・無回答

中学校に在籍している
（N=344）

           20.1            25.0              8.4              0.9              0.9

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           27.3            30.6            11.8              0.3              2.0

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           44.4            44.4            11.1               0.0               0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

          100.0           100.0               0.0               0.0               0.0

特に何もしていない
（N=1）

          100.0               0.0               0.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「友だちとよく話した」が 97.0％、自尊感情：中では

「友だちとよく話した」が 94.8％、自尊感情：低では「友だちとよく話した」が 81.8％となって

います。 

 

  

友だちとよく話
した

親友がいた

学校の先生が
おもしろかっ
た・話をしやす
かった

友だちといる
よりもひとりで
遊んでいるほ
うが楽しかっ
た

不登校を経験
した

我慢をするこ
とが多かった

自尊感情：高
（N=267）

           97.0            86.5            85.0              8.6              3.7            16.1

自尊感情：中
（N=250）

           94.8            76.0            73.2            18.0              8.4            29.6

自尊感情：低
（N=137）

           81.8            62.8            58.4            25.5            16.8            40.9

学校の勉強に
ついていけな
かった

友だちとの関
係がうまくい
かなかった

学校の先生と
の関係がうま
くいかなかっ
た

あてはまるも
のはない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           15.4            23.2              6.0               0.0              1.1

自尊感情：中
（N=250）

           26.4            28.0            10.4              0.4              0.8

自尊感情：低
（N=137）

           39.4            40.1            14.6              2.9              2.9

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q16 現在、悩んでいることや不安に感じていることはありますか。（あてはまるすべてに○） 

現在、悩んでいることや不安に感じていることについては、「勉強や進学のこと」が 58.4％と最

も高く、次いで「将来のこと」が 29.8％、「特に悩みや不安はない」が 22.2％となっています。 

 

  

16.5 

5.5 

58.4 

15.5 

0.9 

10.7 

14.2 

14.0 

7.0 

1.2 

8.9 

29.8 

13.6 

7.0 

0.9 

22.2 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80%

友人関係のこと

家族関係のこと

勉強や進学のこと

学校生活のこと

仕事や職場のこと

就職のこと

自分の性格のこと

自分の見た目のこと

自分や家族の健康のこと

性（ジェンダー）のこと

恋愛のこと

将来のこと

お金のこと

何となく

その他

特に悩みや不安はない

不明・無回答

全体（N=671）
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就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「勉強や進学のこと」が 56.4％、全

日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「勉強や進学のこと」が 62.3％、

定時制や通信制の高校に在籍している場合は「将来のこと」が 55.6％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「勉強や進学のこと」が 57.8％、三世代世帯では「勉強

や進学のこと」が 65.7％、ひとり親世帯では「勉強や進学のこと」が 52.9％となっています。 

 
  

友人関係の
こと

家族関係の
こと

勉強や進学
のこと

学校生活の
こと

仕事や職場
のこと

就職のこと
自分の性格
のこと

自分の見た
目のこと

自分や家族
の健康のこ
と

中学校に在籍している
（N=344）

          17.4            6.4           56.4           16.9            0.9            7.3           15.4           11.9            7.0

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

          15.2            4.4           62.3           13.1            0.3           13.5           10.1           15.5            6.1

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

          16.7            5.6           44.4           16.7            5.6           22.2           44.4           16.7           22.2

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

            0.0             0.0           50.0             0.0             0.0           50.0           50.0           50.0             0.0

特に何もしていない
（N=1）

            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0

性（ジェン
ダー）のこと

恋愛のこと 将来のこと お金のこと 何となく その他
特に悩みや
不安はない

不明・無回
答

中学校に在籍している
（N=344）

           1.5            8.1           26.5           12.2            7.6            1.5           26.2            5.5

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           0.7           10.4           32.0           14.1            6.1             0.0           18.9            3.7

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           5.6            5.6           55.6           27.8           11.1             0.0            5.6             0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

            0.0             0.0           50.0           50.0             0.0             0.0             0.0           50.0

特に何もしていない
（N=1）

            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0         100.0             0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況

友人関係の
こと

家族関係の
こと

勉強や進学
のこと

学校生活の
こと

仕事や職場
のこと

就職のこと
自分の性格
のこと

自分の見た
目のこと

自分や家族
の健康のこ
と

二世代世帯
（N=493）

          16.6            5.5           57.8           15.4            0.8            9.3           14.8           14.2            7.7

三世代世帯
（N=102）

          13.7            7.8           65.7           20.6            2.0           18.6           12.7           12.7            3.9

ひとり親世帯
（N=68）

          19.1            2.9           52.9            7.4             0.0           10.3           11.8           14.7            7.4

性（ジェン
ダー）のこと

恋愛のこと 将来のこと お金のこと 何となく その他
特に悩みや
不安はない

不明・無回
答

二世代世帯
（N=493）

           1.2            8.5           29.6           12.4            7.9            1.0           24.3            4.1

三世代世帯
（N=102）

           2.0            7.8           31.4           16.7            5.9            1.0           12.7            3.9

ひとり親世帯
（N=68）

            0.0           14.7           30.9           19.1            2.9             0.0           22.1            8.8

家
族
構
成

家
族
構
成
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「勉強や進学のこと」が 50.2％、自尊感情：中では

「勉強や進学のこと」が 64.0％、自尊感情：低では「勉強や進学のこと」が 70.1％となっていま

す。 

 
  

友人関係の
こと

家族関係の
こと

勉強や進学
のこと

学校生活の
こと

仕事や職場
のこと

就職のこと
自分の性格
のこと

自分の見た
目のこと

自分や家族
の健康のこ
と

自尊感情：高
（N=267）

           8.2            1.1           50.2            8.6            0.7            7.5            6.4            4.5            6.0

自尊感情：中
（N=250）

          17.2            4.8           64.0           13.6            0.8            8.8           12.4           16.4            8.4

自尊感情：低
（N=137）

          32.1           15.3           70.1           32.8            1.5           20.4           32.1           28.5            7.3

性（ジェン
ダー）のこと

恋愛のこと 将来のこと お金のこと 何となく その他
特に悩みや
不安はない

不明・無回
答

自尊感情：高
（N=267）

           0.4            6.4           16.9            9.7            5.2            0.4           34.5            4.5

自尊感情：中
（N=250）

           1.6           10.4           34.4           15.2            8.8            0.4           16.4            3.2

自尊感情：低
（N=137）

           2.2           12.4           46.7           19.7            6.6            2.9            9.5            5.1

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q17 悩みや不安を感じたときに、誰・どこに相談していますか。（あてはまるすべてに○） 

悩みや不安を感じたときの相談相手・相談先については、「親」が 59.3％と最も高く、次いで

「同級生の友だち」が 53.7％、「特に相談はしない」が 19.8％となっています。 

 

  

53.7 

8.6 

3.7 

0.7 

59.3 

17.6 

6.7 

15.9 

1.2 

1.9 

3.4 

2.7 

3.4 

1.3 

19.8 

2.5 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80%

同級生の友だち

年上の友だち・先輩

年下の友だち・後輩

職場・アルバイト先の同僚等

親

きょうだい・しまい

おじいさん・おばあさんなどの親せき

学校の先生

保健室の先生

スクールカウンセラー

塾や習い事の先生

インターネット上のだれか（チャット等を含む）

Instagram・LINEなどのＳＮＳ

その他

特に相談はしない

誰にも相談したくない

不明・無回答

全体（N=671）
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就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「親」が 58.1％、全日制の高校（こ

れに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「親」が 60.9％、定時制や通信制の高校に在籍し

ている場合は「親」が 61.1％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「親」が 58.8％、三世代世帯では「親」が 67.6％、ひと

り親世帯では「親」が 51.5％となっています。 

 
 

  

同級生の友
だち

年上の友だ
ち・先輩

年下の友だ
ち・後輩

職場・アルバ
イト先の同僚
等

親
きょうだい・し
まい

おじいさん・
おばあさんな
どの親せき

学校の先生
保健室の先
生

中学校に在籍している
（N=344）

          51.7            6.7            3.5             0.0           58.1           15.1            7.8           13.4            0.9

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

          58.9           10.8            4.0            1.7           60.9           20.2            5.7           19.2            1.3

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

          22.2           11.1            5.6             0.0           61.1           27.8             0.0           22.2            5.6

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

          50.0             0.0             0.0             0.0         100.0           50.0             0.0             0.0             0.0

特に何もしていない
（N=1）

            0.0             0.0             0.0             0.0         100.0             0.0             0.0             0.0             0.0

スクールカウ
ンセラー

塾や習い事
の先生

インターネッ
ト上のだれ
か（チャット
等を含む）

Instagram・
LINEなどのＳ
ＮＳ

その他
特に相談は
しない

誰にも相談し
たくない

不明・無回
答

中学校に在籍している
（N=344）

           0.9            3.2            1.7            2.9            0.9           22.7            2.0            2.6

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           3.4            4.0            3.0            4.4            1.7           16.5            2.7            3.4

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

            0.0             0.0           16.7             0.0             0.0           22.2            5.6             0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0

特に何もしていない
（N=1）

            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況

同級生の友
だち

年上の友だ
ち・先輩

年下の友だ
ち・後輩

職場・アルバ
イト先の同僚
等

親
きょうだい・し
まい

おじいさん・
おばあさんな
どの親せき

学校の先生
保健室の先
生

二世代世帯
（N=493）

          55.2            8.3            3.7            0.4           58.8           18.1            5.5           15.2            1.4

三世代世帯
（N=102）

          50.0            8.8            3.9            1.0           67.6           17.6           12.7           18.6            1.0

ひとり親世帯
（N=68）

          50.0            8.8            2.9            2.9           51.5           14.7            5.9           19.1             0.0

スクールカウ
ンセラー

塾や習い事
の先生

インターネッ
ト上のだれ
か（チャット
等を含む）

Instagram・
LINEなどのＳ
ＮＳ

その他
特に相談は
しない

誰にも相談し
たくない

不明・無回
答

二世代世帯
（N=493）

           1.8            3.2            2.8            2.8            1.2           20.3            2.8            2.6

三世代世帯
（N=102）

           2.0            4.9            2.0            5.9            2.0           14.7            2.0            2.0

ひとり親世帯
（N=68）

           2.9            2.9            2.9            4.4            1.5           25.0            1.5            4.4

家
族
構
成

家
族
構
成
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「親」が 67.0％、自尊感情：中では「親」が 59.6％、

自尊感情：低では「親」が 43.8％となっています。 

 
  

同級生の友
だち

年上の友だ
ち・先輩

年下の友だ
ち・後輩

職場・アルバ
イト先の同僚
等

親
きょうだい・し
まい

おじいさん・
おばあさんな
どの親せき

学校の先生
保健室の先
生

自尊感情：高
（N=267）

          64.4           12.0            5.6            1.1           67.0           23.2            8.2           22.5            1.9

自尊感情：中
（N=250）

          54.0            7.6            2.0            0.4           59.6           18.0            7.6           14.4            0.8

自尊感情：低
（N=137）

          33.6            5.1            3.6             0.0           43.8            5.8            2.9            8.0            0.7

スクールカウ
ンセラー

塾や習い事
の先生

インターネッ
ト上のだれ
か（チャット
等を含む）

Instagram・
LINEなどのＳ
ＮＳ

その他
特に相談は
しない

誰にも相談し
たくない

不明・無回
答

自尊感情：高
（N=267）

           1.1            4.9            1.5            2.2            0.4           15.0            0.7            2.2

自尊感情：中
（N=250）

           2.8            3.2            3.2            4.4            1.2           19.6            1.6            2.4

自尊感情：低
（N=137）

           2.2            1.5            4.4            3.6            3.6           30.7            8.0            3.6

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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３．ご家庭のことについて 

Q18 あなたとご家族の関係性について教えてください。（それぞれひとつだけ○） 

A．あなたはご家族とよく話をする方ですか。 

① お母さん 

お母さんとよく話をするかについては、「よく話す」が 81.4％と最も高く、次いで「どちらかと

いえば話す」が 13.4％、「あまり話さない」が 2.2％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よく話す」が 91.8％、自尊感情：中では「よく話す」

が 80.0％、自尊感情：低では「よく話す」が 63.5％となっています。 

 

  

81.4 13.4 2.2 

0.7 0.4 

1.8 

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

全体

（N=671）

よく話す どちらかといえば話す あまり話さない

ほとんど話さない あてはまる家族はいない 不明・無回答

よく話す
どちらかとい
えば話す

あまり話さな
い

ほとんど話さ
ない

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           91.8              6.0              1.5               0.0               0.0              0.7

自尊感情：中
（N=250）

           80.0            14.8              2.0              0.4              0.8              2.0

自尊感情：低
（N=137）

           63.5            26.3              4.4              2.9               0.0              2.9

自
尊
感
情
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② お父さん 

お父さんとよく話をするかについては、「よく話す」が 50.5％と最も高く、次いで「どちらかと

いえば話す」が 24.0％、「あまり話さない」が 10.0％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よく話す」が 62.9％、自尊感情：中では「よく話す」

が 49.2％、自尊感情：低では「どちらかといえば話す」が 31.4％となっています。 

 

  

50.5 24.0 10.0 4.3 7.0 4.2 

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

全体

（N=671）

よく話す どちらかといえば話す あまり話さない

ほとんど話さない あてはまる家族はいない 不明・無回答

よく話す
どちらかとい
えば話す

あまり話さな
い

ほとんど話さ
ない

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           62.9            17.6              8.2              1.9              6.0              3.4

自尊感情：中
（N=250）

           49.2            27.2            10.4              2.4              7.6              3.2

自尊感情：低
（N=137）

           29.2            31.4            13.9            12.4              8.0              5.1

自
尊
感
情
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③ きょうだい・しまい 

きょうだい・しまいとよく話をするかについては、「よく話す」が 56.8％と最も高く、次いで

「どちらかといえば話す」が 17.6％、「あてはまる家族はいない」が 9.7％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よく話す」が 67.0％、自尊感情：中では「よく話す」

が 54.0％、自尊感情：低では「よく話す」が 40.9％となっています。 

 

  

56.8 17.6 8.3 3.3 9.7 4.3 

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

全体

（N=671）

よく話す どちらかといえば話す あまり話さない

ほとんど話さない あてはまる家族はいない 不明・無回答

よく話す
どちらかとい
えば話す

あまり話さな
い

ほとんど話さ
ない

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           67.0            15.0              6.4              0.7              7.9              3.0

自尊感情：中
（N=250）

           54.0            18.4              8.8              2.8            11.2              4.8

自尊感情：低
（N=137）

           40.9            22.6            11.7              8.0            11.7              5.1

自
尊
感
情
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④ おじいさん 

おじいさんとよく話をするかについては、「よく話す」が 22.4％と最も高く、次いで「どちらか

といえば話す」が 20.6％、「あてはまる家族はいない」が 18.6％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よく話す」が 30.3％、自尊感情：中では「あまり話

さない」が 21.2％、自尊感情：低では「あてはまる家族はいない」が 25.5％となっています。 

 

  

22.4 20.6 16.8 9.4 18.6 12.2 

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

全体

（N=671）

よく話す どちらかといえば話す あまり話さない

ほとんど話さない あてはまる家族はいない 不明・無回答

よく話す
どちらかとい
えば話す

あまり話さな
い

ほとんど話さ
ない

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           30.3            21.7            12.4              9.0            16.1            10.5

自尊感情：中
（N=250）

           20.4            20.0            21.2              8.8            17.6            12.0

自尊感情：低
（N=137）

           11.7            19.0            18.2            12.4            25.5            13.1

自
尊
感
情
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⑤ おばあさん 

おばあさんとよく話をするかについては、「よく話す」が 31.4％と最も高く、次いで「どちらか

といえば話す」が 24.7％、「あまり話さない」が 13.7％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よく話す」が 39.7％、自尊感情：中では「よく話す」

が 30.4％、自尊感情：低では「どちらかといえば話す」が 28.5％となっています。 

 

  

31.4 24.7 13.7 9.1 10.4 10.6 

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

全体

（N=671）

よく話す どちらかといえば話す あまり話さない

ほとんど話さない あてはまる家族はいない 不明・無回答

よく話す
どちらかとい
えば話す

あまり話さな
い

ほとんど話さ
ない

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           39.7            22.8            10.1              9.4              9.4              8.6

自尊感情：中
（N=250）

           30.4            25.2            18.0              6.8              8.8            10.8

自尊感情：低
（N=137）

           18.2            28.5            13.9            13.9            14.6            10.9

自
尊
感
情
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⑥ その他 

その他の家族とよく話をするかについては、「あてはまる家族はいない」が 26.7％と最も高く、

次いで「よく話す」が 11.6％、「どちらかといえば話す」が 6.7％となっています。 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまる家族はいない」が 24.0％、自尊感情：中

では「あてはまる家族はいない」が 26.8％、自尊感情：低では「あてはまる家族はいない」が

33.6％となっています。 

 

  

11.6 6.7 5.5 3.1 26.7 46.3 

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

全体

（N=671）

よく話す どちらかといえば話す あまり話さない

ほとんど話さない あてはまる家族はいない 不明・無回答

よく話す
どちらかとい
えば話す

あまり話さな
い

ほとんど話さ
ない

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           15.4              6.7              5.6              2.6            24.0            45.7

自尊感情：中
（N=250）

           10.4              6.8              7.6              3.2            26.8            45.2

自尊感情：低
（N=137）

             7.3              7.3              2.2              4.4            33.6            45.3

自
尊
感
情
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B．あなたのご家族は、あなたの気持ちをよくわかっていると思いますか。 

① お母さん 

お母さんは気持ちをよくわかっていると思うかについては、「よくわかっている」が 53.9％と最

も高く、次いで「どちらかといえばわかっている」が 34.1％、「あまりわかっていない」が 5.4％

となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よくわかっている」が 72.3％、自尊感情：中では

「よくわかっている」が 49.6％、自尊感情：低では「どちらかといえばわかっている」が 50.4％

となっています。 

 

  

53.9 34.1 5.4 3.6 

0.4 

2.5 

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

全体

（N=671）

よくわかっている どちらかといえばわかっている

あまりわかっていない わかっていない

あてはまる家族はいない 不明・無回答

よくわかって
いる

どちらかとい
えばわかって
いる

あまりわかっ
ていない

わかっていな
い

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           72.3            22.1              3.7              1.1               0.0              0.7

自尊感情：中
（N=250）

           49.6            38.8              4.4              4.0              0.8              2.4

自尊感情：低
（N=137）

           27.7            50.4            10.2              8.0               0.0              3.6

自
尊
感
情
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② お父さん 

お父さんは気持ちをよくわかっていると思うかについては、「よくわかっている」が 37.7％と最

も高く、次いで「どちらかといえばわかっている」が32.5％、「あまりわかっていない」が12.5％

となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よくわかっている」が 50.9％、自尊感情：中では

「よくわかっている」が 37.6％、自尊感情：低では「どちらかといえばわかっている」が 39.4％

となっています。 

 

  

37.7 32.5 12.5 5.7 6.9 4.8 

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

全体

（N=671）

よくわかっている どちらかといえばわかっている

あまりわかっていない わかっていない

あてはまる家族はいない 不明・無回答

よくわかって
いる

どちらかとい
えばわかって
いる

あまりわかっ
ていない

わかっていな
い

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           50.9            29.2              8.6              2.2              5.6              3.4

自尊感情：中
（N=250）

           37.6            33.2            14.4              4.0              7.6              3.2

自尊感情：低
（N=137）

           14.6            39.4            16.8            15.3              8.0              5.8

自
尊
感
情
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③ きょうだい・しまい 

きょうだい・しまいは気持ちをよくわかっていると思うかについては、「よくわかっている」が

33.8％と最も高く、次いで「どちらかといえばわかっている」が 30.7％、「あまりわかっていない」

が 14.2％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よくわかっている」が 50.6％、自尊感情：中では

「どちらかといえばわかっている」が 34.0％、自尊感情：低では「どちらかといえばわかってい

る」が 30.7％となっています。 

 

  

33.8 30.7 14.2 6.7 9.8 4.8 

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

全体

（N=671）

よくわかっている どちらかといえばわかっている

あまりわかっていない わかっていない

あてはまる家族はいない 不明・無回答

よくわかって
いる

どちらかとい
えばわかって
いる

あまりわかっ
ていない

わかっていな
い

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           50.6            27.0              9.4              2.6              7.9              2.6

自尊感情：中
（N=250）

           28.4            34.0            14.8              6.4            11.6              4.8

自尊感情：低
（N=137）

           13.9            30.7            22.6            15.3            11.7              5.8

自
尊
感
情
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④ おじいさん 

おじいさんは気持ちをよくわかっていると思うかについては、「どちらかといえばわかっている」

が 24.6％と最も高く、次いで「よくわかっている」が 23.2％、「あてはまる家族はいない」が

18.6％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よくわかっている」が 37.1％、自尊感情：中では

「どちらかといえばわかっている」が 31.6％、自尊感情：低では「あてはまる家族はいない」が

26.3％となっています。 

 

  

23.2 24.6 12.1 8.3 18.6 13.1 

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

全体

（N=671）

よくわかっている どちらかといえばわかっている

あまりわかっていない わかっていない

あてはまる家族はいない 不明・無回答

よくわかって
いる

どちらかとい
えばわかって
いる

あまりわかっ
ていない

わかっていな
い

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           37.1            20.6              9.7              6.0            15.7            10.9

自尊感情：中
（N=250）

           17.2            31.6            12.8              7.2            17.6            13.6

自尊感情：低
（N=137）

             8.8            20.4            15.3            16.1            26.3            13.1

自
尊
感
情
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⑤ おばあさん 

おばあさんは気持ちをよくわかっていると思うかについては、「よくわかっている」が 29.7％と

最も高く、次いで「どちらかといえばわかっている」が 28.5％、「あまりわかっていない」が

12.2％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よくわかっている」が 45.3％、自尊感情：中では

「どちらかといえばわかっている」が 36.0％、自尊感情：低では「どちらかといえばわかってい

る」が 27.7％となっています。 

 

  

29.7 28.5 12.2 7.5 10.4 11.8 

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

全体

（N=671）

よくわかっている どちらかといえばわかっている

あまりわかっていない わかっていない

あてはまる家族はいない 不明・無回答

よくわかって
いる

どちらかとい
えばわかって
いる

あまりわかっ
ていない

わかっていな
い

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           45.3            21.7              9.7              4.9              8.6              9.7

自尊感情：中
（N=250）

           24.0            36.0            12.8              6.0              8.8            12.4

自尊感情：低
（N=137）

           11.7            27.7            17.5            16.1            16.1            10.9

自
尊
感
情
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⑥ その他 

その他の家族は気持ちをよくわかっていると思うかについては、「あてはまる家族はいない」が

26.5％と最も高く、次いで「どちらかといえばわかっている」が 10.0％、「よくわかっている」が

8.8％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまる家族はいない」が 24.3％、自尊感情：中

では「あてはまる家族はいない」が 26.8％、自尊感情：低では「あてはまる家族はいない」が

32.1％となっています。 

 

  

8.8 10.0 5.4 3.1 26.5 46.2 

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

全体

（N=671）

よくわかっている どちらかといえばわかっている

あまりわかっていない わかっていない

あてはまる家族はいない 不明・無回答

よくわかって
いる

どちらかとい
えばわかって
いる

あまりわかっ
ていない

わかっていな
い

あてはまる家
族はいない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           13.9              8.6              7.1              1.1            24.3            44.9

自尊感情：中
（N=250）

             6.8            14.0              4.0              2.8            26.8            45.6

自尊感情：低
（N=137）

             2.9              6.6              5.1              8.0            32.1            45.3

自
尊
感
情
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Q19 あなたの家庭の状況について、次の①～⑰の項目はどの程度あてはまりますか。 

（それぞれひとつだけ○） 

① 家族には何でも話すことができる 

家族には何でも話すことができるについては、「どちらかといえばあてはまる」が 46.5％と最も

高く、次いで「あてはまる」が 36.8％、「どちらかといえばあてはまらない」が 11.6％となって

います。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「どちらかといえばあてはまる」が 45.6％、三世代世帯

では「どちらかといえばあてはまる」が 45.1％、ひとり親世帯では「どちらかといえばあてはま

る」が 55.9％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまる」が 52.4％、自尊感情：中では「どちら

かといえばあてはまる」が 54.4％、自尊感情：低では「どちらかといえばあてはまる」が 47.4％

となっています。 

 

  

36.8 46.5 11.6 3.7 1.3 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

           37.1            45.6            12.0              3.9              1.4

三世代世帯
（N=102）

           40.2            45.1            11.8              2.0              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

           26.5            55.9            10.3              5.9              1.5

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           52.4            39.3              6.4              1.1              0.7

自尊感情：中
（N=250）

           32.8            54.4            10.4              2.0              0.4

自尊感情：低
（N=137）

           13.9            47.4            25.5            12.4              0.7

自
尊
感
情
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② 家族のしつけが厳しい 

家族のしつけが厳しいについては、「どちらかといえばあてはまらない」が 39.3％と最も高く、

次いで「あてはまらない」が32.8％、「どちらかといえばあてはまる」が20.3％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「どちらかといえばあてはまらない」が 40.2％、三世代

世帯では「どちらかといえばあてはまらない」が 36.3％、ひとり親世帯では「どちらかといえば

あてはまらない」が 38.2％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「どちらかといえばあてはまらない」が 38.2％、自尊

感情：中では「どちらかといえばあてはまらない」が 41.2％、自尊感情：低では「どちらかとい

えばあてはまらない」が 40.9％となっています。 

 

  

6.1 20.3 39.3 32.8 1.5 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             5.9            19.7            40.2            32.9              1.4

三世代世帯
（N=102）

             6.9            20.6            36.3            35.3              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

             7.4            23.5            38.2            27.9              2.9

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             6.0            19.1            38.2            36.0              0.7

自尊感情：中
（N=250）

             4.8            23.6            41.2            29.6              0.8

自尊感情：低
（N=137）

             8.0            18.2            40.9            32.8               0.0

自
尊
感
情
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③ 困ったときに、家族は親身に助言してくれる 

困ったときに、家族は親身に助言してくれるについては、「あてはまる」が 56.8％と最も高く、

次いで「どちらかといえばあてはまる」が 34.1％、「どちらかといえばあてはまらない」が 6.0％

となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまる」が 58.4％、三世代世帯では「あてはまる」

が 51.0％、ひとり親世帯では「あてはまる」が 51.5％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまる」が 74.5％、自尊感情：中では「あては

まる」が 53.2％、自尊感情：低では「どちらかといえばあてはまる」が 50.4％となっています。 

 

  

56.8 34.1 6.0 

1.3 

1.8 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

           58.4            34.3              4.5              1.2              1.6

三世代世帯
（N=102）

           51.0            35.3            10.8              1.0              2.0

ひとり親世帯
（N=68）

           51.5            32.4            10.3              2.9              2.9

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           74.5            22.8              0.7              0.4              1.5

自尊感情：中
（N=250）

           53.2            38.4              6.4              1.6              0.4

自尊感情：低
（N=137）

           31.4            50.4            15.3              2.9               0.0

自
尊
感
情



248 

④ あなたが何でもひとりで決めて家族には相談しない 

あなたが何でもひとりで決めて家族には相談しないについては、「あてはまらない」が 42.8％と

最も高く、次いで「どちらかといえばあてはまらない」が 39.2％、「どちらかといえばあてはまる」

が 12.8％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 43.0％、三世代世帯では「あては

まらない」が 49.0％、ひとり親世帯では「どちらかといえばあてはまらない」が 45.6％となって

います。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 56.6％、自尊感情：中では「ど

ちらかといえばあてはまらない」が 45.2％、自尊感情：低では「どちらかといえばあてはまらな

い」が 43.8％となっています。 

 

  

3.9 12.8 39.2 42.8 1.3 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             4.3            12.6            38.9            43.0              1.2

三世代世帯
（N=102）

             2.0            10.8            36.3            49.0              2.0

ひとり親世帯
（N=68）

             4.4            16.2            45.6            32.4              1.5

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             1.9              7.9            32.6            56.6              1.1

自尊感情：中
（N=250）

             4.0            16.4            45.2            34.4               0.0

自尊感情：低
（N=137）

             8.0            16.1            43.8            32.1               0.0

自
尊
感
情
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⑤ 将来の職業を家族が決めようとする 

将来の職業を家族が決めようとするについては、「あてはまらない」が 74.1％と最も高く、次い

で「どちらかといえばあてはまらない」が 15.9％、「どちらかといえばあてはまる」が 6.0％とな

っています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 73.6％、三世代世帯では「あては

まらない」が 76.5％、ひとり親世帯では「あてはまらない」が 72.1％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 79.8％、自尊感情：中では「あ

てはまらない」が 70.8％、自尊感情：低では「あてはまらない」が 70.8％となっています。 

 

  

2.4 6.0 15.9 74.1 1.6 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             2.6              5.9            16.4            73.6              1.4

三世代世帯
（N=102）

             2.9              3.9            14.7            76.5              2.0

ひとり親世帯
（N=68）

              0.0            10.3            14.7            72.1              2.9

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             3.7              4.9            10.5            79.8              1.1

自尊感情：中
（N=250）

             2.0              7.2            19.2            70.8              0.8

自尊感情：低
（N=137）

             0.7              5.8            21.9            70.8              0.7

自
尊
感
情
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⑥ 家族への相談は役に立つ 

家族への相談は役に立つについては、「どちらかといえばあてはまる」が 47.5％と最も高く、次

いで「あてはまる」が 38.7％、「どちらかといえばあてはまらない」が 8.8％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「どちらかといえばあてはまる」が 49.3％、三世代世帯

では「どちらかといえばあてはまる」が 43.1％、ひとり親世帯では「どちらかといえばあてはま

る」が 45.6％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまる」が 54.3％、自尊感情：中では「どちら

かといえばあてはまる」が 54.4％、自尊感情：低では「どちらかといえばあてはまる」が 52.6％

となっています。 

 

  

38.7 47.5 8.8 3.4 1.5 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

           38.5            49.3              7.7              3.2              1.2

三世代世帯
（N=102）

           39.2            43.1            12.7              2.9              2.0

ひとり親世帯
（N=68）

           35.3            45.6            10.3              5.9              2.9

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           54.3            40.8              2.6              1.1              1.1

自尊感情：中
（N=250）

           34.4            54.4              9.6              1.6               0.0

自尊感情：低
（N=137）

           16.8            52.6            19.0            10.9              0.7

自
尊
感
情
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⑦ 家族は学校の成績を重視している 

家族は学校の成績を重視しているについては、「どちらかといえばあてはまる」が 32.6％と最も

高く、次いで「どちらかといえばあてはまらない」が 27.0％、「あてはまる」が 22.5％となって

います。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「どちらかといえばあてはまる」が 32.0％、三世代世帯

では「どちらかといえばあてはまる」が 35.3％、ひとり親世帯では「どちらかといえばあてはま

る」が 32.4％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「どちらかといえばあてはまる」が 36.0％、自尊感

情：中では「どちらかといえばあてはまる」が 37.2％、自尊感情：低では「どちらかといえばあ

てはまらない」が 34.3％となっています。 

 

  

22.5 32.6 27.0 16.4 1.5 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

           24.3            32.0            27.4            14.6              1.6

三世代世帯
（N=102）

           18.6            35.3            23.5            20.6              2.0

ひとり親世帯
（N=68）

           17.6            32.4            27.9            22.1               0.0

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           25.8            36.0            25.5            11.6              1.1

自尊感情：中
（N=250）

           21.2            37.2            24.4            17.2               0.0

自尊感情：低
（N=137）

           20.4            19.7            34.3            24.1              1.5

自
尊
感
情
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⑧ 家族と自分はよい関係である 

家族と自分はよい関係であるについては、「あてはまる」が 63.5％と最も高く、次いで「どちら

かといえばあてはまる」が 30.4％、「どちらかといえばあてはまらない」が 3.4％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまる」が 65.1％、三世代世帯では「あてはまる」

が 62.7％、ひとり親世帯では「あてはまる」が 50.0％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまる」が 84.3％、自尊感情：中では「あては

まる」が 57.6％、自尊感情：低では「どちらかといえばあてはまる」が 49.6％となっています。 

 

  

63.5 30.4 3.4 

1.3 

1.3 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

           65.1            29.2              3.2              1.0              1.4

三世代世帯
（N=102）

           62.7            32.4              2.0              2.0              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

           50.0            38.2              7.4              2.9              1.5

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           84.3            14.2              0.4              0.4              0.7

自尊感情：中
（N=250）

           57.6            38.0              2.0              2.0              0.4

自尊感情：低
（N=137）

           35.8            49.6            12.4              2.2               0.0

自
尊
感
情
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⑨ 家族同士の関係がよくない 

家族同士の関係がよくないについては、「あてはまらない」が 69.4％と最も高く、次いで「どち

らかといえばあてはまらない」が 20.7％、「どちらかといえばあてはまる」が 5.4％となっていま

す。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 71.2％、三世代世帯では「あては

まらない」が 61.8％、ひとり親世帯では「あてはまらない」が 66.2％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 83.9％、自尊感情：中では「あ

てはまらない」が 65.6％、自尊感情：低では「あてはまらない」が 49.6％となっています。 

 

  

3.0 5.4 20.7 69.4 1.5 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             2.8              5.7            18.9            71.2              1.4

三世代世帯
（N=102）

             3.9              4.9            27.5            61.8              2.0

ひとり親世帯
（N=68）

             2.9              4.4            25.0            66.2              1.5

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             1.5              2.6            11.2            83.9              0.7

自尊感情：中
（N=250）

             4.4              4.4            24.8            65.6              0.8

自尊感情：低
（N=137）

             3.6            12.4            33.6            49.6              0.7

自
尊
感
情
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⑩ 家族から体罰（たたく、長時間の正座などによる罰）を受けたことがある 

家族から体罰を受けたことがあるについては、「あてはまらない」が 76.6％と最も高く、次いで

「どちらかといえばあてはまらない」が 12.4％、「どちらかといえばあてはまる」が 6.6％となっ

ています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 77.3％、三世代世帯では「あては

まらない」が 74.5％、ひとり親世帯では「あてはまらない」が 73.5％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 83.9％、自尊感情：中では「あ

てはまらない」が 76.0％、自尊感情：低では「あてはまらない」が 65.0％となっています。 

 

  

3.3 6.6 12.4 76.6 1.2 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             3.2              6.3            12.0            77.3              1.2

三世代世帯
（N=102）

             4.9              7.8            11.8            74.5              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

             1.5              7.4            16.2            73.5              1.5

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             2.6              5.2              7.1            83.9              1.1

自尊感情：中
（N=250）

             2.8              5.2            16.0            76.0               0.0

自尊感情：低
（N=137）

             5.1            12.4            17.5            65.0               0.0

自
尊
感
情
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⑪ 家族に言葉で傷つけられたことがある 

家族に言葉で傷つけられたことがあるについては、「あてはまらない」が 49.8％と最も高く、次

いで「どちらかといえばあてはまらない」が 24.0％、「どちらかといえばあてはまる」が 17.1％

となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 50.7％、三世代世帯では「あては

まらない」が 43.1％、ひとり親世帯では「あてはまらない」が 48.5％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 62.2％、自尊感情：中では「あ

てはまらない」が 47.2％、自尊感情：低では「あてはまらない」が 32.1％となっています。 

 

  

7.9 17.1 24.0 49.8 1.2 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             8.3            15.8            23.9            50.7              1.2

三世代世帯
（N=102）

             8.8            20.6            26.5            43.1              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

             4.4            22.1            23.5            48.5              1.5

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             5.6            11.6            19.9            62.2              0.7

自尊感情：中
（N=250）

             5.2            19.6            28.0            47.2               0.0

自尊感情：低
（N=137）

           16.1            24.8            27.0            32.1               0.0

自
尊
感
情
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⑫ あなたが家族に暴力をふるったことがある 

あなたが家族に暴力をふるったことがあるについては、「あてはまらない」が 72.4％と最も高く、

次いで「どちらかといえばあてはまらない」が 13.9％、「どちらかといえばあてはまる」が 8.2％

となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 73.8％、三世代世帯では「あては

まらない」が 65.7％、ひとり親世帯では「あてはまらない」が 70.6％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 82.0％、自尊感情：中では「あ

てはまらない」が 69.2％、自尊感情：低では「あてはまらない」が 62.0％となっています。 

 

  

4.2 8.2 13.9 72.4 1.3 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             3.2              7.7            13.6            73.8              1.6

三世代世帯
（N=102）

             5.9            11.8            15.7            65.7              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

             8.8              5.9            14.7            70.6               0.0

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             2.6              5.2              9.4            82.0              0.7

自尊感情：中
（N=250）

             4.0            10.0            16.4            69.2              0.4

自尊感情：低
（N=137）

             6.6            10.9            19.7            62.0              0.7

自
尊
感
情
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⑬ 家族が過保護（必要以上に面倒をみる）である 

家族が過保護であるについては、「あてはまらない」が 44.3％と最も高く、次いで「どちらかと

いえばあてはまらない」が 27.3％、「どちらかといえばあてはまる」が 20.0％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 44.6％、三世代世帯では「あては

まらない」が 47.1％、ひとり親世帯では「あてはまらない」が 39.7％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 50.2％、自尊感情：中では「あ

てはまらない」が 43.2％、自尊感情：低では「どちらかといえばあてはまらない」が 35.8％とな

っています。 

 

  

7.3 20.0 27.3 44.3 1.2 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             7.5            20.1            26.6            44.6              1.2

三世代世帯
（N=102）

             8.8            14.7            28.4            47.1              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

             4.4            26.5            27.9            39.7              1.5

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             5.6            21.7            21.7            50.2              0.7

自尊感情：中
（N=250）

             9.6            17.6            29.2            43.2              0.4

自尊感情：低
（N=137）

             7.3            21.9            35.8            35.0               0.0

自
尊
感
情
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⑭ 家族が過干渉（本人の意思を無視し、必要以上に従わせようとする）である 

家族が過干渉であるについては、「あてはまらない」が 67.5％と最も高く、次いで「どちらかと

いえばあてはまらない」が 22.1％、「どちらかといえばあてはまる」が 6.7％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 68.2％、三世代世帯では「あては

まらない」が 64.7％、ひとり親世帯では「あてはまらない」が 64.7％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 79.4％、自尊感情：中では「あ

てはまらない」が 64.4％、自尊感情：低では「あてはまらない」が 51.8％となっています。 

 

  

2.7 6.7 22.1 67.5 1.0 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             3.0              7.5            20.1            68.2              1.2

三世代世帯
（N=102）

             2.0              3.9            28.4            64.7              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

             1.5              4.4            29.4            64.7               0.0

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             1.9              3.0            15.0            79.4              0.7

自尊感情：中
（N=250）

             3.2              8.4            24.0            64.4               0.0

自尊感情：低
（N=137）

             3.6            11.7            32.8            51.8               0.0

自
尊
感
情
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⑮ 自分にとってはずかしいと感じることを、家族からされた（させられた）ことがある 

自分にとってはずかしいと感じることを、家族からされた（させられた）ことがあるについて

は、「あてはまらない」が 82.6％と最も高く、次いで「どちらかといえばあてはまらない」が

12.1％、「どちらかといえばあてはまる」が 3.1％となっています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 81.9％、三世代世帯では「あては

まらない」が 79.4％、ひとり親世帯では「あてはまらない」が 89.7％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 89.1％、自尊感情：中では「あ

てはまらない」が 81.6％、自尊感情：低では「あてはまらない」が 73.7％となっています。 

 

  

1.2 

3.1 12.1 82.6 1.0 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             1.0              2.8            13.0            81.9              1.2

三世代世帯
（N=102）

             2.0              4.9            12.7            79.4              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

             1.5              2.9              5.9            89.7               0.0

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             1.5              2.2              6.4            89.1              0.7

自尊感情：中
（N=250）

             1.2              2.8            14.4            81.6               0.0

自尊感情：低
（N=137）

             0.7              5.1            20.4            73.7               0.0

自
尊
感
情
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⑯ あなたが我慢をすることが多い 

あなたが我慢をすることが多いについては、「あてはまらない」が 43.8％と最も高く、次いで

「どちらかといえばあてはまらない」が 30.1％、「どちらかといえばあてはまる」が 18.2％とな

っています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまらない」が 43.6％、三世代世帯では「あては

まらない」が 43.1％、ひとり親世帯では「あてはまらない」が 44.1％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまらない」が 59.2％、自尊感情：中では「あ

てはまらない」が 36.0％、自尊感情：低では「どちらかといえばあてはまらない」が 33.6％とな

っています。 

 

  

6.3 18.2 30.1 43.8 1.6 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

             6.9            18.1            30.0            43.6              1.4

三世代世帯
（N=102）

             5.9            14.7            33.3            43.1              2.9

ひとり親世帯
（N=68）

             1.5            23.5            29.4            44.1              1.5

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             3.4            11.2            25.1            59.2              1.1

自尊感情：中
（N=250）

             6.0            22.4            35.2            36.0              0.4

自尊感情：低
（N=137）

           12.4            24.1            33.6            29.9               0.0

自
尊
感
情
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⑰ 家族といっしょにいる時間が楽しい 

家族といっしょにいる時間が楽しいについては、「あてはまる」が 49.2％と最も高く、次いで

「どちらかといえばあてはまる」が 39.9％、「どちらかといえばあてはまらない」が 8.5％となっ

ています。 

 

 

家族構成 

家族構成別にみると、二世代世帯では「あてはまる」が 49.7％、三世代世帯では「あてはまる」

が 50.0％、ひとり親世帯では「あてはまる」が 42.6％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「あてはまる」が 67.0％、自尊感情：中では「どちら

かといえばあてはまる」が 49.2％、自尊感情：低では「どちらかといえばあてはまる」が 48.2％

となっています。 

 

  

49.2 39.9 8.5 

1.3 

1.0 

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

全体

（N=671）

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

不明・無回答

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

二世代世帯
（N=493）

           49.7            40.2              7.7              1.2              1.2

三世代世帯
（N=102）

           50.0            38.2              8.8              2.0              1.0

ひとり親世帯
（N=68）

           42.6            41.2            14.7              1.5               0.0

家
族
構
成

あてはまる
どちらかとい
えばあてはま
る

どちらかとい
えばあてはま
らない

あてはまらな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           67.0            29.2              3.0               0.0              0.7

自尊感情：中
（N=250）

           43.6            49.2              5.2              2.0               0.0

自尊感情：低
（N=137）

           24.1            48.2            24.8              2.9               0.0

自
尊
感
情



262 

４．インターネットの利用について 

Q20 あなたは学校で配布されたタブレット以外のスマートフォンやパソコンなどのインターネ

ット環境をお持ちですか。（ひとつだけ○） 

学校で配布されたタブレット以外のインターネット環境を持っているかについては、「持ってい

る」が 95.8％と最も高く、次いで「持っていない」が 3.3％、「わからない」が 0.4％となってい

ます。 

 

就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「持っている」が 93.6％、全日制の

高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「持っている」が 99.0％、定時制や通信

制の高校に在籍している場合は「持っている」が 94.4％となっています。 

 

  

95.8 3.3 

0.4 

0.4 

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

全体

（N=671）

持っている 持っていない わからない 不明・無回答

持っている 持っていない わからない 不明・無回答

中学校に在籍している
（N=344）

           93.6              5.5              0.3              0.6

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           99.0              0.3              0.3              0.3

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           94.4              5.6               0.0               0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

          100.0               0.0               0.0               0.0

特に何もしていない
（N=1）

          100.0               0.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況
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Q20 で「持っている」と答えた人にお聞きします。 

Q21 インターネットをどのような目的で利用することが多いですか。（あてはまるすべてに○） 

インターネットの利用目的については、「動画視聴」が 83.5％と最も高く、次いで

「Instagram・LINE などのＳＮＳ」が 81.5％、「音楽」が 75.3％となっています。 

 

  

67.7 

65.8 

63.5 

68.0 

81.5 

71.7 

1.2 

75.3 

83.5 

71.7 

70.5 

53.0 

21.0 

35.9 

19.6 

1.2 

0.0

0.6 

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

通話（家族と）

通話（友だちと）

メール（家族と）

メール（友だちと）

Instagram・LINEなどのＳＮＳ

ゲーム

メタバースなどの仮想空間

音楽

動画視聴

ウェブ閲覧（調べものを含む）

写真撮影

勉強

読書（電子書籍）

メモ・手帳の代わり

買い物・オークション

その他

インターネットは使わない

不明・無回答

全体（N=643）
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就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「動画視聴」が 80.4％、全日制の高

校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「Instagram・LINEなどのＳＮＳ」が90.1％、

定時制や通信制の高校に在籍している場合は「Instagram・LINEなどのＳＮＳ」が94.1％となって

います。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「Instagram・LINE などのＳＮＳ」が 84.1％、自尊感

情：中では「動画視聴」が 84.2％、自尊感情：低では「動画視聴」が 84.6％となっています。 

 
  

通話（家族
と）

通話（友だち
と）

メール（家族
と）

メール（友だ
ちと）

Instagram・
LINEなどのＳ
ＮＳ

ゲーム
メタバースな
どの仮想空
間

音楽 動画視聴

中学校に在籍している
（N=322）

          71.1           68.0           66.8           71.1           74.5           76.1            1.6           66.5           80.4

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=294）

          64.6           64.6           61.2           66.3           90.1           68.4            1.0           86.1           86.1

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=17）

          64.7           52.9           58.8           52.9           94.1           47.1             0.0           76.5           88.2

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

        100.0           50.0           50.0           50.0           50.0         100.0             0.0         100.0         100.0

特に何もしていない
（N=1）

            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0         100.0

ウェブ閲覧
（調べものを
含む）

写真撮影 勉強
読書（電子
書籍）

メモ・手帳の
代わり

買い物・オー
クション

その他
インターネッ
トは使わな
い

不明・無回
答

中学校に在籍している
（N=322）

          68.0           68.3           44.4           18.0           28.6            9.0            1.6             0.0            0.3

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=294）

          75.9           74.1           63.6           23.8           44.2           30.3            1.0             0.0            1.0

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=17）

          88.2           64.7           52.9           35.3           41.2           41.2             0.0             0.0             0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

        100.0           50.0             0.0             0.0           50.0           50.0             0.0             0.0             0.0

特に何もしていない
（N=1）

            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況

通話（家族
と）

通話（友だち
と）

メール（家族
と）

メール（友だ
ちと）

Instagram・
LINEなどのＳ
ＮＳ

ゲーム
メタバースな
どの仮想空
間

音楽 動画視聴

自尊感情：高
（N=258）

          72.9           70.2           67.8           70.2           84.1           72.1            1.6           76.0           81.8

自尊感情：中
（N=240）

          68.3           66.3           66.7           72.9           80.4           71.3            1.3           75.0           84.2

自尊感情：低
（N=130）

          58.5           57.7           52.3           58.5           78.5           72.3            0.8           74.6           84.6

ウェブ閲覧
（調べものを
含む）

写真撮影 勉強
読書（電子
書籍）

メモ・手帳の
代わり

買い物・オー
クション

その他
インターネッ
トは使わな
い

不明・無回
答

自尊感情：高
（N=258）

          73.6           74.0           57.0           19.0           37.6           20.2            0.8             0.0            1.2

自尊感情：中
（N=240）

          69.6           70.4           51.2           21.3           35.0           20.0            1.3             0.0            0.4

自尊感情：低
（N=130）

          70.8           64.6           49.2           25.4           35.4           18.5            2.3             0.0             0.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q22 あなたは、青少年に不適切なサイト（出会い系サイトや詐欺など）やネットいじめの問題

などインターネットの危険性について、これまで説明を受けたり学んだりしたことがあり

ますか。（あてはまるすべてに○） 

インターネットの危険性について、説明を受けたり学んだりした経験については、「学校で教え

てもらった」が 94.0％と最も高く、次いで「親から教えてもらった」が 38.6％、「インターネッ

トで知った」が 19.4％となっています。 

 

  

94.0 

38.6 

7.3 

4.0 

3.7 

3.1 

17.9 

6.0 

19.4 

0.4 

1.3 

1.3 

1.0 

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

学校で教えてもらった

親から教えてもらった

きょうだい・しまいから教えてもらった

おじいさん・おばあさんから教えてもらった

機器の購入時に資料をもらった

機器の購入時に販売員に説明してもらった

テレビや本・パンフレットなどで知った

友だちから教えてもらった

インターネットで知った

その他

特に教えてもらったり学んだりしたことはない

わからない

不明・無回答

全体（N=671）
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子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「学校で教えてもらった」が 97.8％、名前だけは知っているでは「学校で教えて

もらった」が 95.6％、知らないでは「学校で教えてもらった」が 91.7％となっています。 

 

  

学校で教えて
もらった

親から教えて
もらった

きょうだい・し
まいから教え
てもらった

おじいさん・お
ばあさんから
教えてもらっ
た

機器の購入時
に資料をも
らった

機器の購入時
に販売員に説
明してもらった

テレビや本・
パンフレットな
どで知った

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

           97.8            39.1              6.7              3.9              5.0              3.4            21.2

名前だけは知っている
（N=183）

           95.6            37.2              5.5              6.0              1.6              3.3            13.7

知らない
（N=301）

           91.7            39.5              9.0              3.0              4.3              3.0            18.9

友だちから教
えてもらった

インターネット
で知った

その他

特に教えても
らったり学ん
だりしたことは
ない

わからない 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

             5.6            16.8               0.0              1.7              0.6               0.0

名前だけは知っている
（N=183）

             6.6            18.6              1.6              0.5              1.6               0.0

知らない
（N=301）

             5.6            21.6               0.0              1.7              1.7              1.3

権
利
の
認
知

権
利
の
認
知
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５．自分自身の思いや気持ち、将来のことについて 

Q23 あなたの自分自身に対する思いや気持ちについて、最も近いものを教えてください。 

（それぞれひとつだけ○） 

自分自身に対する思いや気持ちについては、《④自分は家族に大事にされている》《⑤とても仲

がよい友だちがいる》において「そう思う」が７割以上となっています。一方で、《②将来の夢や

目標を持っている》《⑥自分のことが好きだ》においては「そう思う」が４割程度となっています。 

 

  

48.0 

41.4 

54.2 

70.8 

73.0 

38.6 

35.9 

29.7 

32.0 

24.7 

18.5 

35.6 

10.0 

15.6 

8.3 

1.6 

4.2 

16.1 

4.3 

11.5 

3.3 

0.7 

2.4 

7.6 

1.8 

1.8 

2.1 

2.1 

1.9 

2.1 

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

①自分には、よいところがある

②将来の夢や目標を持っている

③がんばれば、いいことがある

④自分は家族に大事にされている

⑤とても仲がよい友だちがいる

⑥自分のことが好きだ

全体（N=671）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答
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Q24 あなたは、自分の将来について明るい希望を持っていますか。（ひとつだけ○） 

自分の将来について明るい希望を持っているかについては、「どちらかといえば希望がある」が

43.8％と最も高く、次いで「希望がある」が37.6％、「どちらかといえば希望がない」が13.6％と

なっています。 

 

 

就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「どちらかといえば希望がある」が

43.9％、全日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「どちらかといえば希

望がある」が 43.8％、定時制や通信制の高校に在籍している場合は「どちらかといえば希望があ

る」が 50.0％となっています。 

 

  

37.6 43.8 13.6 3.3 1.8 

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

全体

（N=671）

希望がある どちらかといえば希望がある

どちらかといえば希望がない 希望がない

不明・無回答

希望がある
どちらかとい
えば希望があ
る

どちらかとい
えば希望がな
い

希望がない 不明・無回答

中学校に在籍している
（N=344）

           40.4            43.9            11.3              2.9              1.5

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           35.0            43.8            15.5              3.4              2.4

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           22.2            50.0            27.8               0.0               0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

           50.0               0.0            50.0               0.0               0.0

特に何もしていない
（N=1）

          100.0               0.0               0.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「希望がある」が 69.7％、自尊感情：中では「どちら

かといえば希望がある」が 62.4％、自尊感情：低では「どちらかといえば希望がある」が 44.5％

となっています。 

 

 

子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「どちらかといえば希望がある」が 42.5％、名前だけは知っているでは「どちら

かといえば希望がある」が 49.2％、知らないでは「どちらかといえば希望がある」が 41.9％とな

っています。 

 

  

希望がある
どちらかとい
えば希望があ
る

どちらかとい
えば希望がな
い

希望がない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           69.7            27.7              2.6               0.0               0.0

自尊感情：中
（N=250）

           23.6            62.4            13.2              0.4              0.4

自尊感情：低
（N=137）

             4.4            44.5            35.8            15.3               0.0

自
尊
感
情

希望がある
どちらかとい
えば希望があ
る

どちらかとい
えば希望がな
い

希望がない 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

           41.3            42.5            10.1              3.9              2.2

名前だけは知っている
（N=183）

           33.9            49.2            13.7              2.7              0.5

知らない
（N=301）

           38.2            41.9            15.6              3.3              1.0

権
利
の
認
知



270 

Q25 あなたは、自分の将来（未来）に対して不安を感じることはありますか。（ひとつだけ○） 

自分の将来（未来）に対して不安を感じることはあるかについては、「たまにある」が 45.6％と

最も高く、次いで「よくある」が 20.1％、「あまりない」が 18.0％となっています。 

 

就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「たまにある」が 44.2％、全日制の

高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「たまにある」が 48.1％、定時制や通信

制の高校に在籍している場合は「よくある」「たまにある」がそれぞれ 38.9％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「たまにある」が 41.6％、自尊感情：中では「たまに

ある」が 53.6％、自尊感情：低では「たまにある」が 43.1％となっています。 

 

  

20.1 45.6 18.0 7.2 7.5 1.6 

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

全体

（N=671）

よくある たまにある あまりない まったくない

わからない 不明・無回答

よくある たまにある あまりない まったくない わからない 不明・無回答

中学校に在籍している
（N=344）

           16.3            44.2            20.9              8.4              8.7              1.5

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           23.6            48.1            14.8              6.4              5.1              2.0

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           38.9            38.9            16.7               0.0              5.6               0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

              0.0            50.0               0.0               0.0            50.0               0.0

特に何もしていない
（N=1）

              0.0               0.0           100.0               0.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況

よくある たまにある あまりない まったくない わからない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           11.2            41.6            27.3            13.5              6.4               0.0

自尊感情：中
（N=250）

           20.4            53.6            14.8              4.4              6.8               0.0

自尊感情：低
（N=137）

           37.2            43.1              8.0              0.7            10.2              0.7

自
尊
感
情
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子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「たまにある」が 45.3％、名前だけは知っているでは「たまにある」が 51.9％、

知らないでは「たまにある」が 42.9％となっています。 

 

 

 

Q25 で「よくある」または「たまにある」と答えた人にお聞きします。 

Q26 将来に対しての不安は、主にどのようなことですか。（あてはまるすべてに○） 

将来に対しての不安については、「進路・進学のこと」が 83.9％と最も高く、次いで「就職・仕

事のこと」が 63.0％、「楽しく人生を過ごせるかどうか」が 49.0％となっています。 

 

  

よくある たまにある あまりない まったくない わからない 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

           20.7            45.3            19.6              5.0              7.3              2.2

名前だけは知っている
（N=183）

           21.9            51.9            13.7              6.6              6.0               0.0

知らない
（N=301）

           18.6            42.9            20.3              9.0              8.3              1.0

権
利
の
認
知

83.9 

63.0 

36.3 

16.3 

17.7 

21.5 

49.0 

31.7 

21.5 

9.1 

1.1 

10.9 

0.5 

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

進路・進学のこと

就職・仕事のこと

お金のこと

家族の健康のこと

自分の健康のこと

恋愛や結婚のこと

楽しく人生を過ごせるかどうか

友だちなどの人間関係のこと

世の中の出来事のこと

孤立や引きこもりのこと

その他

よくわからない不安

不明・無回答

全体（N=441）



272 

 選択肢「その他」の紹介】 

家庭 

地球温暖化 

災害、戦争 

死のこと（死は近くなく、まだ遠いです） 

この世界は、なぜあるのか 

 

 

就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「進路・進学のこと」が 84.6％、全

日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「進路・進学のこと」が 84.5％、

定時制や通信制の高校に在籍している場合は「就職・仕事のこと」が 78.6％となっています。 

 
［特に何もしていない］は N=0 のため省略 

  

進路・進学の
こと

就職・仕事の
こと

お金のこと
家族の健康の
こと

自分の健康の
こと

恋愛や結婚の
こと

楽しく人生を
過ごせるかど
うか

中学校に在籍している
（N=208）

           84.6            60.6            36.1            18.8            21.6            19.7            54.8

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=213）

           84.5            64.8            35.2            12.7            12.7            22.5            41.8

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=14）

           64.3            78.6            42.9            28.6            21.4            28.6            71.4

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=1）

              0.0               0.0           100.0               0.0               0.0               0.0               0.0

友だちなどの
人間関係のこ
と

世の中の出来
事のこと

孤立や引きこ
もりのこと

その他
よくわからな
い不安

不明・無回答

中学校に在籍している
（N=208）

           39.9            26.9            12.0              1.9            13.5               0.0

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=213）

           22.5            16.4              4.7               0.0              6.6              0.9

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=14）

           35.7            14.3            14.3              7.1            42.9               0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=1）

              0.0               0.0               0.0               0.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「進路・進学のこと」が 83.0％、自尊感情：中では

「進路・進学のこと」が 85.4％、自尊感情：低では「進路・進学のこと」が 83.6％となっていま

す。 

 

 

子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「進路・進学のこと」が 82.2％、名前だけは知っているでは「進路・進学のこと」

が 81.5％、知らないでは「進路・進学のこと」が 86.5％となっています。 

 

  

進路・進学の
こと

就職・仕事の
こと

お金のこと
家族の健康の
こと

自分の健康の
こと

恋愛や結婚の
こと

楽しく人生を
過ごせるかど
うか

自尊感情：高
（N=141）

           83.0            57.4            31.2            15.6            18.4            22.0            36.9

自尊感情：中
（N=185）

           85.4            67.0            36.8            16.2            16.8            25.4            50.8

自尊感情：低
（N=110）

           83.6            62.7            41.8            17.3            17.3            15.5            60.9

友だちなどの
人間関係のこ
と

世の中の出来
事のこと

孤立や引きこ
もりのこと

その他
よくわからな
い不安

不明・無回答

自尊感情：高
（N=141）

           22.7            24.1              5.7              2.1              6.4               0.0

自尊感情：中
（N=185）

           30.3            19.5              7.0               0.0            10.8              1.1

自尊感情：低
（N=110）

           44.5            21.8            17.3              1.8            15.5               0.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情

進路・進学の
こと

就職・仕事の
こと

お金のこと
家族の健康の
こと

自分の健康の
こと

恋愛や結婚の
こと

楽しく人生を
過ごせるかど
うか

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=118）

           82.2            62.7            31.4            14.4            14.4            24.6            48.3

名前だけは知っている
（N=135）

           81.5            59.3            43.0            16.3            18.5            15.6            44.4

知らない
（N=185）

           86.5            67.0            34.1            17.8            19.5            23.8            53.0

友だちなどの
人間関係のこ
と

世の中の出来
事のこと

孤立や引きこ
もりのこと

その他
よくわからな
い不安

不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=118）

           28.8            21.2              4.2               0.0              7.6              1.7

名前だけは知っている
（N=135）

           26.7            20.0              8.9              1.5            11.9               0.0

知らない
（N=185）

           37.3            22.7            11.9              1.6            11.9               0.0

権
利
の
認
知

権
利
の
認
知
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Q27 あなたは将来、どのような大人になりたいと思いますか。（あてはまるすべてに○） 

将来、どのような大人になりたいと思うかについては、「自分らしく生きている人」が 78.7％と

最も高く、次いで「他人を思いやる行動ができる人」が 76.3％、「たくさんの友だちや仲間がいる

人」が 65.7％となっています。 

 

  

65.7 

78.7 

76.3 

47.4 

56.2 

26.1 

63.5 

28.8 

52.8 

53.5 

16.8 

31.0 

23.7 

2.8 

2.5 

1.6 

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

たくさんの友だちや仲間がいる人

自分らしく生きている人

他人を思いやる行動ができる人

難しいことを乗り越えられる人

努力をおしまない人

体力に自信が持てる人

社会のルールやマナーを守る人

専門的なことをくわしく知っている人

正しいことや決められたことを最後までやりとげる人

社会の役に立てる人

海外で活躍できる人

新しいことに取り組んでいる人

リーダーシップを発揮できる人

その他

わからない

不明・無回答

全体（N=671）
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就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「他人を思いやる行動ができる人」

が 80.8％、全日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「自分らしく生きて

いる人」が 78.5％、定時制や通信制の高校に在籍している場合は「自分らしく生きている人」が

72.2％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「自分らしく生きている人」が 87.3％、自尊感情：中

では「自分らしく生きている人」が 76.8％、自尊感情：低では「自分らしく生きている人」が

70.8％となっています。 

  

たくさんの友
だちや仲間
がいる人

自分らしく生
きている人

他人を思い
やる行動が
できる人

難しいことを
乗り越えられ
る人

努力をおしま
ない人

体力に自信
が持てる人

社会のルー
ルやマナー
を守る人

専門的なこと
をくわしく
知っている
人

中学校に在籍している
（N=344）

          71.2           79.4           80.8           51.7           56.4           27.0           66.0           26.2

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

          62.3           78.5           73.1           43.8           56.9           25.6           61.6           32.7

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

          27.8           72.2           55.6           22.2           50.0           16.7           55.6           22.2

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

          50.0           50.0           50.0           50.0           50.0             0.0           50.0             0.0

特に何もしていない
（N=1）

        100.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0

正しいことや
決められたこ
とを最後まで
やりとげる人

社会の役に
立てる人

海外で活躍
できる人

新しいことに
取り組んで
いる人

リーダーシッ
プを発揮でき
る人

その他 わからない
不明・無回
答

中学校に在籍している
（N=344）

          55.5           57.0           18.0           35.2           26.2            2.9            3.2            1.2

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

          50.8           52.2           16.5           28.3           22.2            1.7            1.3            2.4

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

          50.0           27.8            5.6           16.7           11.1           11.1            5.6             0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

          50.0             0.0           50.0             0.0             0.0             0.0           50.0             0.0

特に何もしていない
（N=1）

            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況

たくさんの友
だちや仲間
がいる人

自分らしく生
きている人

他人を思い
やる行動が
できる人

難しいことを
乗り越えられ
る人

努力をおしま
ない人

体力に自信
が持てる人

社会のルー
ルやマナー
を守る人

専門的なこと
をくわしく
知っている
人

自尊感情：高
（N=267）

          79.0           87.3           84.6           60.3           68.5           35.6           72.7           37.5

自尊感情：中
（N=250）

          65.6           76.8           76.4           42.4           54.4           22.4           62.0           25.2

自尊感情：低
（N=137）

          44.5           70.8           65.0           35.0           38.7           16.1           52.6           19.7

正しいことや
決められたこ
とを最後まで
やりとげる人

社会の役に
立てる人

海外で活躍
できる人

新しいことに
取り組んで
いる人

リーダーシッ
プを発揮でき
る人

その他 わからない
不明・無回
答

自尊感情：高
（N=267）

          67.8           64.0           25.5           43.1           34.1            3.0             0.0            0.4

自尊感情：中
（N=250）

          46.4           53.6           13.6           26.8           19.6            2.4            1.6             0.0

自尊感情：低
（N=137）

          38.0           38.0            8.0           18.2           13.1            3.6            9.5             0.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「自分らしく生きている人」が 78.2％、名前だけは知っているでは「自分らしく

生きている人」が 79.8％、知らないでは「自分らしく生きている人」が 80.1％となっています。 

 

  

たくさんの友
だちや仲間
がいる人

自分らしく生
きている人

他人を思い
やる行動が
できる人

難しいことを
乗り越えられ
る人

努力をおしま
ない人

体力に自信
が持てる人

社会のルー
ルやマナー
を守る人

専門的なこと
をくわしく
知っている
人

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

          67.0           78.2           75.4           45.3           60.9           24.6           67.6           25.7

名前だけは知っている
（N=183）

          63.9           79.8           76.5           47.5           51.4           23.0           57.9           28.4

知らない
（N=301）

          67.1           80.1           78.1           49.5           57.5           29.6           65.4           31.6

正しいことや
決められたこ
とを最後まで
やりとげる人

社会の役に
立てる人

海外で活躍
できる人

新しいことに
取り組んで
いる人

リーダーシッ
プを発揮でき
る人

その他 わからない
不明・無回
答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

          55.9           52.5           16.8           33.0           23.5            2.2            2.2            2.2

名前だけは知っている
（N=183）

          44.8           55.7           16.4           24.6           21.3            3.8            3.3             0.0

知らない
（N=301）

          56.8           54.2           17.3           34.6           25.9            2.7            2.3            0.7

権
利
の
認
知

権
利
の
認
知
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６．子どもの権利について 

Q28 あなたは、「子どもの権利条約」について知っていますか。（ひとつだけ○） 

「子どもの権利条約」の認知度については、「知らない」が 44.9％と最も高く、次いで「名前だ

けは知っている」が 27.3％、「学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、知っている」が

26.7％となっています。 

 

 

Q29 子どもの権利（人権）として、どんなことが特に大切だと思いますか。（５つまで○） 

子どもの権利（人権）として、特に大切だと思うことについては、「子どもの命が大切にされる

こと」が 77.0％と最も高く、次いで「子どもが、障がいの有り無し、人種や言葉、宗教などの違

いなどによって差別されないこと」が 68.9％、「子どもが暴力や言葉で傷つけられないこと」が

63.9％となっています。 

  

26.7 27.3 44.9 1.2 

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

全体

（N=671）

学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、知っている

名前だけは知っている

知らない

不明・無回答

58.0 

68.9 

36.4 

77.0 

63.9 

48.1 

7.2 

54.2 

26.4 

14.9 

0.7 

1.3 

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

子どもが仲よく家族といっしょに過ごす時間を持つこと

子どもが、障がいの有り無し、人種や言葉、宗教などの

違いなどによって差別されないこと

子どもに関するいろいろなことを決めるときには、

子どもにとって最もよいことが一番に考えられること

子どもの命が大切にされること

子どもが暴力や言葉で傷つけられないこと

人と違う自分らしさが認められること

子どもが子どもからの呼びかけでグループをつくり、

集まれること

子どもが自由に自分の意見を言えること

子ども自身の秘密が守られること

子どもも大人もいっしょに

「子どもの権利条約」について知ること

その他

不明・無回答

全体（N=671）
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 選択肢「その他」の紹介】 

子どもがちゃんと大人に保護される事 

教育環境を整えること。子どもが過ごしやすくなるようにすること 

上に書いてあること全て大事だと思います 

悪意の無い言葉で傷つけられない事 

 

就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「子どもの命が大切にされること」

が 78.5％、全日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「子どもの命が大切

にされること」が 77.4％、定時制や通信制の高校に在籍している場合は「子どもに関するいろい

ろなことを決めるときには、子どもにとって最もよいことが一番に考えられること」が 72.2％と

なっています。 

 

  

子どもが仲よ
く家族といっ
しょに過ごす
時間を持つこ
と

子どもが、障
がいの有り無
し、人種や言
葉、宗教など
の違いなどに
よって差別さ
れないこと

子どもに関す
るいろいろな
ことを決めると
きには、子ど
もにとって最も
よいことが一
番に考えられ
ること

子どもの命が
大切にされる
こと

子どもが暴力
や言葉で傷つ
けられないこ
と

人と違う自分
らしさが認めら
れること

中学校に在籍している
（N=344）

           66.0            73.5            32.3            78.5            65.4            49.1

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           50.2            64.0            39.1            77.4            62.6            47.1

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           44.4            66.7            72.2            61.1            61.1            44.4

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

           50.0           100.0            50.0            50.0            50.0            50.0

特に何もしていない
（N=1）

          100.0               0.0           100.0           100.0           100.0               0.0

子どもが子ど
もからの呼び
かけでグルー
プをつくり、集
まれること

子どもが自由
に自分の意見
を言えること

子ども自身の
秘密が守られ
ること

子どもも大人
もいっしょに
「子どもの権
利条約」につ
いて知ること

その他 不明・無回答

中学校に在籍している
（N=344）

             8.1            49.7            27.0            18.0              0.6              0.9

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

             6.4            60.3            25.6            11.8               0.0              2.0

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

             5.6            44.4            22.2            16.7              5.6               0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

              0.0            50.0            50.0               0.0               0.0               0.0

特に何もしていない
（N=1）

              0.0           100.0               0.0               0.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「子どもの命が大切にされること」が 79.4％、自尊感

情：中では「子どもの命が大切にされること」が 80.4％、自尊感情：低では「子どもが、障がい

の有り無し、人種や言葉、宗教などの違いなどによって差別されないこと」が 69.3％となってい

ます。 

 

  

子どもが仲よ
く家族といっ
しょに過ごす
時間を持つこ
と

子どもが、障
がいの有り無
し、人種や言
葉、宗教など
の違いなどに
よって差別さ
れないこと

子どもに関す
るいろいろな
ことを決めると
きには、子ど
もにとって最も
よいことが一
番に考えられ
ること

子どもの命が
大切にされる
こと

子どもが暴力
や言葉で傷つ
けられないこ
と

人と違う自分
らしさが認めら
れること

自尊感情：高
（N=267）

           67.0            71.9            35.2            79.4            65.2            44.9

自尊感情：中
（N=250）

           57.6            67.2            39.6            80.4            62.8            48.8

自尊感情：低
（N=137）

           43.1            69.3            32.1            67.9            65.7            54.0

子どもが子ど
もからの呼び
かけでグルー
プをつくり、集
まれること

子どもが自由
に自分の意見
を言えること

子ども自身の
秘密が守られ
ること

子どもも大人
もいっしょに
「子どもの権
利条約」につ
いて知ること

その他 不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

             6.7            51.7            21.3            13.1              0.7              1.1

自尊感情：中
（N=250）

             8.8            57.6            25.6            20.8               0.0              0.4

自尊感情：低
（N=137）

             5.1            54.7            35.8              8.8              2.2              0.7

自
尊
感
情

自
尊
感
情



280 

子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「子どもの命が大切にされること」が 77.7％、名前だけは知っているでは「子ど

もの命が大切にされること」が 77.6％、知らないでは「子どもの命が大切にされること」が

78.1％となっています。 

 
  

子どもが仲よ
く家族といっ
しょに過ごす
時間を持つこ
と

子どもが、障
がいの有り無
し、人種や言
葉、宗教など
の違いなどに
よって差別さ
れないこと

子どもに関す
るいろいろな
ことを決めると
きには、子ど
もにとって最も
よいことが一
番に考えられ
ること

子どもの命が
大切にされる
こと

子どもが暴力
や言葉で傷つ
けられないこ
と

人と違う自分
らしさが認めら
れること

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

           51.4            70.9            37.4            77.7            65.9            55.9

名前だけは知っている
（N=183）

           53.6            69.4            35.5            77.6            61.2            45.4

知らない
（N=301）

           66.1            69.1            37.2            78.1            65.8            46.2

子どもが子ど
もからの呼び
かけでグルー
プをつくり、集
まれること

子どもが自由
に自分の意見
を言えること

子ども自身の
秘密が守られ
ること

子どもも大人
もいっしょに
「子どもの権
利条約」につ
いて知ること

その他 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

             5.0            58.7            22.3            15.6               0.0               0.0

名前だけは知っている
（N=183）

             6.0            61.2            31.1            16.9              1.1              0.5

知らない
（N=301）

             9.3            48.5            26.2            13.6              1.0              0.3

権
利
の
認
知

権
利
の
認
知
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Q30 大人に心がけてほしいのはどんなことですか。（５つまで○） 

大人に心がけてほしいことについては、「子どもの命を守ること」が 67.4％と最も高く、次いで

「いじめや、まわりから心や体を傷つけられるようなことから子どもを守ること」が 59.6％、「他

の子どもとくらべたりしないこと」が 55.0％となっています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

信頼できる大人がいるという事を子どもに伝えること 

時には厳しくする事も大切だと思います 

自分が出来ない事は言わない、嫌な事はしない 

１人の人として尊重する事 

愛情表現をすること 

上に書いてある事全て大事だと思います 

子どものことばかり考えずに自分の事も大切にする事 

できる限りなるべくでいいからウソつかないこと。 

子どものことを所持物と認知しないこと 

 

  

67.4 

54.5 

59.6 

37.7 

55.0 

36.1 

36.2 

41.4 

42.6 

29.4 

1.9 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの命を守ること

病気やけが、虐待などから子どもを守ること

いじめや、まわりから心や体を傷つけられるようなこと

から子どもを守ること

子どもとの約束を守ること

他の子どもとくらべたりしないこと

家族が仲よくいっしょに過ごす時間をふやすこと

決まりや約束事を決めるときは子どもの意見を聞き、

なるべく子どもといっしょに決めること

子どものことに口出ししすぎずに見守ること

子どもの話を真剣に聞くこと

子ども自身のことは、子どもが自分で考えて

決められるよう手助けすること

その他

不明・無回答

全体（N=671）
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就学・就労状況 

就学・就労状況別にみると、中学校に在籍している場合は「子どもの命を守ること」が 70.1％、

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）に在籍している場合は「子どもの命を守ること」が

67.3％、定時制や通信制の高校に在籍している場合は「他の子どもとくらべたりしないこと」が

61.1％となっています。 

 

  

子どもの命を
守ること

病気やけが、
虐待などから
子どもを守る
こと

いじめや、ま
わりから心や
体を傷つけら
れるようなこと
から子どもを
守ること

子どもとの約
束を守ること

他の子どもとく
らべたりしな
いこと

家族が仲よく
いっしょに過ご
す時間をふや
すこと

中学校に在籍している
（N=344）

           70.1            57.6            60.8            40.1            55.5            36.3

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           67.3            52.5            60.6            34.7            55.2            35.4

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           38.9            38.9            27.8            44.4            61.1            33.3

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

           50.0            50.0            50.0            50.0            50.0            50.0

特に何もしていない
（N=1）

          100.0               0.0           100.0           100.0               0.0           100.0

決まりや約束
事を決めると
きは子どもの
意見を聞き、
なるべく子ども
といっしょに決
めること

子どものこと
に口出ししす
ぎずに見守る
こと

子どもの話を
真剣に聞くこ
と

子ども自身の
ことは、子ども
が自分で考え
て決められる
よう手助けす
ること

その他 不明・無回答

中学校に在籍している
（N=344）

           39.5            41.6            40.1            28.8              2.0              0.9

全日制の高校（これに準ずる学校を含む）
に在籍している（N=297）

           33.7            41.8            44.4            30.0              1.0              1.3

定時制や通信制の高校に在籍している
（N=18）

           38.9            44.4            50.0            33.3              5.6               0.0

学校に在籍せず、働いている（アルバイト
を含む）（N=2）

              0.0               0.0            50.0            50.0               0.0               0.0

特に何もしていない
（N=1）

              0.0           100.0               0.0               0.0               0.0               0.0

就
学
・
就
労
状
況

就
学
・
就
労
状
況
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「子どもの命を守ること」が 76.4％、自尊感情：中で

は「子どもの命を守ること」が 68.8％、自尊感情：低では「他の子どもとくらべたりしないこと」

が 59.9％となっています。 

 

  

子どもの命を
守ること

病気やけが、
虐待などから
子どもを守る
こと

いじめや、ま
わりから心や
体を傷つけら
れるようなこと
から子どもを
守ること

子どもとの約
束を守ること

他の子どもとく
らべたりしな
いこと

家族が仲よく
いっしょに過ご
す時間をふや
すこと

自尊感情：高
（N=267）

           76.4            58.8            63.3            40.1            49.1            41.6

自尊感情：中
（N=250）

           68.8            56.0            59.2            39.6            58.8            38.0

自尊感情：低
（N=137）

           51.1            46.0            54.7            33.6            59.9            24.1

決まりや約束
事を決めると
きは子どもの
意見を聞き、
なるべく子ども
といっしょに決
めること

子どものこと
に口出ししす
ぎずに見守る
こと

子どもの話を
真剣に聞くこ
と

子ども自身の
ことは、子ども
が自分で考え
て決められる
よう手助けす
ること

その他 不明・無回答

自尊感情：高
（N=267）

           33.0            36.0            39.0            28.1              1.1              0.4

自尊感情：中
（N=250）

           42.8            41.2            47.6            29.6              1.6              0.4

自尊感情：低
（N=137）

           31.4            53.3            41.6            29.9              3.6              0.7

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「子どもの命を守ること」が 70.9％、名前だけは知っているでは「子どもの命を

守ること」「いじめや、まわりから心や体を傷つけられるようなことから子どもを守ること」がそ

れぞれ 62.8％、知らないでは「子どもの命を守ること」が 69.4％となっています。 

 

  

子どもの命を
守ること

病気やけが、
虐待などから
子どもを守る
こと

いじめや、ま
わりから心や
体を傷つけら
れるようなこと
から子どもを
守ること

子どもとの約
束を守ること

他の子どもとく
らべたりしな
いこと

家族が仲よく
いっしょに過ご
す時間をふや
すこと

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

           70.9            58.1            56.4            34.1            50.3            32.4

名前だけは知っている
（N=183）

           62.8            49.7            62.8            39.9            59.0            33.9

知らない
（N=301）

           69.4            56.5            61.1            39.5            56.5            40.2

決まりや約束
事を決めると
きは子どもの
意見を聞き、
なるべく子ども
といっしょに決
めること

子どものこと
に口出ししす
ぎずに見守る
こと

子どもの話を
真剣に聞くこ
と

子ども自身の
ことは、子ども
が自分で考え
て決められる
よう手助けす
ること

その他 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=179）

           34.6            41.3            44.1            36.3              1.7               0.0

名前だけは知っている
（N=183）

           36.6            42.1            49.2            23.0              2.2               0.0

知らない
（N=301）

           37.9            41.9            38.9            29.9              2.0               0.0

権
利
の
認
知

権
利
の
認
知
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Ⅵ 子ども・若者の生活や意識に関するアンケート調査の

結果（18～39 歳対象） 

★はじめに、このアンケートにご回答いただく方を教えてください。（ひとつだけ○） 

アンケートの回答者については、「あて名の本人」が 87.5％と最も高く、次いで「あて名の本人

の保護者」が 2.9％、「その他」が 2.2％となっています。 

 

１．あなた自身のことについて 

Q１ あなたの性別をお答えください。（ひとつだけ○） 

性別については、「女性」が 59.3％と最も高く、次いで「男性」が 39.2％、「その他」が 0.5％

となっています。 

 

Q２ あなたの年齢をお答えください。（ひとつだけ○）※令和６年４月１日現在 

年齢については、「30 歳～34 歳」が 26.2％と最も高く、次いで「35 歳～39 歳」が 25.2％、「25

歳～29 歳」が 21.1％となっています。 

  

87.5 2.9 

2.2 

7.4 

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

全体

（N=408）

あて名の本人 あて名の本人の保護者 その他 不明・無回答

39.2 59.3 0.5 1.0 

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

全体

（N=408）

男性 女性 その他 不明・無回答

6.6 20.1 21.1 26.2 25.2 0.7 

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

全体

（N=408）

18歳～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳

35歳～39歳 不明・無回答
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Q３ お住まいの小学校区はどちらですか。（ひとつだけ○） 

お住まいの小学校区については、「真菅小学校区」が 10.0％と最も高く、次いで「真菅北小学校

区」が 9.6％、「耳成南小学校区」「畝傍東小学校区」がそれぞれ 9.3％となっています。 

 

Q４ あなたの現在の婚姻状況をお答えください。なお、「配偶者」には、事実婚（婚姻届を提出

せずに夫婦として生活している方）を含めます。（ひとつだけ○） 

現在の婚姻状況については、「未婚」が 55.1％と最も高く、次いで「配偶者あり」が 42.2％、

「配偶者と離婚」が 1.7％となっています。 

 

  

5.1 

5.9 

3.4 

7.6 

8.6 

3.7 

10.0 

7.4 

2.0 

0% 5% 10% 15%

畝傍南小学校区

畝傍北小学校区

鴨公小学校区

晩成小学校区

耳成小学校区

今井小学校区

真菅小学校区

金橋小学校区

香久山小学校区

全体（N=408）

2.7 

9.3 

9.6 

9.3 

7.1 

4.9 

2.5 

1.0 

0% 5% 10% 15%

新沢小学校区

耳成南小学校区

真菅北小学校区

畝傍東小学校区

耳成西小学校区

白橿小学校区

わからない

不明・無回答

55.1 42.2 

0.0 1.7 0.0 

1.0 

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

全体

（N=408）

未婚 配偶者あり 配偶者と死別 配偶者と離婚

配偶者と別居 不明・無回答
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Q５ 現在、あなたと同居している方をお答えください。なお、「配偶者」には、事実婚（婚姻届

を提出せずに夫婦として生活している方）を含めます。（あてはまるすべてに○） 

同居している方については、「実母・義母」が 44.9％と最も高く、次いで「あなたの配偶者」が

40.9％、「実父・義父」が 38.2％となっています。 

 

  

44.9 

38.2 

23.0 

7.1 

40.9 

34.1 

1.5 

3.2 

7.4 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

実母・義母

実父・義父

兄弟姉妹

祖父母

あなたの配偶者

あなたの子

その他親族

その他（ホームステイをしている人など）

同居している人はいない（単身世帯）

不明・無回答

全体（N=408）



288 

Q６ あなたの家の生計を支えている方は主にどなたですか。また、仕送りで生計を立てている方

は、その仕送りを主にしてくれている人をお答えください。（ひとつだけ○） 

主に生計を支えている方については、「あなた自身」が 28.7％と最も高く、次いで「あなたの配

偶者」が 24.5％、「実父・義父」が 22.8％となっています。 

 

Q７ 主に生計を支えている方（Q６で選択した方）の主な収入源は何ですか。（ひとつだけ○） 

主に生計を支えている方の主な収入源については、「就労、事業による収入（農業収入を含む）」

が 94.4％と最も高く、次いで「年金」が 2.9％、「わからない、答えられない」が 0.7％となって

います。 

 

  

28.7 

9.1 

22.8 

9.6 

0.2 

24.5 

0.2 

0.0

3.7 

0.7 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40%

あなた自身

実母・義母

実父・義父

両親ともに

兄弟姉妹

あなたの配偶者

祖父母

あなたの子

その他

わからない、答えられない

不明・無回答

全体（N=408）

94.4 

0.5 2.9 0.2 0.2 0.7 

1.0 

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

全体

（N=408）

就労、事業による収入（農業収入を含む）

預金やその利息、財産からの収入（株の配当や不動産賃料など）

年金

生活保護

その他

わからない、答えられない

不明・無回答
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Q８ あなたが最後に卒業した学校はどこですか。在学中の方は、現在在学している学校をお答え

ください。（ひとつだけ○） 

最後に卒業した学校については、「大学またはそれ以上」が 57.4％と最も高く、次いで「高校

（高等部）」が 18.1％、「専門学校」が 14.0％となっています。 

 

 

Q９ あなたの現在の仕事をお答えください。（ひとつだけ○） 

現在の仕事については、「正規の社員・職員・従業員」が 54.2％と最も高く、次いで「学生・生

徒（予備校生などを含む）」が 16.9％、「パート・アルバイト」が 10.8％となっています。 

  

1.5 18.1 14.0 1.5 7.1 57.4 

0.2 

0.2 

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

全体

（N=408）

中学（中学部） 高校（高等部） 専門学校

高専 短大 大学またはそれ以上

その他 不明・無回答

16.9 

10.8 

0.2 

2.0 

54.2 

0.7 

2.5 

0.5 

7.8 

0.0

1.2 

0.7 

2.5 

0.0

0% 20% 40% 60%

学生・生徒（予備校生などを含む）

パート・アルバイト

派遣社員

契約社員・嘱託

正規の社員・職員・従業員

会社などの役員

自営業・自由業

家族従業者・内職

専業主婦・主夫

家事手伝い

無職（仕事を探している）

無職（仕事を探していない）

その他

不明・無回答

全体（N=408）
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２．普段の生活について 

Q10 あなたの現在の外出状況に最も近いものを教えてください。（ひとつだけ○） 

現在の外出状況については、「仕事や学校で平日は毎日外出する」が 70.1％と最も高く、次いで

「仕事や学校で週に３～４日外出する」が 13.5％、「普段は家にいるが、近所のスーパーやコンビ

ニなどには出かける」が 8.1％となっています。 

 

  

70.1 

13.5 

2.2 

2.0 

2.9 

8.1 

0.5 

0.0

0.7 

0% 20% 40% 60% 80%

仕事や学校で平日は毎日外出する

仕事や学校で週に３～４日外出する

遊び等で頻繁に外出する

（ひとりで遊ぶ場合も含める）

人づきあいのためにときどき外出する

普段は家にいるが、自分の趣味などの

用事のときだけ外出する

普段は家にいるが、近所のスーパーや

コンビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出ない

自室からほとんど出ない

不明・無回答

全体（N=408）
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性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「仕事や学校で平日は毎日外出する」が 90.0％、

20歳～24歳:男性では「仕事や学校で平日は毎日外出する」が77.8％、25歳～29歳:男性では「仕

事や学校で平日は毎日外出する」が 90.6％、30 歳～34 歳:男性では「仕事や学校で平日は毎日外

出する」が 78.9％、35 歳～39 歳:男性では「仕事や学校で平日は毎日外出する」が 88.6％、18 歳

～19歳:女性では「仕事や学校で平日は毎日外出する」が82.4％、20歳～24歳:女性では「仕事や

学校で平日は毎日外出する」が 65.9％、25 歳～29 歳:女性では「仕事や学校で平日は毎日外出す

る」が 63.0％、30 歳～34 歳:女性では「仕事や学校で平日は毎日外出する」が 56.5％、35 歳～39

歳:女性では「仕事や学校で平日は毎日外出する」が 51.7％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「仕事や学校で平日は毎日外出する」が 69.5％、自尊

感情：中では「仕事や学校で平日は毎日外出する」が 72.8％、自尊感情：低では「仕事や学校で

平日は毎日外出する」が 66.7％となっています。 

  

仕事や学校
で平日は毎
日外出する

仕事や学校
で週に３～４
日外出する

遊び等で頻
繁に外出す
る（ひとりで
遊ぶ場合も
含める）

人づきあい
のためにとき
どき外出する

普段は家に
いるが、自分
の趣味など
の用事のと
きだけ外出
する

普段は家に
いるが、近所
のスーパー
やコンビニな
どには出か
ける

自室からは
出るが、家
からは出な
い

自室からほ
とんど出ない

不明・無回
答

18歳～19歳:男性
（N=10）

          90.0           10.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

          77.8           19.4            2.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

          90.6            6.3             0.0             0.0            3.1             0.0             0.0             0.0             0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

          78.9           10.5             0.0             0.0            5.3            5.3             0.0             0.0             0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

          88.6            6.8            2.3             0.0            2.3             0.0             0.0             0.0             0.0

18歳～19歳:女性
（N=17）

          82.4            5.9             0.0             0.0             0.0            5.9            5.9             0.0             0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

          65.9           27.3            2.3            2.3             0.0             0.0            2.3             0.0             0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

          63.0           16.7             0.0            1.9           11.1            7.4             0.0             0.0             0.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

          56.5           10.1            5.8            5.8             0.0           18.8             0.0             0.0            2.9

35歳～39歳:女性
（N=58）

          51.7           13.8            3.4            3.4            3.4           22.4             0.0             0.0            1.7

性
・
年
齢

仕事や学校
で平日は毎
日外出する

仕事や学校
で週に３～４
日外出する

遊び等で頻
繁に外出す
る（ひとりで
遊ぶ場合も
含める）

人づきあい
のためにとき
どき外出する

普段は家に
いるが、自分
の趣味など
の用事のと
きだけ外出
する

普段は家に
いるが、近所
のスーパー
やコンビニな
どには出か
ける

自室からは
出るが、家
からは出な
い

自室からほ
とんど出ない

不明・無回
答

自尊感情：高
（N=118）

          69.5           12.7            2.5            1.7            2.5           10.2             0.0             0.0            0.8

自尊感情：中
（N=173）

          72.8           13.9            1.7            1.2            2.9            6.4             0.0             0.0            1.2

自尊感情：低
（N=105）

          66.7           13.3            2.9            2.9            3.8            8.6            1.9             0.0             0.0

自
尊
感
情
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Q10 で「普段は家にいるが、自分の趣味などの用事のときだけ外出する」～「自室からほとんど

出ない」と答えた人にお聞きします。 

Q11 あなたの外出状況が現在の状態になったのは、あなたが何歳の頃ですか。（ひとつだけ○） 

外出状況が現在の状態になった年齢については、「30 歳～34 歳」が 34.0％と最も高く、次いで

「25 歳～29 歳」が 31.9％、「35歳～39歳」が 14.9％となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、25 歳～29 歳:女性では「25 歳～29 歳」が 80.0％、30 歳～34 歳:女性では

「30 歳～34 歳」が 61.5％、35 歳～39 歳:女性では「35 歳～39 歳」が 46.7％となっています。 

 

［18 歳～19 歳:男性］［20 歳～24 歳:男性］は N=0 のため省略 

  

2.1 8.5 8.5 31.9 34.0 14.9 0.0 

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

全体

（N=47）

14歳以下 15歳～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳

30歳～34歳 35歳～39歳 不明・無回答

14歳以下 15歳～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳 35歳～39歳 不明・無回答

25歳～29歳:男性
（N=1）

              0.0               0.0               0.0           100.0               0.0               0.0               0.0

30歳～34歳:男性
（N=4）

              0.0               0.0               0.0            25.0            75.0               0.0               0.0

35歳～39歳:男性
（N=1）

              0.0               0.0           100.0               0.0               0.0               0.0               0.0

18歳～19歳:女性
（N=2）

              0.0           100.0               0.0               0.0               0.0               0.0               0.0

20歳～24歳:女性
（N=1）

              0.0           100.0               0.0               0.0               0.0               0.0               0.0

25歳～29歳:女性
（N=10）

              0.0            10.0            10.0            80.0               0.0               0.0               0.0

30歳～34歳:女性
（N=13）

             7.7               0.0              7.7            23.1            61.5               0.0               0.0

35歳～39歳:女性
（N=15）

              0.0               0.0              6.7            13.3            33.3            46.7               0.0

性
・
年
齢
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Q10 で「普段は家にいるが、自分の趣味などの用事のときだけ外出する」～「自室からほとんど

出ない」と答えた人にお聞きします。 

Q12 あなたの外出状況が現在の状態となって、どのくらい経ちますか。（ひとつだけ○） 

外出状況が現在の状態となって、どのくらい経つかについては、「６か月以上１年未満」が

19.1％と最も高く、次いで「１年以上２年未満」が 17.0％、「３年以上５年未満」「７年以上 10 年

未満」がそれぞれ 12.8％となっています。 

 

  

4.3 

8.5 

19.1 

17.0 

8.5 

12.8 

4.3 

12.8 

4.3 

2.1 

0.0

0.0

0.0

6.4 

0% 10% 20% 30%

３か月未満

３か月以上６か月未満

６か月以上１年未満

１年以上２年未満

２年以上３年未満

３年以上５年未満

５年以上７年未満

７年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

不明・無回答

全体（N=47）
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Q12 で「６か月以上１年未満」～「30年以上」と答えた人にお聞きします。 

Q13 あなたの外出状況が現在の状態となった主な理由は何ですか。（あてはまるすべてに○） 

外出状況が現在の状態となった主な理由については、「妊娠したこと」が 55.3％と最も高く、次

いで「退職したこと」が 18.4％、「その他」が 15.8％となっています。 

 

 選択肢「その他」の紹介】 

不妊治療 

産休・育休に入り、仕事を休んで、育児中心の生活になったから 

育児休業中のため 

資格取得中 

  

2.6 

0.0

0.0

2.6 

0.0

0.0

5.3 

5.3 

5.3 

7.9 

55.3 

18.4 

5.3 

5.3 

10.5 

15.8 

2.6 

2.6 

5.3 

0% 20% 40% 60%

学校になじめなかったこと

小学校時代の不登校

中学校時代の不登校

高校時代の不登校

大学（短大・高専・専門学校等を含む）時代の不登校

受験がうまくいかなかったこと

就職活動がうまくいかなかったこと

職場になじめなかったこと

人間関係がうまくいかなかったこと

病気

妊娠したこと

退職したこと

介護・看護を担うことになったこと

新型コロナウイルス感染症が流行したこと

仕事の関係上、在宅勤務となったこと

その他

特に理由はない

わからない・答えられない

不明・無回答

全体（N=38）
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Q14 最近６か月間に、家族以外の人と会話しましたか。（ひとつだけ○） 

最近６か月間に、家族以外の人と会話したかについては、「よく会話した（週３回以上）」が

75.5％と最も高く、次いで「ときどき会話した（週２回～月数回程度）」が 11.8％、「ほとんど会

話しなかった（月１回程度）」が 1.7％となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18歳～19歳:男性では「よく会話した（週３回以上）」が60.0％、20歳～

24 歳:男性では「よく会話した（週３回以上）」が 80.6％、25 歳～29 歳:男性では「よく会話した

（週３回以上）」が 81.3％、30 歳～34 歳:男性では「よく会話した（週３回以上）」が 84.2％、35

歳～39 歳:男性では「よく会話した（週３回以上）」が 77.3％、18 歳～19 歳:女性では「よく会話

した（週３回以上）」が 82.4％、20 歳～24 歳:女性では「よく会話した（週３回以上）」が 79.5％、

25 歳～29 歳:女性では「よく会話した（週３回以上）」が 68.5％、30 歳～34 歳:女性では「よく会

話した（週３回以上）」が 73.9％、35 歳～39 歳:女性では「よく会話した（週３回以上）」が

69.0％となっています。 

 

  

75.5 11.8 1.7 

0.2 

10.8 

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

全体

（N=408）

よく会話した（週３回以上） ときどき会話した（週２回～月数回程度）

ほとんど会話しなかった（月１回程度） まったく会話しなかった

不明・無回答

よく会話した
（週３回以上）

ときどき会話し
た（週２回～
月数回程度）

ほとんど会話
しなかった（月
１回程度）

まったく会話し
なかった

不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           60.0            20.0               0.0               0.0            20.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           80.6              5.6               0.0               0.0            13.9

25歳～29歳:男性
（N=32）

           81.3              6.3               0.0               0.0            12.5

30歳～34歳:男性
（N=38）

           84.2              7.9               0.0               0.0              7.9

35歳～39歳:男性
（N=44）

           77.3              4.5               0.0               0.0            18.2

18歳～19歳:女性
（N=17）

           82.4              5.9              5.9               0.0              5.9

20歳～24歳:女性
（N=44）

           79.5              4.5               0.0              2.3            13.6

25歳～29歳:女性
（N=54）

           68.5            14.8              3.7               0.0            13.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

           73.9            20.3              2.9               0.0              2.9

35歳～39歳:女性
（N=58）

           69.0            19.0              3.4               0.0              8.6

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「よく会話した（週３回以上）」が 80.5％、自尊感情：

中では「よく会話した（週３回以上）」が 78.6％、自尊感情：低では「よく会話した（週３回以

上）」が 72.4％となっています。 

 

  

よく会話した
（週３回以上）

ときどき会話し
た（週２回～
月数回程度）

ほとんど会話
しなかった（月
１回程度）

まったく会話し
なかった

不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

           80.5            10.2               0.0               0.0              9.3

自尊感情：中
（N=173）

           78.6            11.6              0.6               0.0              9.2

自尊感情：低
（N=105）

           72.4            14.3              5.7              1.0              6.7

自
尊
感
情
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Q15 あなたは今までに、社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった経験（不登校や

失業など）がありましたか。または、現在、社会生活や日常生活を円滑に送れていない状

況がありますか。最もあてはまるものを選んでください。（ひとつだけ○） 

社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった経験については、「なかった（ない）」が

57.6％と最も高く、次いで「どちらかといえば、あった（ある）」が 14.2％、「どちらかといえば、

なかった（ない）」が 12.5％となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「なかった（ない）」が 80.0％、20 歳～24 歳:男性

では「なかった（ない）」が 58.3％、25 歳～29 歳:男性では「なかった（ない）」が 75.0％、30歳

～34 歳:男性では「なかった（ない）」が 52.6％、35 歳～39 歳:男性では「なかった（ない）」が

52.3％、18 歳～19 歳:女性では「なかった（ない）」が 58.8％、20 歳～24 歳:女性では「なかった

（ない）」が 59.1％、25 歳～29 歳:女性では「なかった（ない）」が 48.1％、30 歳～34 歳:女性で

は「なかった（ない）」が 60.9％、35 歳～39 歳:女性では「なかった（ない）」が 58.6％となって

います。 

  

11.5 14.2 12.5 57.6 1.0 3.2 

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

全体

（N=408）

今までに経験があった（または、現在ある） どちらかといえば、あった（ある）

どちらかといえば、なかった（ない） なかった（ない）

わからない、答えられない 不明・無回答

今までに経験
があった（また
は、現在ある）

どちらかとい
えば、あった
（ある）

どちらかとい
えば、なかっ
た（ない）

なかった（な
い）

わからない、
答えられない

不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

              0.0            10.0               0.0            80.0               0.0            10.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           16.7            13.9            11.1            58.3               0.0               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

             6.3              9.4              9.4            75.0               0.0               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

             7.9            26.3              7.9            52.6               0.0              5.3

35歳～39歳:男性
（N=44）

           13.6            18.2              6.8            52.3              4.5              4.5

18歳～19歳:女性
（N=17）

           11.8            11.8            11.8            58.8               0.0              5.9

20歳～24歳:女性
（N=44）

           18.2              4.5            15.9            59.1              2.3               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

             9.3            16.7            18.5            48.1               0.0              7.4

30歳～34歳:女性
（N=69）

           10.1            13.0            13.0            60.9              1.4              1.4

35歳～39歳:女性
（N=58）

           12.1            15.5            12.1            58.6               0.0              1.7

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「なかった（ない）」が 71.2％、自尊感情：中では「な

かった（ない）」が 62.4％、自尊感情：低では「なかった（ない）」が 40.0％となっています。 

 

  

今までに経験
があった（また
は、現在ある）

どちらかとい
えば、あった
（ある）

どちらかとい
えば、なかっ
た（ない）

なかった（な
い）

わからない、
答えられない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

             7.6              5.9            12.7            71.2              1.7              0.8

自尊感情：中
（N=173）

           10.4            15.0            11.0            62.4              0.6              0.6

自尊感情：低
（N=105）

           19.0            22.9            16.2            40.0              1.0              1.0

自
尊
感
情
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３．自分自身の思いや気持ち、将来のことについて 

Q16 あなたの自分自身に対する思いや気持ちについて、最も近いものを教えてください。 

（それぞれひとつだけ○） 

自分自身に対する思いや気持ちについては、《④自分は家族に大事にされている》において「そ

う思う」が６割以上となっています。一方で、《②将来の夢や目標を持っている》《⑥自分のこと

が好きだ》においては「そう思う」が３割程度となっています。 

 

  

44.4 

30.9 

41.2 

66.2 

55.6 

26.2 

40.9 

38.2 

42.4 

27.7 

26.2 

44.1 

7.8 

18.1 

8.8 

2.9 

8.3 

20.3 

4.2 

10.0 

4.9 

0.2 

7.1 

6.6 

2.7 

2.7 

2.7 

2.9 

2.7 

2.7 

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

①自分には、よいところがある

②将来の夢や目標を持っている

③がんばれば、いいことがある

④自分は家族に大事にされている

⑤とても仲がよい友だちがいる

⑥自分のことが好きだ

全体（N=408）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答
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Q17 現在、悩んでいることや不安に感じていることはありますか。（あてはまるすべてに○） 

現在、悩んでいることや不安に感じていることについては、「お金のこと」が 55.4％と最も高く、

次いで「将来のこと」が 40.9％、「仕事や職場のこと」が 33.8％となっています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

子供がなかなかできないこと 

趣味について 

子供の将来についての環境問題や日本の今後、年金等 

睡眠不足 

税金、金利、電気代、橿原市の交通マナー、奈良県知事（不安) 

  

3.7 

10.5 

9.3 

2.5 

33.8 

14.2 

55.4 

21.8 

13.0 

18.6 

20.3 

0.5 

29.2 

16.4 

40.9 

3.4 

6.4 

10.8 

2.7 

0% 20% 40% 60%

友人関係のこと

家族関係のこと

勉強や進学のこと

学校生活のこと

仕事や職場のこと

就職のこと

お金のこと

自分の健康のこと

自分の性格のこと

自分の見た目（容姿・体型等）のこと

恋愛や結婚のこと

性（ジェンダー）のこと

家族の健康や介護のこと

社会情勢のこと

将来のこと

その他

何となく

特に悩みや不安はない

不明・無回答

全体（N=408）
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性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「将来のこと」が 50.0％、20 歳～24 歳:男性では

「将来のこと」が 47.2％、25 歳～29 歳:男性では「お金のこと」が 65.6％、30 歳～34 歳:男性で

は「お金のこと」が 55.3％、35 歳～39 歳:男性では「お金のこと」が 59.1％、18 歳～19 歳:女性

では「勉強や進学のこと」が 52.9％、20 歳～24 歳:女性では「お金のこと」が 45.5％、25 歳～29

歳:女性では「お金のこと」が 61.1％、30 歳～34 歳:女性では「お金のこと」が 53.6％、35 歳～

39 歳:女性では「お金のこと」が 69.0％となっています。 

 

  

友人関係の
こと

家族関係の
こと

勉強や進学
のこと

学校生活の
こと

仕事や職場
のこと

就職のこと お金のこと
自分の健康
のこと

自分の性格
のこと

自分の見た
目（容姿・体
型等）のこと

18歳～19歳:男性
（N=10）

            0.0           10.0           30.0           10.0           10.0           40.0           40.0           10.0           30.0           20.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           2.8            5.6           27.8            5.6           22.2           27.8           41.7           30.6           16.7           13.9

25歳～29歳:男性
（N=32）

           3.1            3.1             0.0             0.0           37.5            3.1           65.6           12.5           15.6           12.5

30歳～34歳:男性
（N=38）

            0.0            7.9            5.3             0.0           31.6            7.9           55.3           18.4           13.2           18.4

35歳～39歳:男性
（N=44）

           2.3           15.9           11.4             0.0           43.2            4.5           59.1           31.8           13.6           18.2

18歳～19歳:女性
（N=17）

          17.6             0.0           52.9           17.6             0.0           23.5           41.2           17.6           29.4           23.5

20歳～24歳:女性
（N=44）

           6.8            2.3           20.5            4.5           27.3           40.9           45.5           11.4           11.4           18.2

25歳～29歳:女性
（N=54）

            0.0           14.8             0.0             0.0           38.9            1.9           61.1           11.1           11.1           20.4

30歳～34歳:女性
（N=69）

           1.4           13.0             0.0             0.0           39.1           10.1           53.6           30.4           10.1           21.7

35歳～39歳:女性
（N=58）

           6.9           15.5             0.0            1.7           43.1            8.6           69.0           25.9            6.9           17.2

恋愛や結婚
のこと

性（ジェン
ダー）のこと

家族の健康
や介護のこ
と

社会情勢の
こと

将来のこと その他 何となく
特に悩みや
不安はない

不明・無回
答

18歳～19歳:男性
（N=10）

          30.0             0.0           10.0           20.0           50.0           10.0             0.0           10.0             0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

          16.7             0.0           22.2           11.1           47.2             0.0            8.3           19.4             0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

          34.4            3.1           12.5           18.8           37.5             0.0             0.0            3.1             0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

          21.1             0.0           34.2           26.3           44.7            2.6            2.6            5.3            5.3

35歳～39歳:男性
（N=44）

          18.2             0.0           40.9           18.2           34.1            2.3            2.3           13.6            2.3

18歳～19歳:女性
（N=17）

          17.6             0.0           11.8            5.9           29.4             0.0           11.8           17.6            5.9

20歳～24歳:女性
（N=44）

          22.7             0.0           13.6           13.6           34.1             0.0            9.1           22.7             0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

          27.8             0.0           24.1           13.0           44.4            3.7            9.3            3.7            5.6

30歳～34歳:女性
（N=69）

          15.9             0.0           40.6           15.9           42.0            7.2            5.8           10.1            2.9

35歳～39歳:女性
（N=58）

          10.3             0.0           43.1           19.0           43.1            6.9            8.6            6.9            1.7

性
・
年
齢

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「お金のこと」が 43.2％、自尊感情：中では「お金の

こと」が 60.1％、自尊感情：低では「お金のこと」が 66.7％となっています。 

 
  

友人関係の
こと

家族関係の
こと

勉強や進学
のこと

学校生活の
こと

仕事や職場
のこと

就職のこと お金のこと
自分の健康
のこと

自分の性格
のこと

自分の見た
目（容姿・体
型等）のこと

自尊感情：高
（N=118）

           1.7            5.9           11.9            2.5           29.7           12.7           43.2           11.0            2.5            6.8

自尊感情：中
（N=173）

           2.3            9.2            6.9            0.6           31.8           14.5           60.1           23.1           15.6           20.2

自尊感情：低
（N=105）

           8.6           19.0           11.4            5.7           45.7           17.1           66.7           34.3           21.9           31.4

恋愛や結婚
のこと

性（ジェン
ダー）のこと

家族の健康
や介護のこ
と

社会情勢の
こと

将来のこと その他 何となく
特に悩みや
不安はない

不明・無回
答

自尊感情：高
（N=118）

          16.1             0.0           22.0           16.9           24.6            4.2            4.2           19.5             0.0

自尊感情：中
（N=173）

          20.2            0.6           29.5           15.0           45.7            1.2            5.8            8.7            1.2

自尊感情：低
（N=105）

          26.7            1.0           40.0           20.0           55.2            5.7            9.5            5.7             0.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q18 悩みや不安を感じたときに、誰・どこに相談していますか。（あてはまるすべてに○） 

悩みや不安を感じたときの相談相手・相談先については、「親」が 61.3％と最も高く、次いで

「友人・知人」が 49.3％、「恋人や配偶者」が 38.7％となっています。 

 

  

61.3 

22.5 

2.7 

49.3 

2.0 

0.0

0.0

0.5 

18.1 

38.7 

2.0 

2.5 

2.0 

1.2 

9.8 

2.9 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

親

兄弟姉妹

祖父母や親戚

友人・知人

学校の先生

保健室の先生

スクールカウンセラー

塾や習い事の先生

職場の同僚や上司

恋人や配偶者

病院の先生

インターネット上のだれか（チャット等を含む）

Instagram・LINEなどのＳＮＳ

その他

特に相談はしない

誰にも相談したくない

不明・無回答

全体（N=408）



304 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「親」が 90.0％、20 歳～24 歳:男性では「親」が

47.2％、25 歳～29 歳:男性では「親」が 56.3％、30 歳～34 歳:男性では「親」「友人・知人」がそ

れぞれ 42.1％、35 歳～39 歳:男性では「恋人や配偶者」が 40.9％、18 歳～19 歳:女性では「親」

が 76.5％、20歳～24歳:女性では「親」が 75.0％、25歳～29歳:女性では「親」が 74.1％、30歳

～34 歳:女性では「親」が 71.0％、35 歳～39 歳:女性では「親」「友人・知人」がそれぞれ 63.8％

となっています。 

 

  

親 兄弟姉妹
祖父母や親
戚

友人・知人 学校の先生
保健室の先
生

スクールカウ
ンセラー

塾や習い事
の先生

職場の同僚
や上司

18歳～19歳:男性
（N=10）

          90.0             0.0           10.0           70.0           10.0             0.0             0.0           10.0             0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

          47.2           13.9            2.8           41.7            5.6             0.0             0.0             0.0            8.3

25歳～29歳:男性
（N=32）

          56.3           18.8             0.0           37.5             0.0             0.0             0.0             0.0           18.8

30歳～34歳:男性
（N=38）

          42.1           10.5            7.9           42.1             0.0             0.0             0.0             0.0           26.3

35歳～39歳:男性
（N=44）

          34.1           15.9             0.0           25.0             0.0             0.0             0.0             0.0           22.7

18歳～19歳:女性
（N=17）

          76.5           23.5            5.9           58.8           11.8             0.0             0.0             0.0             0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

          75.0           15.9            4.5           61.4             0.0             0.0             0.0             0.0            4.5

25歳～29歳:女性
（N=54）

          74.1           25.9            3.7           50.0            1.9             0.0             0.0             0.0           22.2

30歳～34歳:女性
（N=69）

          71.0           42.0             0.0           53.6             0.0             0.0             0.0            1.4           21.7

35歳～39歳:女性
（N=58）

          63.8           25.9            1.7           63.8            1.7             0.0             0.0             0.0           25.9

恋人や配偶
者

病院の先生

インターネッ
ト上のだれ
か（チャット
等を含む）

Instagram・
LINEなどのＳ
ＮＳ

その他
特に相談は
しない

誰にも相談し
たくない

不明・無回
答

18歳～19歳:男性
（N=10）

            0.0             0.0           10.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

          11.1             0.0             0.0             0.0             0.0           33.3            2.8             0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

          40.6             0.0            3.1            3.1             0.0            6.3             0.0            3.1

30歳～34歳:男性
（N=38）

          36.8            2.6            2.6             0.0            2.6           10.5            7.9             0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

          40.9            2.3            2.3             0.0            2.3           15.9            9.1            2.3

18歳～19歳:女性
（N=17）

            0.0             0.0            5.9             0.0             0.0           11.8            5.9             0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

          18.2            2.3            6.8            2.3             0.0            9.1            4.5             0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

          50.0            3.7             0.0            5.6            1.9            5.6             0.0            1.9

30歳～34歳:女性
（N=69）

          60.9            1.4             0.0             0.0            1.4            2.9             0.0             0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

          55.2            3.4            1.7            3.4            1.7            3.4            1.7             0.0

性
・
年
齢

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「親」が 80.5％、自尊感情：中では「親」「友人・知人」

がそれぞれ 56.1％、自尊感情：低では「親」が 48.6％となっています。 

 
  

親 兄弟姉妹
祖父母や親
戚

友人・知人 学校の先生
保健室の先
生

スクールカウ
ンセラー

塾や習い事
の先生

職場の同僚
や上司

自尊感情：高
（N=118）

          80.5           25.4            3.4           59.3            2.5             0.0             0.0            0.8           21.2

自尊感情：中
（N=173）

          56.1           23.7            1.7           56.1            1.7             0.0             0.0             0.0           17.9

自尊感情：低
（N=105）

          48.6           17.1            2.9           25.7            1.9             0.0             0.0            1.0           16.2

恋人や配偶
者

病院の先生

インターネッ
ト上のだれ
か（チャット
等を含む）

Instagram・
LINEなどのＳ
ＮＳ

その他
特に相談は
しない

誰にも相談し
たくない

不明・無回
答

自尊感情：高
（N=118）

          45.8            1.7            1.7            0.8            0.8            4.2            0.8            0.8

自尊感情：中
（N=173）

          40.5            1.2            0.6            1.2            1.2            9.8            1.2             0.0

自尊感情：低
（N=105）

          25.7            3.8            6.7            4.8            1.9           15.2            8.6            1.9

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q19 あなたは今、自分が幸せだと思いますか。あなたの実感をお答えください。（ひとつだけ○） 

今、自分が幸せだと思うかについては、「そう思う」が 47.8％と最も高く、次いで「どちらかと

いえば、そう思う」が 43.6％、「どちらかといえば、そう思わない」が 5.6％となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」がそ

れぞれ50.0％、20歳～24歳:男性では「そう思う」が50.0％、25歳～29歳:男性では「そう思う」

「どちらかといえば、そう思う」がそれぞれ 46.9％、30 歳～34 歳:男性では「どちらかといえば、

そう思う」が 50.0％、35 歳～39 歳:男性では「どちらかといえば、そう思う」が 47.7％、18 歳～

19 歳:女性では「そう思う」が 47.1％、20 歳～24 歳:女性では「そう思う」が 50.0％、25 歳～29

歳:女性では「そう思う」が51.9％、30歳～34歳:女性では「そう思う」が55.1％、35歳～39歳:

女性では「そう思う」が 50.0％となっています。 

 

  

47.8 43.6 5.6 

2.2 

0.7 

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

全体

（N=408）

そう思う どちらかといえば、そう思う

どちらかといえば、そう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えば、そう思う

どちらかとい
えば、そう思
わない

そう思わない 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           50.0            50.0               0.0               0.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           50.0            41.7              8.3               0.0               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

           46.9            46.9              3.1               0.0              3.1

30歳～34歳:男性
（N=38）

           36.8            50.0            10.5              2.6               0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           38.6            47.7              4.5              6.8              2.3

18歳～19歳:女性
（N=17）

           47.1            35.3              5.9            11.8               0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

           50.0            47.7               0.0              2.3               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

           51.9            44.4              3.7               0.0               0.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

           55.1            40.6              4.3               0.0               0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

           50.0            37.9              8.6              3.4               0.0

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そう思う」が 77.1％、自尊感情：中では「そう思う」

が 49.1％、自尊感情：低では「どちらかといえば、そう思う」が 63.8％となっています。 

 

  

そう思う
どちらかとい
えば、そう思う

どちらかとい
えば、そう思
わない

そう思わない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

           77.1            21.2               0.0               0.0              1.7

自尊感情：中
（N=173）

           49.1            46.8              3.5              0.6               0.0

自尊感情：低
（N=105）

           12.4            63.8            16.2              6.7              1.0

自
尊
感
情
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Q20 あなたは、「社会のために役立つことをしたい」と思いますか。（ひとつだけ○） 

「社会のために役立つことをしたい」と思うかについては、「どちらかといえば、そう思う」が

48.3％と最も高く、次いで「そう思う」が 36.3％、「どちらかといえば、そう思わない」が 8.6％

となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18歳～19歳:男性では「そう思う」が60.0％、20歳～24歳:男性では「ど

ちらかといえば、そう思う」が 47.2％、25 歳～29 歳:男性では「どちらかといえば、そう思う」

が 50.0％、30 歳～34 歳:男性では「どちらかといえば、そう思う」が 42.1％、35 歳～39 歳:男性

では「どちらかといえば、そう思う」が 45.5％、18 歳～19 歳:女性では「そう思う」「どちらかと

いえば、そう思う」がそれぞれ 47.1％、20 歳～24 歳:女性では「そう思う」が 45.5％、25 歳～29

歳:女性では「どちらかといえば、そう思う」が 57.4％、30 歳～34 歳:女性では「どちらかといえ

ば、そう思う」が 53.6％、35 歳～39 歳:女性では「どちらかといえば、そう思う」が 55.2％とな

っています。 

 

  

36.3 48.3 8.6 6.1 0.7 

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

全体

（N=408）

そう思う どちらかといえば、そう思う

どちらかといえば、そう思わない そう思わない

不明・無回答

そう思う
どちらかとい
えば、そう思う

どちらかとい
えば、そう思
わない

そう思わない 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           60.0            30.0            10.0               0.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           38.9            47.2              5.6              8.3               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

           40.6            50.0              9.4               0.0               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

           34.2            42.1            15.8              7.9               0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           34.1            45.5              6.8            11.4              2.3

18歳～19歳:女性
（N=17）

           47.1            47.1              5.9               0.0               0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

           45.5            31.8              9.1            13.6               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

           31.5            57.4              7.4              3.7               0.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

           31.9            53.6            11.6              2.9               0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

           34.5            55.2              3.4              5.2              1.7

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「そう思う」が 62.7％、自尊感情：中では「どちらか

といえば、そう思う」が 52.0％、自尊感情：低では「どちらかといえば、そう思う」が 56.2％と

なっています。 

 

  

そう思う
どちらかとい
えば、そう思う

どちらかとい
えば、そう思
わない

そう思わない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

           62.7            33.9              0.8              0.8              1.7

自尊感情：中
（N=173）

           31.8            52.0            12.1              4.0               0.0

自尊感情：低
（N=105）

           15.2            56.2            12.4            16.2               0.0

自
尊
感
情
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Q21 あなたは、自分の将来について明るい希望を持っていますか。（ひとつだけ○） 

自分の将来について明るい希望を持っているかについては、「どちらかといえば希望がある」が

49.5％と最も高く、次いで「希望がある」が24.3％、「どちらかといえば希望がない」が20.1％と

なっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「どちらかといえば希望がある」が 60.0％、20 歳

～24歳:男性では「どちらかといえば希望がある」が47.2％、25歳～29歳:男性では「どちらかと

いえば希望がある」が 46.9％、30 歳～34 歳:男性では「どちらかといえば希望がある」が 52.6％、

35 歳～39 歳:男性では「どちらかといえば希望がある」が 54.5％、18 歳～19 歳:女性では「どち

らかといえば希望がある」が 41.2％、20 歳～24 歳:女性では「どちらかといえば希望がある」が

43.2％、25 歳～29 歳:女性では「どちらかといえば希望がある」が 44.4％、30 歳～34 歳:女性で

は「どちらかといえば希望がある」が 56.5％、35 歳～39 歳:女性では「どちらかといえば希望が

ある」が 51.7％となっています。 

 

  

24.3 49.5 20.1 5.6 0.5 

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

全体

（N=408）

希望がある どちらかといえば希望がある

どちらかといえば希望がない 希望がない

不明・無回答

希望がある
どちらかとい
えば希望があ
る

どちらかとい
えば希望がな
い

希望がない 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           30.0            60.0               0.0            10.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           25.0            47.2            22.2              5.6               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

           25.0            46.9            21.9              6.3               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

           18.4            52.6            15.8            13.2               0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           18.2            54.5            20.5              4.5              2.3

18歳～19歳:女性
（N=17）

           35.3            41.2            11.8            11.8               0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

           36.4            43.2            11.4              9.1               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

           33.3            44.4            18.5              3.7               0.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

           15.9            56.5            26.1              1.4               0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

           22.4            51.7            24.1              1.7               0.0

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「希望がある」が 58.5％、自尊感情：中では「どちら

かといえば希望がある」が 68.8％、自尊感情：低では「どちらかといえば希望がない」が 49.5％

となっています。 

 

  

希望がある
どちらかとい
えば希望があ
る

どちらかとい
えば希望がな
い

希望がない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

           58.5            36.4              3.4               0.0              1.7

自尊感情：中
（N=173）

           14.5            68.8            14.5              2.3               0.0

自尊感情：低
（N=105）

             1.9            30.5            49.5            18.1               0.0

自
尊
感
情
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Q22 あなたは、自分の将来について不安を感じることはありますか。（ひとつだけ○） 

自分の将来について不安を感じることはあるかについては、「たまにある」が 52.0％と最も高く、

次いで「よくある」が 31.4％、「あまりない」が 11.5％となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「たまにある」が 70.0％、20 歳～24 歳:男性では

「たまにある」が 44.4％、25 歳～29 歳:男性では「たまにある」が 62.5％、30 歳～34 歳:男性で

は「たまにある」が 63.2％、35 歳～39 歳:男性では「たまにある」が 59.1％、18 歳～19 歳:女性

では「よくある」が 52.9％、20 歳～24 歳:女性では「たまにある」が 40.9％、25 歳～29 歳:女性

では「たまにある」が 46.3％、30 歳～34 歳:女性では「たまにある」が 60.9％、35 歳～39 歳:女

性では「たまにある」が 51.7％となっています。 

 

  

31.4 52.0 11.5 

2.0 

2.9 0.2 

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

全体

（N=408）

よくある たまにある あまりない まったくない

わからない 不明・無回答

よくある たまにある あまりない まったくない わからない 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           20.0            70.0               0.0            10.0               0.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           30.6            44.4            13.9              5.6              5.6               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

           21.9            62.5            12.5              3.1               0.0               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

           23.7            63.2              2.6              2.6              7.9               0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           29.5            59.1              9.1               0.0              2.3               0.0

18歳～19歳:女性
（N=17）

           52.9            17.6            23.5               0.0              5.9               0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

           31.8            40.9            13.6              6.8              6.8               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

           38.9            46.3            14.8               0.0               0.0               0.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

           29.0            60.9              8.7               0.0              1.4               0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

           31.0            51.7            15.5               0.0              1.7               0.0

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「たまにある」が 53.4％、自尊感情：中では「たまに

ある」が 57.2％、自尊感情：低では「よくある」が 57.1％となっています。 

 

 

  

よくある たまにある あまりない まったくない わからない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

           15.3            53.4            23.7              3.4              3.4              0.8

自尊感情：中
（N=173）

           28.9            57.2              8.7              1.7              3.5               0.0

自尊感情：低
（N=105）

           57.1            37.1              2.9              1.0              1.9               0.0

自
尊
感
情
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Q22 で「よくある」または「たまにある」と答えた人にお聞きします。 

Q23 将来に対して、特にどのようなことに不安を感じますか。（あてはまるすべてに○） 

将来に対して特に不安を感じることについては、「お金のこと」が 70.6％と最も高く、次いで

「就職・仕事のこと」が 50.9％、「家族の健康や介護のこと」が 37.9％となっています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

自分自身がどう将来を生きたいかわからなくなるため、大きく不安を感じる 

子供ができるかどうか 

不妊治療 

年金のもらえる額が少ないが貯金するお金もない。 

子の障がいのこと 

橿原市の将来 

  

4.4 

50.9 

70.6 

37.9 

31.2 

22.1 

18.8 

5.9 

20.9 

3.8 

2.9 

18.8 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80%

進路・進学のこと

就職・仕事のこと

お金のこと

家族の健康や介護のこと

自分の健康のこと

恋愛や結婚のこと

生きがいのこと

友人などの人間関係のこと

社会情勢のこと

孤立やひきこもりのこと

その他

漠然とした不安

不明・無回答

全体（N=340）
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性・年齢 

性・年齢別にみると、20 歳～24 歳:男性では「就職・仕事のこと」が 77.8％、25 歳～29 歳:男

性では「お金のこと」が 77.8％、30 歳～34 歳:男性では「お金のこと」が 60.6％、35 歳～39 歳:

男性では「お金のこと」が 69.2％、18 歳～19 歳:女性では「就職・仕事のこと」が 83.3％、20 歳

～24歳:女性では「就職・仕事のこと」が84.4％、25歳～29歳:女性では「お金のこと」が69.6％、

30 歳～34 歳:女性では「お金のこと」が 79.0％、35 歳～39 歳:女性では「お金のこと」が 75.0％

となっています。 

 

  

進路・進学の
こと

就職・仕事の
こと

お金のこと
家族の健康や
介護のこと

自分の健康の
こと

恋愛や結婚の
こと

生きがいのこ
と

18歳～19歳:男性
（N=9）

           11.1            88.9            66.7            11.1            22.2            22.2            11.1

20歳～24歳:男性
（N=27）

           14.8            77.8            63.0            22.2            22.2            14.8            33.3

25歳～29歳:男性
（N=27）

              0.0            40.7            77.8            14.8            14.8            33.3            11.1

30歳～34歳:男性
（N=33）

              0.0            48.5            60.6            33.3            30.3            21.2            30.3

35歳～39歳:男性
（N=39）

              0.0            51.3            69.2            64.1            38.5            20.5            25.6

18歳～19歳:女性
（N=12）

           50.0            83.3            58.3            33.3            16.7              8.3            25.0

20歳～24歳:女性
（N=32）

             9.4            84.4            62.5            18.8            25.0            34.4              9.4

25歳～29歳:女性
（N=46）

              0.0            39.1            69.6            30.4            17.4            37.0            17.4

30歳～34歳:女性
（N=62）

             1.6            35.5            79.0            50.0            40.3            14.5            12.9

35歳～39歳:女性
（N=48）

              0.0            33.3            75.0            52.1            50.0            14.6            14.6

友人などの人
間関係のこと

社会情勢のこ
と

孤立やひきこ
もりのこと

その他
漠然とした不
安

不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=9）

           22.2            33.3            11.1               0.0            11.1               0.0

20歳～24歳:男性
（N=27）

             3.7            22.2              7.4               0.0            22.2               0.0

25歳～29歳:男性
（N=27）

             3.7            33.3               0.0               0.0              7.4               0.0

30歳～34歳:男性
（N=33）

             3.0            24.2               0.0              3.0              9.1              6.1

35歳～39歳:男性
（N=39）

             7.7            17.9               0.0              2.6            15.4               0.0

18歳～19歳:女性
（N=12）

           16.7            41.7            16.7               0.0            25.0               0.0

20歳～24歳:女性
（N=32）

              0.0              3.1              9.4               0.0            25.0               0.0

25歳～29歳:女性
（N=46）

             6.5            19.6              6.5              6.5            15.2              2.2

30歳～34歳:女性
（N=62）

             6.5            17.7              1.6              1.6            25.8               0.0

35歳～39歳:女性
（N=48）

             4.2            22.9              2.1              8.3            20.8               0.0

性
・
年
齢

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「お金のこと」が 70.4％、自尊感情：中では「お金の

こと」が 69.8％、自尊感情：低では「お金のこと」が 72.7％となっています。 

 

  

進路・進学の
こと

就職・仕事の
こと

お金のこと
家族の健康や
介護のこと

自分の健康の
こと

恋愛や結婚の
こと

生きがいのこ
と

自尊感情：高
（N=81）

             8.6            51.9            70.4            35.8            23.5            18.5              3.7

自尊感情：中
（N=149）

             2.0            44.3            69.8            36.2            30.9            22.8            18.8

自尊感情：低
（N=99）

             5.1            59.6            72.7            40.4            36.4            26.3            32.3

友人などの人
間関係のこと

社会情勢のこ
と

孤立やひきこ
もりのこと

その他
漠然とした不
安

不明・無回答

自尊感情：高
（N=81）

             1.2            24.7               0.0              2.5              4.9               0.0

自尊感情：中
（N=149）

             4.0            19.5              4.0              2.0            23.5              1.3

自尊感情：低
（N=99）

           13.1            20.2              7.1              3.0            23.2               0.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q４で「未婚」「配偶者と死別」「配偶者と離婚」と答えた人にお聞きします。 

Q24 あなたは将来、結婚したいですか。（ひとつだけ○） 

将来、結婚したいかについては、「結婚したい」が 35.3％と最も高く、次いで「どちらかといえ

ば結婚したい」が 31.9％、「わからない」が 11.2％となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「結婚したい」が 50.0％、20 歳～24 歳:男性では

「結婚したい」が 44.4％、25 歳～29 歳:男性では「結婚したい」が 39.1％、30 歳～34 歳:男性で

は「結婚したい」が 36.8％、35 歳～39 歳:男性では「どちらかといえば結婚したい」が 47.1％、

18 歳～19 歳:女性では「結婚したい」「わからない」がそれぞれ 29.4％、20 歳～24 歳:女性では

「結婚したい」が 43.2％、25 歳～29 歳:女性では「結婚したい」が 50.0％、30 歳～34 歳:女性で

は「どちらかといえば結婚したい」が 57.9％、35 歳～39 歳:女性では「どちらかといえば結婚し

たい」が 37.5％となっています。 

 

  

35.3 31.9 8.6 5.2 11.2 4.3 3.4 

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

全体

（N=232）

結婚したい どちらかといえば結婚したい

どちらかといえば結婚したくない 結婚したくない

わからない 考えたことがない

不明・無回答

結婚したい
どちらかとい
えば結婚した
い

どちらかとい
えば結婚した
くない

結婚したくな
い

わからない
考えたことが
ない

不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           50.0            20.0            20.0               0.0               0.0            10.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           44.4            38.9              2.8               0.0            11.1              2.8               0.0

25歳～29歳:男性
（N=23）

           39.1            34.8               0.0              4.3              8.7              8.7              4.3

30歳～34歳:男性
（N=19）

           36.8            15.8            21.1            10.5              5.3              5.3              5.3

35歳～39歳:男性
（N=17）

           23.5            47.1            11.8              5.9            11.8               0.0               0.0

18歳～19歳:女性
（N=17）

           29.4            23.5              5.9              5.9            29.4               0.0              5.9

20歳～24歳:女性
（N=44）

           43.2            18.2              6.8              4.5            11.4              4.5            11.4

25歳～29歳:女性
（N=28）

           50.0            32.1              7.1               0.0            10.7               0.0               0.0

30歳～34歳:女性
（N=19）

           15.8            57.9              5.3              5.3              5.3            10.5               0.0

35歳～39歳:女性
（N=16）

              0.0            37.5            18.8            25.0            18.8               0.0               0.0

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「結婚したい」が 56.1％、自尊感情：中では「結婚し

たい」が 34.4％、自尊感情：低では「どちらかといえば結婚したい」が 35.8％となっています。 

 

 

  

結婚したい
どちらかとい
えば結婚した
い

どちらかとい
えば結婚した
くない

結婚したくな
い

わからない
考えたことが
ない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=66）

           56.1            28.8              1.5              1.5              6.1              1.5              4.5

自尊感情：中
（N=96）

           34.4            31.3              8.3              2.1            11.5              7.3              5.2

自尊感情：低
（N=67）

           16.4            35.8            16.4            11.9            16.4              3.0               0.0

自
尊
感
情
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Q24 で「結婚したい」または「どちらかといえば結婚したい」と答えた人にお聞きします。 

Q25 現在、結婚していない理由は何ですか。（あてはまるすべてに○） 

現在、結婚していない理由については、「よい相手にまだめぐり会わない」が 46.8％と最も高く、

次いで「今は仕事（学業）に打ち込みたい」が 30.8％、「結婚資金が足りない」が 30.1％となっ

ています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

付き合いはじめて間もないから 

精神障害のある親、兄弟がいるので、なかなか自分のことできない。 

相手をしっかりと見極めたい 

もうすぐ結婚予定 

付き合うまでの仮定ややり取りに力を入れなければならない部分が億劫に感じる 

  

19.2 

14.7 

30.8 

19.2 

17.9 

46.8 

30.1 

14.1 

5.1 

0.6 

5.8 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

結婚するにはまだ若すぎる

結婚する必要性をまだ感じない

今は仕事（学業）に打ち込みたい

趣味や娯楽を楽しみたい

自由さや気楽さを失いたくない

よい相手にまだめぐり会わない

結婚資金が足りない

人とうまく付き合えない

結婚生活のための住居の目途がたたない

親や周囲が結婚に同意しない

その他

不明・無回答

全体（N=156）
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性・年齢 

性・年齢別にみると、20 歳～24 歳:男性では「今は仕事（学業）に打ち込みたい」が 60.0％、

25 歳～29 歳:男性では「よい相手にまだめぐり会わない」が 47.1％、30 歳～34 歳:男性では「よ

い相手にまだめぐり会わない」「結婚資金が足りない」がそれぞれ 30.0％、35 歳～39 歳:男性では

「よい相手にまだめぐり会わない」が 66.7％、20 歳～24 歳:女性では「結婚するにはまだ若すぎ

る」が 44.4％、25 歳～29 歳:女性では「よい相手にまだめぐり会わない」が 52.2％、30 歳～34

歳:女性では「よい相手にまだめぐり会わない」が 64.3％となっています。 

 

  

結婚するには
まだ若すぎる

結婚する必要
性をまだ感じ
ない

今は仕事（学
業）に打ち込
みたい

趣味や娯楽を
楽しみたい

自由さや気楽
さを失いたくな
い

よい相手にま
だめぐり会わ
ない

18歳～19歳:男性
（N=7）

           71.4            28.6            57.1            14.3            14.3            42.9

20歳～24歳:男性
（N=30）

           23.3            13.3            60.0            23.3              6.7            36.7

25歳～29歳:男性
（N=17）

             5.9            11.8            11.8            23.5            17.6            47.1

30歳～34歳:男性
（N=10）

              0.0               0.0            10.0            20.0            20.0            30.0

35歳～39歳:男性
（N=12）

              0.0              8.3               0.0              8.3              8.3            66.7

18歳～19歳:女性
（N=9）

           44.4            22.2            44.4            11.1            11.1            55.6

20歳～24歳:女性
（N=27）

           44.4            22.2            37.0            14.8              7.4            25.9

25歳～29歳:女性
（N=23）

             4.3            17.4            21.7            26.1            26.1            52.2

30歳～34歳:女性
（N=14）

              0.0               0.0            21.4            21.4            42.9            64.3

35歳～39歳:女性
（N=6）

              0.0            16.7            16.7            16.7            50.0           100.0

結婚資金が足
りない

人とうまく付き
合えない

結婚生活のた
めの住居の目
途がたたない

親や周囲が結
婚に同意しな
い

その他 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=7）

           14.3            14.3               0.0               0.0               0.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=30）

           33.3            13.3              6.7               0.0              3.3               0.0

25歳～29歳:男性
（N=17）

           29.4            11.8               0.0               0.0            11.8               0.0

30歳～34歳:男性
（N=10）

           30.0            20.0            20.0               0.0            20.0               0.0

35歳～39歳:男性
（N=12）

           33.3            33.3               0.0              8.3            16.7               0.0

18歳～19歳:女性
（N=9）

           44.4               0.0               0.0               0.0               0.0               0.0

20歳～24歳:女性
（N=27）

           29.6              3.7              7.4               0.0               0.0               0.0

25歳～29歳:女性
（N=23）

           26.1            13.0              4.3               0.0              4.3              4.3

30歳～34歳:女性
（N=14）

           35.7            21.4              7.1               0.0              7.1               0.0

35歳～39歳:女性
（N=6）

           16.7            33.3               0.0               0.0               0.0               0.0

性
・
年
齢

性
・
年
齢



321 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「今は仕事（学業）に打ち込みたい」が 42.9％、自尊

感情：中では「よい相手にまだめぐり会わない」が 49.2％、自尊感情：低では「よい相手にまだ

めぐり会わない」が 65.7％となっています。 

 

  

結婚するには
まだ若すぎる

結婚する必要
性をまだ感じ
ない

今は仕事（学
業）に打ち込
みたい

趣味や娯楽を
楽しみたい

自由さや気楽
さを失いたくな
い

よい相手にま
だめぐり会わ
ない

自尊感情：高
（N=56）

           21.4            19.6            42.9            14.3              7.1            32.1

自尊感情：中
（N=63）

           20.6            11.1            27.0            17.5            25.4            49.2

自尊感情：低
（N=35）

           14.3            14.3            20.0            31.4            22.9            65.7

結婚資金が足
りない

人とうまく付き
合えない

結婚生活のた
めの住居の目
途がたたない

親や周囲が結
婚に同意しな
い

その他 不明・無回答

自尊感情：高
（N=56）

           26.8              1.8               0.0               0.0              8.9               0.0

自尊感情：中
（N=63）

           30.2            14.3              6.3              1.6              1.6              1.6

自尊感情：低
（N=35）

           34.3            34.3              8.6               0.0              8.6               0.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q24 で「どちらかといえば結婚したくない」または「結婚したくない」と答えた人にお聞きしま

す。 

Q26 結婚したくない理由は何ですか。（あてはまるすべてに○） 

結婚したくない理由については、「自由さや気楽さを失いたくない」が 56.3％と最も高く、次い

で「結婚する必要性を感じない」「趣味や娯楽を楽しみたい」「人と一緒に住むことが負担に感じ

る」がそれぞれ 50.0％となっています。 

 

 選択肢「その他」の紹介】 

子供をつくりたくない 

収入が安定した人が良いから 

自分が結婚するという考えがうかばない 

自身の障害のため 

 

  

50.0 

34.4 

28.1 

50.0 

9.4 

25.0 

56.3 

21.9 

31.3 

18.8 

21.9 

46.9 

50.0 

15.6 

0.0

0.0

0% 20% 40% 60%

結婚する必要性を感じない

結婚しなくてもパートナーがいればよい

親戚づきあいがわずらわしい

趣味や娯楽を楽しみたい

仕事（学業）に打ち込みたい

経済的に余裕がない

自由さや気楽さを失いたくない

結婚後の人間関係に不安がある

人とうまく付き合えない

家族に対する責任を負担に感じる

ひとりでも安定した生活を送れる

結婚によいイメージがない

人と一緒に住むことが負担に感じる

その他

特に理由はない

不明・無回答

全体（N=32）
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：中では「自由さや気楽さを失いたくない」が 70.0％、自尊感

情：低では「人と一緒に住むことが負担に感じる」が 57.9％となっています。 

 

  

結婚する必要
性を感じない

結婚しなくても
パートナーが
いればよい

親戚づきあい
がわずらわし
い

趣味や娯楽を
楽しみたい

仕事（学業）に
打ち込みたい

経済的に余裕
がない

自由さや気楽
さを失いたくな
い

結婚後の人間
関係に不安が
ある

自尊感情：高
（N=2）

          100.0               0.0               0.0            50.0               0.0               0.0            50.0               0.0

自尊感情：中
（N=10）

           40.0            50.0            20.0            50.0            10.0            30.0            70.0            40.0

自尊感情：低
（N=19）

           52.6            31.6            36.8            52.6            10.5            26.3            52.6            15.8

人とうまく付き
合えない

家族に対する
責任を負担に
感じる

ひとりでも安
定した生活を
送れる

結婚によいイ
メージがない

人と一緒に住
むことが負担
に感じる

その他
特に理由はな
い

不明・無回答

自尊感情：高
（N=2）

              0.0               0.0            50.0               0.0            50.0            50.0               0.0               0.0

自尊感情：中
（N=10）

           10.0            20.0            20.0            40.0            30.0            20.0               0.0               0.0

自尊感情：低
（N=19）

           47.4            21.1            21.1            52.6            57.9            10.5               0.0               0.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q４で「未婚」以外を答えた人にお聞きします。 

Q27 相手とは、どのようなきっかけで出会いましたか。（ひとつだけ○） 

相手と出会ったきっかけについては、「友人や知人の紹介」が 20.1％と最も高く、次いで「勤務

先や仕事の関係先」が 19.0％、「学校や同窓会」が 11.7％となっています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

地域活動やボランティアを通じて 

プライベートのトラブル 

橿原市あすか RUNRUN マラソン大会（運動公園）市（スポーツ協会・スポーツ振興課） 

幼なじみ 

バイト先 

  

20.1 

19.0 

2.8 

11.7 

2.2 

5.6 

2.8 

7.8 

1.7 

0.6 

4.5 

21.2 

0% 10% 20% 30%

友人や知人の紹介

勤務先や仕事の関係先

趣味やサークルを通じて

学校や同窓会

街中や旅先

婚活イベント

Instagram・LINEなどのＳＮＳ

マッチングアプリ

結婚相談所

お見合い

その他

不明・無回答

全体（N=179）



325 

性・年齢 

性・年齢別にみると、30歳～34歳:男性では「勤務先や仕事の関係先」が26.3％、35歳～39歳:

男性では「友人や知人の紹介」が 41.4％、25 歳～29 歳:女性では「友人や知人の紹介」が 18.5％、

30 歳～34 歳:女性では「勤務先や仕事の関係先」が 17.6％、35 歳～39 歳:女性では「友人や知人

の紹介」が 18.2％となっています。 

 

［18 歳～19 歳:男性］［20 歳～24 歳:男性］［18 歳～19 歳:女性］［20 歳～24 歳:女性］は N=0 のため省略 

  

友人や知人の
紹介

勤務先や仕事
の関係先

趣味やサーク
ルを通じて

学校や同窓会 街中や旅先 婚活イベント

25歳～29歳:男性
（N=9）

           22.2            33.3               0.0            11.1               0.0               0.0

30歳～34歳:男性
（N=19）

           10.5            26.3              5.3            15.8            10.5               0.0

35歳～39歳:男性
（N=29）

           41.4            20.7               0.0              3.4              3.4              3.4

25歳～29歳:女性
（N=27）

           18.5            14.8               0.0            14.8              3.7               0.0

30歳～34歳:女性
（N=51）

           13.7            17.6              5.9            11.8               0.0              9.8

35歳～39歳:女性
（N=44）

           18.2            15.9              2.3            13.6               0.0              9.1

Instagram・
LINEなどのＳ
ＮＳ

マッチングアプ
リ

結婚相談所 お見合い その他 不明・無回答

25歳～29歳:男性
（N=9）

              0.0            11.1               0.0               0.0               0.0            22.2

30歳～34歳:男性
（N=19）

             5.3               0.0              5.3               0.0               0.0            21.1

35歳～39歳:男性
（N=29）

             3.4              3.4               0.0              3.4              3.4            13.8

25歳～29歳:女性
（N=27）

             3.7            14.8               0.0               0.0            11.1            18.5

30歳～34歳:女性
（N=51）

             2.0              5.9              3.9               0.0              5.9            23.5

35歳～39歳:女性
（N=44）

             2.3            11.4               0.0               0.0              2.3            25.0

性
・
年
齢

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「友人や知人の紹介」が 27.5％、自尊感情：中では

「勤務先や仕事の関係先」が 20.3％、自尊感情：低では「勤務先や仕事の関係先」が 31.7％とな

っています。 

 

  

友人や知人の
紹介

勤務先や仕事
の関係先

趣味やサーク
ルを通じて

学校や同窓会 街中や旅先 婚活イベント

自尊感情：高
（N=51）

           27.5              9.8               0.0            13.7              2.0              9.8

自尊感情：中
（N=79）

           19.0            20.3              2.5            12.7              2.5              3.8

自尊感情：低
（N=41）

           12.2            31.7              7.3              7.3              2.4              4.9

Instagram・
LINEなどのＳ
ＮＳ

マッチングアプ
リ

結婚相談所 お見合い その他 不明・無回答

自尊感情：高
（N=51）

             2.0              7.8              3.9               0.0              2.0            21.6

自尊感情：中
（N=79）

             1.3            11.4              1.3               0.0              3.8            21.5

自尊感情：低
（N=41）

             7.3               0.0               0.0              2.4              7.3            17.1

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q28 あなたは「結婚」をどのように考えますか。（あてはまるすべてに○） 

「結婚」をどのように考えるかについては、「自分の子どもや家族を持てる」が 59.8％と最も高

く、次いで「好きな人とずっと一緒に暮らせる」が 43.6％、「精神的な安らぎの場が得られる」

「責任や義務が発生する」がそれぞれ 43.1％となっています。 

 
 選択肢「その他」の紹介】 

公的に仕事、プライベートなど全体的なパートナーになった証であり、関係性を間違えると最

大の敵になると、考えている。 

一緒に暮らすにしても子供をもつにしてもお金がかかる。 

新たな人生への第一歩 

結婚に良いイメージが全く無い 

  

43.1 

43.6 

21.3 

11.3 

34.3 

59.8 

14.5 

35.3 

43.1 

39.5 

24.3 

28.7 

1.0 

4.9 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

精神的な安らぎの場が得られる

好きな人とずっと一緒に暮らせる

経済的に安定する

家事や生活費を分担できるから生活の負担が

少なくなる

親を安心させることができる

自分の子どもや家族を持てる

親から独立してひとり立ちできる

家事や育児が大変

責任や義務が発生する

自分の時間や自由な行動が制約される

自由に使えるお金がなくなる

自分や相手の親戚づきあいなどが増える

その他

わからない

不明・無回答

全体（N=408）
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性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「好きな人とずっと一緒に暮らせる」が 80.0％、

20 歳～24 歳:男性では「自分の子どもや家族を持てる」が 55.6％、25 歳～29 歳:男性では「責任

や義務が発生する」が 56.3％、30 歳～34 歳:男性では「責任や義務が発生する」が 63.2％、35 歳

～39歳:男性では「自分の子どもや家族を持てる」が61.4％、18歳～19歳:女性では「好きな人と

ずっと一緒に暮らせる」「自分の子どもや家族を持てる」がそれぞれ 41.2％、20 歳～24 歳:女性で

は「好きな人とずっと一緒に暮らせる」が 45.5％、25 歳～29 歳:女性では「自分の子どもや家族

を持てる」が 61.1％、30 歳～34 歳:女性では「自分の子どもや家族を持てる」が 73.9％、35 歳～

39 歳:女性では「自分の子どもや家族を持てる」が 72.4％となっています。 

  

精神的な安ら
ぎの場が得ら
れる

好きな人と
ずっと一緒に
暮らせる

経済的に安定
する

家事や生活費
を分担できる
から生活の負
担が少なくな
る

親を安心させ
ることができ
る

自分の子ども
や家族を持て
る

親から独立し
てひとり立ち
できる

家事や育児が
大変

18歳～19歳:男性
（N=10）

           50.0            80.0            10.0               0.0            50.0            50.0            20.0            50.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           33.3            44.4            16.7              8.3            38.9            55.6            22.2            38.9

25歳～29歳:男性
（N=32）

           37.5            31.3            12.5              6.3            18.8            50.0              3.1            31.3

30歳～34歳:男性
（N=38）

           50.0            47.4            13.2            13.2            28.9            60.5            10.5            26.3

35歳～39歳:男性
（N=44）

           43.2            43.2              4.5              4.5            34.1            61.4              6.8            38.6

18歳～19歳:女性
（N=17）

           17.6            41.2            11.8              5.9            11.8            41.2            17.6            23.5

20歳～24歳:女性
（N=44）

           40.9            45.5            20.5              9.1            25.0            40.9              6.8            25.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

           40.7            46.3            29.6            16.7            40.7            61.1            14.8            37.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

           52.2            50.7            31.9            14.5            39.1            73.9            21.7            40.6

35歳～39歳:女性
（N=58）

           48.3            32.8            32.8            17.2            46.6            72.4            20.7            36.2

責任や義務が
発生する

自分の時間や
自由な行動が
制約される

自由に使える
お金がなくな
る

自分や相手の
親戚づきあい
などが増える

その他 わからない 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           30.0            40.0            40.0            30.0               0.0            10.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           52.8            41.7            27.8            22.2               0.0               0.0              2.8

25歳～29歳:男性
（N=32）

           56.3            34.4            31.3            28.1               0.0               0.0               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

           63.2            39.5            26.3            26.3               0.0              5.3               0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           59.1            50.0            31.8            27.3              2.3              6.8               0.0

18歳～19歳:女性
（N=17）

           17.6            17.6            11.8            29.4               0.0            23.5              5.9

20歳～24歳:女性
（N=44）

           22.7            34.1            11.4            22.7               0.0              9.1               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

           35.2            29.6            18.5            33.3              1.9              5.6              3.7

30歳～34歳:女性
（N=69）

           37.7            44.9            21.7            30.4              2.9               0.0              1.4

35歳～39歳:女性
（N=58）

           44.8            44.8            31.0            34.5               0.0              3.4              1.7

性
・
年
齢

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「自分の子どもや家族を持てる」が 71.2％、自尊感

情：中では「自分の子どもや家族を持てる」が 61.8％、自尊感情：低では「自分の時間や自由な

行動が制約される」が 54.3％となっています。 

 

  

精神的な安ら
ぎの場が得ら
れる

好きな人と
ずっと一緒に
暮らせる

経済的に安定
する

家事や生活費
を分担できる
から生活の負
担が少なくな
る

親を安心させ
ることができ
る

自分の子ども
や家族を持て
る

親から独立し
てひとり立ち
できる

家事や育児が
大変

自尊感情：高
（N=118）

           51.7            55.9            22.9            15.3            32.2            71.2            11.9            29.7

自尊感情：中
（N=173）

           49.1            40.5            24.3              8.7            34.1            61.8            16.2            35.3

自尊感情：低
（N=105）

           24.8            34.3            17.1            12.4            36.2            42.9            15.2            43.8

責任や義務が
発生する

自分の時間や
自由な行動が
制約される

自由に使える
お金がなくな
る

自分や相手の
親戚づきあい
などが増える

その他 わからない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

           38.1            29.7            16.9            20.3              0.8              3.4              0.8

自尊感情：中
（N=173）

           44.5            38.7            24.3            30.6              0.6              4.6              2.3

自尊感情：低
（N=105）

           47.6            54.3            34.3            36.2              1.9              5.7              1.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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Q29 あなたは将来、子どもを持ちたいと思いますか。（ひとつだけ○） 

将来、子どもを持ちたいと思うかについては、「すでに子どもがいる」が 31.4％と最も高く、次

いで「子どもを持ちたい」が 28.7％、「どちらかといえば子どもを持ちたい」が 16.4％となって

います。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「子どもを持ちたい」「どちらかといえば子どもを

持ちたい」がそれぞれ 40.0％、20 歳～24 歳:男性では「子どもを持ちたい」が 47.2％、25 歳～29

歳:男性では「子どもを持ちたい」が 43.8％、30 歳～34 歳:男性では「子どもを持ちたい」が

28.9％、35 歳～39 歳:男性では「すでに子どもがいる」が 47.7％、18 歳～19 歳:女性では「子ど

もを持ちたい」が 29.4％、20 歳～24 歳:女性では「子どもを持ちたい」が 38.6％、25 歳～29 歳:

女性では「子どもを持ちたい」が 42.6％、30 歳～34 歳:女性では「すでに子どもがいる」が

59.4％、35 歳～39 歳:女性では「すでに子どもがいる」が 65.5％となっています。 

 

  

28.7 16.4 7.6 5.1 8.8 31.4 0.5 1.5 

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

全体

（N=408）

子どもを持ちたい どちらかといえば子どもを持ちたい

どちらかといえば子どもを持ちたくない 子どもを持ちたくない

わからない すでに子どもがいる

その他 不明・無回答

子どもを持ち
たい

どちらかとい
えば子どもを
持ちたい

どちらかとい
えば子どもを
持ちたくない

子どもを持ち
たくない

わからない
すでに子ども
がいる

その他 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           40.0            40.0            10.0            10.0               0.0               0.0               0.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           47.2            27.8            11.1              5.6              5.6               0.0               0.0              2.8

25歳～29歳:男性
（N=32）

           43.8            21.9            15.6               0.0              6.3            12.5               0.0               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

           28.9            18.4              7.9              7.9            10.5            26.3               0.0               0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           18.2            15.9              2.3              4.5              9.1            47.7               0.0              2.3

18歳～19歳:女性
（N=17）

           29.4            17.6            17.6            11.8            17.6               0.0               0.0              5.9

20歳～24歳:女性
（N=44）

           38.6            18.2            18.2              6.8            18.2               0.0               0.0               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

           42.6            16.7              5.6              3.7              5.6            22.2               0.0              3.7

30歳～34歳:女性
（N=69）

           17.4              8.7              1.4              4.3              7.2            59.4              1.4               0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

           10.3              8.6              3.4              1.7              6.9            65.5              1.7              1.7

性
・
年
齢



331 

婚姻状況 

婚姻状況別にみると、未婚では「子どもを持ちたい」が 34.2％、配偶者ありでは「すでに子ど

もがいる」が 70.3％となっています。 

 
 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「子どもを持ちたい」が 44.9％、自尊感情：中では

「すでに子どもがいる」が 35.3％、自尊感情：低では「すでに子どもがいる」が 25.7％となって

います。 

 
 

子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「すでに子どもがいる」が 39.4％、名前だけは知っているでは「子どもを持ちた

い」が 31.5％、知らないでは「すでに子どもがいる」が 30.4％となっています。 

 

  

子どもを持ち
たい

どちらかとい
えば子どもを
持ちたい

どちらかとい
えば子どもを
持ちたくない

子どもを持ち
たくない

わからない
すでに子ども
がいる

その他 不明・無回答

未婚
（N=225）

           34.2            25.8            13.3              8.9            15.1               0.0              0.9              1.8

配偶者あり
（N=172）

           21.5              4.7              0.6              0.6              1.2            70.3               0.0              1.2

配偶者と離婚
（N=7）

           28.6               0.0               0.0               0.0               0.0            71.4               0.0               0.0

婚
姻
状
況

子どもを持ち
たい

どちらかとい
えば子どもを
持ちたい

どちらかとい
えば子どもを
持ちたくない

子どもを持ち
たくない

わからない
すでに子ども
がいる

その他 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

           44.9            14.4              5.9               0.0              4.2            29.7              0.8               0.0

自尊感情：中
（N=173）

           25.4            15.0              8.1              5.2              8.7            35.3               0.0              2.3

自尊感情：低
（N=105）

           14.3            21.9              8.6            11.4            15.2            25.7              1.0              1.9

自
尊
感
情

子どもを持ち
たい

どちらかとい
えば子どもを
持ちたい

どちらかとい
えば子どもを
持ちたくない

子どもを持ち
たくない

わからない
すでに子ども
がいる

その他 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=109）

           25.7            14.7              9.2              5.5              3.7            39.4              0.9              0.9

名前だけは知っている
（N=127）

           31.5            20.5              6.3              4.7            10.2            25.2              0.8              0.8

知らない
（N=168）

           28.6            14.9              7.7              5.4            10.7            30.4               0.0              2.4

権
利
の
認
知
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Q29 で「どちらかといえば子どもを持ちたくない」または「子どもを持ちたくない」と答えた人

にお聞きします。 

Q30 子どもを持ちたくない理由は何ですか。（あてはまるすべてに○） 

子どもを持ちたくない理由については、「子育てや教育にお金がかかる」が 69.2％と最も高く、

次いで「育児による心理的・肉体的負担が増える」が 55.8％、「子どもを産み育てやすい社会環境

ではない」が 44.2％となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、20 歳～24 歳:女性では「子育てや教育にお金がかかる」が 63.6％となっ

ています。 

  

69.2 

55.8 

19.2 

44.2 

30.8 

28.8 

9.6 

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

子育てや教育にお金がかかる

育児による心理的・肉体的負担が増える

自分の仕事に差し支える

子どもを産み育てやすい社会環境ではない

自分や夫婦の自由な時間が減る

子どもが好きではない

その他

不明・無回答

全体（N=52）

子育てや教育
にお金がかか
る

育児による心
理的・肉体的
負担が増える

自分の仕事に
差し支える

子どもを産み
育てやすい社
会環境ではな
い

自分や夫婦の
自由な時間が
減る

子どもが好き
ではない

その他 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=2）

          100.0           100.0            50.0           100.0            50.0               0.0            50.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=6）

           83.3            50.0               0.0            33.3            16.7            16.7               0.0               0.0

25歳～29歳:男性
（N=5）

           80.0            20.0            20.0            40.0            40.0               0.0               0.0               0.0

30歳～34歳:男性
（N=6）

           83.3            50.0            33.3            66.7            50.0            50.0               0.0               0.0

35歳～39歳:男性
（N=3）

          100.0            66.7               0.0            33.3            33.3               0.0               0.0               0.0

18歳～19歳:女性
（N=5）

           80.0            80.0            20.0            60.0               0.0            40.0               0.0               0.0

20歳～24歳:女性
（N=11）

           63.6            54.5            45.5            45.5            36.4            54.5               0.0               0.0

25歳～29歳:女性
（N=5）

           60.0            80.0               0.0            40.0            40.0               0.0            20.0               0.0

30歳～34歳:女性
（N=4）

              0.0               0.0               0.0            25.0               0.0               0.0            75.0               0.0

35歳～39歳:女性
（N=3）

           66.7            66.7               0.0               0.0            66.7            33.3               0.0               0.0

性
・
年
齢
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婚姻状況 

婚姻状況別にみると、未婚では「子育てや教育にお金がかかる」が 68.0％となっています。 

 

［配偶者と離婚］は N=0 のため省略 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：中では「子育てや教育にお金がかかる」が 69.6％、自尊感

情：低では「子育てや教育にお金がかかる」が 71.4％となっています。 

 
 

子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「子育てや教育にお金がかかる」が 81.3％、名前だけは知っているでは「育児に

よる心理的・肉体的負担が増える」が 64.3％、知らないでは「子育てや教育にお金がかかる」が

72.7％となっています。 

 

  

子育てや教育
にお金がかか
る

育児による心
理的・肉体的
負担が増える

自分の仕事に
差し支える

子どもを産み
育てやすい社
会環境ではな
い

自分や夫婦の
自由な時間が
減る

子どもが好き
ではない

その他 不明・無回答

未婚
（N=50）

           68.0            54.0            20.0            46.0            28.0            28.0            10.0               0.0

配偶者あり
（N=2）

          100.0           100.0               0.0               0.0           100.0            50.0               0.0               0.0

婚
姻
状
況

子育てや教育
にお金がかか
る

育児による心
理的・肉体的
負担が増える

自分の仕事に
差し支える

子どもを産み
育てやすい社
会環境ではな
い

自分や夫婦の
自由な時間が
減る

子どもが好き
ではない

その他 不明・無回答

自尊感情：高
（N=7）

           57.1            57.1            28.6            42.9            14.3            28.6               0.0               0.0

自尊感情：中
（N=23）

           69.6            43.5            21.7            43.5            34.8            30.4            13.0               0.0

自尊感情：低
（N=21）

           71.4            66.7            14.3            47.6            28.6            28.6              9.5               0.0

自
尊
感
情

子育てや教育
にお金がかか
る

育児による心
理的・肉体的
負担が増える

自分の仕事に
差し支える

子どもを産み
育てやすい社
会環境ではな
い

自分や夫婦の
自由な時間が
減る

子どもが好き
ではない

その他 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=16）

           81.3            43.8            25.0            50.0            18.8            25.0              6.3               0.0

名前だけは知っている
（N=14）

           50.0            64.3            28.6            50.0            35.7            57.1               0.0               0.0

知らない
（N=22）

           72.7            59.1              9.1            36.4            36.4            13.6            18.2               0.0

権
利
の
認
知
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Q31 あなたは「子どもを持つこと」をどのように考えますか。（あてはまるすべてに○） 

「子どもを持つこと」をどのように考えるかについては、「子どもがいると生活が楽しく豊かに

なる」が 63.0％と最も高く、次いで「経済的な負担が増える」が 40.0％、「好きな人の子どもを

持ちたいから、子どもを持つ」が 28.9％となっています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

未来の日本での子供の生活を考えると安心出来ないから・親ガチャ、子ガチャ等言われている

中で低所得な自分が親になるのは子供に迷惑だしかわいそうだと考える。 

前職を妊娠でやめたので、社会復帰にハードルがある。保育園や職場を見つけるのが大変。社

会的孤立。 

地球環境や社会的な事で将来が不安になる。 

自身の成長にもなる。母親に自分を成長させてくれる。 

虐待等のニュースで想像以上にストレスがたまる程の責任がのし掛かるものであるイメージし

か無いです。 

  

28.2 

25.2 

5.6 

63.0 

17.9 

21.1 

16.7 

28.9 

8.6 

1.0 

5.4 

28.7 

40.0 

26.0 

2.9 

5.1 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80%

子どもを持つことは自然なことである

自分の子孫を残すことができる

子どもを持つことで周囲から認められる

子どもがいると生活が楽しく豊かになる

子どもは老後の支えになる

子どもは将来の社会の担い手になる

子どもは夫婦関係を安定させる

好きな人の子どもを持ちたいから、子どもを持つ

配偶者や親など、周囲が望むから子どもを持つ

家業の跡継ぎが必要だから、子どもを持つ

自分の家の名字を残すことができる

自分の自由な時間が制約される

経済的な負担が増える

身体的・精神的な負担が増える

その他

わからない

不明・無回答

全体（N=408）
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子どもを持つ
ことは自然な
ことである

自分の子孫
を残すことが
できる

子どもを持つ
ことで周囲か
ら認められる

子どもがいる
と生活が楽し
く豊かになる

子どもは老
後の支えに
なる

子どもは将
来の社会の
担い手にな
る

子どもは夫
婦関係を安
定させる

好きな人の
子どもを持ち
たいから、子
どもを持つ

配偶者や親
など、周囲が
望むから子
どもを持つ

18歳～19歳:男性
（N=10）

          40.0           20.0           10.0           70.0           10.0           10.0           10.0           30.0             0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

          33.3           22.2            8.3           38.9           11.1           33.3           11.1           25.0            8.3

25歳～29歳:男性
（N=32）

          28.1           15.6            9.4           65.6           15.6           12.5            9.4           21.9            6.3

30歳～34歳:男性
（N=38）

          39.5           42.1            7.9           57.9           21.1           23.7           13.2           26.3           10.5

35歳～39歳:男性
（N=44）

          43.2           45.5           11.4           59.1           18.2           25.0           20.5           34.1            9.1

18歳～19歳:女性
（N=17）

          29.4           11.8             0.0           29.4            5.9           17.6           29.4           17.6           11.8

20歳～24歳:女性
（N=44）

          15.9            9.1            2.3           56.8           22.7           13.6           13.6           20.5            2.3

25歳～29歳:女性
（N=54）

          29.6           18.5            1.9           68.5           16.7           13.0           14.8           27.8            7.4

30歳～34歳:女性
（N=69）

          26.1           23.2            2.9           76.8           13.0           20.3           18.8           43.5            8.7

35歳～39歳:女性
（N=58）

          17.2           32.8            6.9           77.6           31.0           31.0           24.1           29.3           13.8

家業の跡継
ぎが必要だ
から、子ども
を持つ

自分の家の
名字を残す
ことができる

自分の自由
な時間が制
約される

経済的な負
担が増える

身体的・精
神的な負担
が増える

その他 わからない
不明・無回
答

18歳～19歳:男性
（N=10）

            0.0           10.0           10.0           30.0           20.0           10.0             0.0             0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           2.8            2.8           16.7           44.4           22.2            2.8            8.3            2.8

25歳～29歳:男性
（N=32）

            0.0             0.0           37.5           34.4           15.6            3.1            3.1             0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

            0.0           10.5           26.3           31.6           23.7            5.3            2.6             0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           4.5            9.1           29.5           36.4           27.3            2.3            2.3             0.0

18歳～19歳:女性
（N=17）

            0.0             0.0           29.4           47.1           35.3             0.0           17.6            5.9

20歳～24歳:女性
（N=44）

            0.0            6.8           29.5           40.9           27.3             0.0            6.8             0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

            0.0            5.6           20.4           31.5           22.2            3.7            5.6            3.7

30歳～34歳:女性
（N=69）

            0.0            4.3           30.4           42.0           30.4            4.3            4.3             0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

           1.7            5.2           39.7           50.0           29.3            1.7            3.4            1.7

性
・
年
齢

性
・
年
齢

性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「子どもがいると生活が楽しく豊かになる」が

70.0％、20 歳～24 歳:男性では「経済的な負担が増える」が 44.4％、25 歳～29 歳:男性では「子

どもがいると生活が楽しく豊かになる」が 65.6％、30 歳～34 歳:男性では「子どもがいると生活

が楽しく豊かになる」が 57.9％、35 歳～39 歳:男性では「子どもがいると生活が楽しく豊かにな

る」が 59.1％、18 歳～19 歳:女性では「経済的な負担が増える」が 47.1％、20 歳～24 歳:女性で

は「子どもがいると生活が楽しく豊かになる」が 56.8％、25 歳～29 歳:女性では「子どもがいる

と生活が楽しく豊かになる」が 68.5％、30 歳～34 歳:女性では「子どもがいると生活が楽しく豊

かになる」が 76.8％、35 歳～39 歳:女性では「子どもがいると生活が楽しく豊かになる」が

77.6％となっています。 
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婚姻状況 

婚姻状況別にみると、未婚では「子どもがいると生活が楽しく豊かになる」が 47.1％、配偶者

ありでは「子どもがいると生活が楽しく豊かになる」が 82.0％となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「子どもがいると生活が楽しく豊かになる」が 78.0％、

自尊感情：中では「子どもがいると生活が楽しく豊かになる」が 61.8％、自尊感情：低では「子

どもがいると生活が楽しく豊かになる」が 47.6％となっています。 

 

  

子どもを持つ
ことは自然な
ことである

自分の子孫
を残すことが
できる

子どもを持つ
ことで周囲か
ら認められる

子どもがいる
と生活が楽し
く豊かになる

子どもは老
後の支えに
なる

子どもは将
来の社会の
担い手にな
る

子どもは夫
婦関係を安
定させる

好きな人の
子どもを持ち
たいから、子
どもを持つ

配偶者や親
など、周囲が
望むから子
どもを持つ

未婚
（N=225）

          26.2           24.4            6.7           47.1           19.6           19.1           11.6           21.8            4.9

配偶者あり
（N=172）

          31.4           26.7            4.7           82.0           15.7           23.8           23.8           37.8           12.8

配偶者と離婚
（N=7）

          28.6           28.6             0.0         100.0           28.6           14.3           14.3           42.9           14.3

家業の跡継
ぎが必要だ
から、子ども
を持つ

自分の家の
名字を残す
ことができる

自分の自由
な時間が制
約される

経済的な負
担が増える

身体的・精
神的な負担
が増える

その他 わからない
不明・無回
答

未婚
（N=225）

           0.4            5.3           25.3           40.9           26.2            3.6            7.6            1.8

配偶者あり
（N=172）

           1.7            5.8           33.7           38.4           26.2            2.3            2.3            0.6

配偶者と離婚
（N=7）

            0.0             0.0           14.3           42.9           14.3             0.0             0.0             0.0

婚
姻
状
況

婚
姻
状
況

子どもを持つ
ことは自然な
ことである

自分の子孫
を残すことが
できる

子どもを持つ
ことで周囲か
ら認められる

子どもがいる
と生活が楽し
く豊かになる

子どもは老
後の支えに
なる

子どもは将
来の社会の
担い手にな
る

子どもは夫
婦関係を安
定させる

好きな人の
子どもを持ち
たいから、子
どもを持つ

配偶者や親
など、周囲が
望むから子
どもを持つ

自尊感情：高
（N=118）

          34.7           25.4            4.2           78.0           11.9           23.7           22.0           36.4            5.9

自尊感情：中
（N=173）

          28.3           22.5            5.8           61.8           19.1           20.2           17.3           26.0            9.8

自尊感情：低
（N=105）

          16.2           29.5            7.6           47.6           24.8           18.1           10.5           23.8           10.5

家業の跡継
ぎが必要だ
から、子ども
を持つ

自分の家の
名字を残す
ことができる

自分の自由
な時間が制
約される

経済的な負
担が増える

身体的・精
神的な負担
が増える

その他 わからない
不明・無回
答

自尊感情：高
（N=118）

           0.8            4.2           17.8           27.1           17.8            1.7            3.4             0.0

自尊感情：中
（N=173）

           1.2            4.6           30.1           45.1           23.7            2.9            3.5            2.3

自尊感情：低
（N=105）

           1.0            8.6           37.1           44.8           40.0            3.8            9.5            1.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「子どもがいると生活が楽しく豊かになる」が 71.6％、名前だけは知っているで

は「子どもがいると生活が楽しく豊かになる」が 66.9％、知らないでは「子どもがいると生活が

楽しく豊かになる」が 54.2％となっています。 

 

  

子どもを持つ
ことは自然な
ことである

自分の子孫
を残すことが
できる

子どもを持つ
ことで周囲か
ら認められる

子どもがいる
と生活が楽し
く豊かになる

子どもは老
後の支えに
なる

子どもは将
来の社会の
担い手にな
る

子どもは夫
婦関係を安
定させる

好きな人の
子どもを持ち
たいから、子
どもを持つ

配偶者や親
など、周囲が
望むから子
どもを持つ

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=109）

          31.2           22.9           10.1           71.6           17.4           26.6           12.8           30.3           10.1

名前だけは知っている
（N=127）

          26.8           22.8            5.5           66.9           15.7           21.3           17.3           26.8            6.3

知らない
（N=168）

          28.0           28.6            3.0           54.2           19.6           17.3           18.5           29.2            9.5

家業の跡継
ぎが必要だ
から、子ども
を持つ

自分の家の
名字を残す
ことができる

自分の自由
な時間が制
約される

経済的な負
担が増える

身体的・精
神的な負担
が増える

その他 わからない
不明・無回
答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=109）

           1.8            4.6           25.7           36.7           21.1            2.8            2.8            0.9

名前だけは知っている
（N=127）

            0.0            3.1           35.4           44.1           33.1            3.1            3.9            0.8

知らない
（N=168）

           1.2            7.1           26.2           39.9           24.4            3.0            7.7            1.8

権
利
の
認
知

権
利
の
認
知
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４．地域とのかかわりや市の取組について 

Q32 あなたは、地域の活動（自治会、ボランティア活動等）や行事にどの程度参加しています

か 。 

（ひとつだけ○） 

地域の活動（自治会、ボランティア活動等）や行事への参加頻度については、「まったく参加し

ていない」が 78.9％と最も高く、次いで「ときどき参加している」が 16.9％、「よく参加してい

る」が 3.9％となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18 歳～19 歳:男性では「まったく参加していない」が 90.0％、20 歳～24

歳:男性では「まったく参加していない」が 88.9％、25 歳～29 歳:男性では「まったく参加してい

ない」が 93.8％、30 歳～34 歳:男性では「まったく参加していない」が 73.7％、35 歳～39 歳:男

性では「まったく参加していない」が 70.5％、18 歳～19 歳:女性では「まったく参加していない」

が 82.4％、20 歳～24 歳:女性では「まったく参加していない」が 86.4％、25 歳～29 歳:女性では

「まったく参加していない」が 87.0％、30 歳～34 歳:女性では「まったく参加していない」が

72.5％、35 歳～39 歳:女性では「まったく参加していない」が 65.5％となっています。 

3.9 16.9 78.9 0.2 

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

全体

（N=408）

よく参加している ときどき参加している まったく参加していない

不明・無回答
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よく参加して
いる

ときどき参加し
ている

まったく参加し
ていない

不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

              0.0            10.0            90.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

             2.8              8.3            88.9               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

             3.1              3.1            93.8               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

             2.6            23.7            73.7               0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

             6.8            22.7            70.5               0.0

18歳～19歳:女性
（N=17）

              0.0            17.6            82.4               0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

              0.0            13.6            86.4               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

             1.9              9.3            87.0              1.9

30歳～34歳:女性
（N=69）

             5.8            21.7            72.5               0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

             8.6            25.9            65.5               0.0

性
・
年
齢
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「まったく参加していない」が 73.7％、自尊感情：中

では「まったく参加していない」が 81.5％、自尊感情：低では「まったく参加していない」が

81.0％となっています。 

 

  

よく参加して
いる

ときどき参加し
ている

まったく参加し
ていない

不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

             4.2            22.0            73.7               0.0

自尊感情：中
（N=173）

             3.5            14.5            81.5              0.6

自尊感情：低
（N=105）

             4.8            14.3            81.0               0.0

自
尊
感
情
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Q33 あなたは、これからの子ども・若者のために、橿原市に必要な取組は何だと思いますか。 

（あてはまるすべてに○） 

これからの子ども・若者のために、橿原市に必要な取組については、「お金の心配をすることな

く学べる（進学・塾に行く）ように支援する」が 65.0％と最も高く、次いで「困難を抱える子ど

も・若者を福祉・就労など様々な面から支援する体制を整備する」が 38.7％、「技術や資格取得を

支援する」が 31.1％となっています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

未就学児にはこども広場がありますが、児童館など、小学生以上でも集まれる場をもっと作っ

てほしい。 

古くなった施設をきれいにしてほしいです。 

子育て支援→子供が外で遊びやすい環境づくり 

①子供がいる家庭におむつをプレゼントしたり、18 歳迄は医療費を完全無料にしたりする。②

卵子凍結などの高額不妊治療に対する助成金。 

いじめのない環境づくり。リモート学習、集団になじめない子のための個別学習、東進のよう

なビデオ学習。 

もっと子だくさんの家庭のお金の支援をしてほしい。 

保育園の充実。働きたい人が（母親）働けるような支援 

給食費の負担をへらしたり、保育所や学童が休みの日でも子どもを預けられるところがあれば

いいと思う。 

大人の教育 

  

65.0 

29.2 

24.3 

31.1 

9.8 

30.4 

10.3 

38.7 

25.5 

9.8 

5.6 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）

ように支援する

フリースクールのような、学校以外の学びの場所を

増やす

就職に向けた相談やサポート体制を充実させる

技術や資格取得を支援する

イベントやボランティアなどの自主的な活動を

支援する

自由に過ごせる場を増やす

自分の意見を発信・反映できる市民参加の機会を

増やす

困難を抱える子ども・若者を福祉・就労など

様々な面から支援する体制を整備する

ワークショップのような、気軽に参加したり、

楽しく過ごせる場やイベントなどの情報を提供する

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=408）
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お金の心配を
することなく学
べる（進学・塾
に行く）ように
支援する

フリースクー
ルのような、
学校以外の学
びの場所を増
やす

就職に向けた
相談やサポー
ト体制を充実
させる

技術や資格取
得を支援する

イベントやボラ
ンティアなどの
自主的な活動
を支援する

自由に過ごせ
る場を増やす

18歳～19歳:男性
（N=10）

           80.0            30.0            50.0            50.0            20.0            40.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           52.8            22.2            27.8            38.9            13.9            50.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

           68.8            28.1            21.9            34.4               0.0            28.1

30歳～34歳:男性
（N=38）

           81.6            18.4            21.1            26.3              7.9            21.1

35歳～39歳:男性
（N=44）

           59.1            22.7            25.0            25.0            11.4            20.5

18歳～19歳:女性
（N=17）

           52.9            17.6            17.6            11.8            11.8            35.3

20歳～24歳:女性
（N=44）

           56.8            29.5            40.9            20.5              6.8            34.1

25歳～29歳:女性
（N=54）

           72.2            22.2            16.7            18.5              5.6            33.3

30歳～34歳:女性
（N=69）

           63.8            39.1            18.8            33.3              7.2            29.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

           67.2            41.4            24.1            48.3            20.7            24.1

自分の意見を
発信・反映で
きる市民参加
の機会を増や
す

困難を抱える
子ども・若者を
福祉・就労な
ど様々な面か
ら支援する体
制を整備する

ワークショップ
のような、気
軽に参加した
り、楽しく過ご
せる場やイベ
ントなどの情
報を提供する

その他 特にない 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           40.0            50.0            30.0               0.0               0.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           19.4            41.7            27.8              2.8               0.0               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

             3.1            31.3            18.8              3.1              3.1              3.1

30歳～34歳:男性
（N=38）

           13.2            36.8            31.6              7.9               0.0              2.6

35歳～39歳:男性
（N=44）

           11.4            40.9            20.5            20.5              4.5               0.0

18歳～19歳:女性
（N=17）

             5.9            23.5            17.6            11.8            11.8               0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

           13.6            38.6            18.2              9.1            13.6               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

             3.7            46.3            35.2              5.6              3.7              1.9

30歳～34歳:女性
（N=69）

             7.2            40.6            24.6            15.9            10.1               0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

           10.3            34.5            29.3            10.3              5.2              1.7

性
・
年
齢

性
・
年
齢

性・年齢 

性・年齢別にみると、18歳～19歳:男性では「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行

く）ように支援する」が 80.0％、20 歳～24 歳:男性では「お金の心配をすることなく学べる（進

学・塾に行く）ように支援する」が 52.8％、25 歳～29 歳:男性では「お金の心配をすることなく

学べる（進学・塾に行く）ように支援する」が 68.8％、30 歳～34 歳:男性では「お金の心配をす

ることなく学べる（進学・塾に行く）ように支援する」が 81.6％、35 歳～39 歳:男性では「お金

の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）ように支援する」が 59.1％、18 歳～19 歳:女性

では「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）ように支援する」が 52.9％、20 歳～

24歳:女性では「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）ように支援する」が56.8％、

25 歳～29 歳:女性では「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）ように支援する」

が 72.2％、30 歳～34 歳:女性では「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）ように

支援する」が 63.8％、35 歳～39 歳:女性では「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行

く）ように支援する」が 67.2％となっています。 
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婚姻状況 

婚姻状況別にみると、未婚では「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）ように

支援する」が 55.6％、配偶者ありでは「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）よ

うに支援する」が 78.5％となっています。 

 

  

お金の心配を
することなく学
べる（進学・塾
に行く）ように
支援する

フリースクー
ルのような、
学校以外の学
びの場所を増
やす

就職に向けた
相談やサポー
ト体制を充実
させる

技術や資格取
得を支援する

イベントやボラ
ンティアなどの
自主的な活動
を支援する

自由に過ごせ
る場を増やす

未婚
（N=225）

           55.6            26.2            30.7            31.6              9.3            33.8

配偶者あり
（N=172）

           78.5            32.6            17.4            29.7            11.0            26.2

配偶者と離婚
（N=7）

           28.6            28.6               0.0            42.9               0.0            14.3

自分の意見を
発信・反映で
きる市民参加
の機会を増や
す

困難を抱える
子ども・若者を
福祉・就労な
ど様々な面か
ら支援する体
制を整備する

ワークショップ
のような、気
軽に参加した
り、楽しく過ご
せる場やイベ
ントなどの情
報を提供する

その他 特にない 不明・無回答

未婚
（N=225）

           14.2            38.2            23.1              7.1              7.6              1.3

配偶者あり
（N=172）

             5.8            40.7            29.7            13.4              2.9              0.6

配偶者と離婚
（N=7）

              0.0            28.6            14.3            14.3            14.3               0.0

婚
姻
状
況

婚
姻
状
況
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）

ように支援する」が 65.3％、自尊感情：中では「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に

行く）ように支援する」が 64.2％、自尊感情：低では「お金の心配をすることなく学べる（進

学・塾に行く）ように支援する」が 64.8％となっています。 

 

  

お金の心配を
することなく学
べる（進学・塾
に行く）ように
支援する

フリースクー
ルのような、
学校以外の学
びの場所を増
やす

就職に向けた
相談やサポー
ト体制を充実
させる

技術や資格取
得を支援する

イベントやボラ
ンティアなどの
自主的な活動
を支援する

自由に過ごせ
る場を増やす

自尊感情：高
（N=118）

           65.3            29.7            22.9            32.2            12.7            28.8

自尊感情：中
（N=173）

           64.2            30.1            22.5            28.9              9.2            30.6

自尊感情：低
（N=105）

           64.8            25.7            29.5            35.2              7.6            31.4

自分の意見を
発信・反映で
きる市民参加
の機会を増や
す

困難を抱える
子ども・若者を
福祉・就労な
ど様々な面か
ら支援する体
制を整備する

ワークショップ
のような、気
軽に参加した
り、楽しく過ご
せる場やイベ
ントなどの情
報を提供する

その他 特にない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

             9.3            37.3            26.3              7.6              5.9              0.8

自尊感情：中
（N=173）

           11.6            38.2            26.0              8.1              5.8              1.2

自尊感情：低
（N=105）

           10.5            41.0            24.8            14.3              3.8              1.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）ように支援する」が

68.8％、名前だけは知っているでは「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）よう

に支援する」が 64.6％、知らないでは「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）よ

うに支援する」が 62.5％となっています。 

 

  

お金の心配を
することなく学
べる（進学・塾
に行く）ように
支援する

フリースクー
ルのような、
学校以外の学
びの場所を増
やす

就職に向けた
相談やサポー
ト体制を充実
させる

技術や資格取
得を支援する

イベントやボラ
ンティアなどの
自主的な活動
を支援する

自由に過ごせ
る場を増やす

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=109）

           68.8            33.9            22.0            35.8            15.6            29.4

名前だけは知っている
（N=127）

           64.6            26.8            19.7            22.8              7.1            36.2

知らない
（N=168）

           62.5            27.4            29.2            33.3              8.3            26.8

自分の意見を
発信・反映で
きる市民参加
の機会を増や
す

困難を抱える
子ども・若者を
福祉・就労な
ど様々な面か
ら支援する体
制を整備する

ワークショップ
のような、気
軽に参加した
り、楽しく過ご
せる場やイベ
ントなどの情
報を提供する

その他 特にない 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=109）

           11.0            41.3            22.0            11.0              2.8              0.9

名前だけは知っている
（N=127）

             8.7            41.7            25.2              9.4              3.9              1.6

知らない
（N=168）

           11.3            35.1            28.6              9.5              8.3              0.6

権
利
の
認
知

権
利
の
認
知
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Q34 あなたは、子ども・若者を対象とした育成支援機関等を知っていますか。知っている育成

支援機関をすべて選んでください。（あてはまるすべてに○） 

知っている子ども・若者を対象とした育成支援機関等については、「職業安定所（ハローワー

ク）、ジョブカフェ、地域若者サポートステーション等の就労支援機関」が 52.7％と最も高く、次

いで「児童館（大久保町・飛騨町）・児童センター（白橿町）」が 30.1％、「どれも知らない」が

26.2％となっています。 

 
  

9.1 

3.9 

11.8 

13.0 

14.0 

5.4 

19.4 

52.7 

30.1 

6.4 

12.5 

3.9 

8.6 

26.2 

0.7 

0% 20% 40% 60%

精神保健福祉センター（桜井市）

ひきこもり地域支援センター（奈良県ひきこもり相談窓口）

発達障害者支援センター

（奈良県発達障害者支援センター「でぃあー」等）

奈良県立教育研究所（田原本町）などの相談機関

高田こども家庭相談センター、福祉事務所などの

児童福祉機関

橿原市適応指導教室「虹の広場」

青少年交流の家、青少年自然の家等

職業安定所（ハローワーク）、ジョブカフェ、

地域若者サポートステーション等の就労支援機関

児童館（大久保町・飛騨町）・児童センター（白橿町）

フリースクール（フリースペース）

通信制高校のサポート校

青少年センターや青少年プラザなど、若者の自主的な

活動を支援する施設

その他民間の機関（自然体験活動、学習支援、就労支援、

ひきこもりの支援など若者育成支援を行うＮＰＯなど）

どれも知らない

不明・無回答

全体（N=408）
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Q34 で「精神保健福祉センター（桜井市）」～「その他民間の機関（自然体験活動、学習支援、就

労支援、ひきこもりの支援など若者育成支援を行うＮＰＯなど」と答えた人にお聞きします。 

Q35 これらの機関を利用したことはありますか。（ひとつだけ○） 

子ども・若者を対象とした育成支援機関等を利用したことはあるかについては、「ある」が

43.0％、「ない」が 56.4％となっています。 

 

Q36 これらの機関について利用したいと思いますか。（ひとつだけ○） 

子ども・若者を対象とした育成支援機関等を利用したいと思うかについては、「どちらかといえ

ば利用したいと思う」が 39.2％と最も高く、次いで「どちらかといえば利用したいと思わない」

が 23.5％、「利用したいと思わない」が 18.6％となっています。 

 

  

43.0 56.4 0.7 

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

全体

（N=298）

ある ない 不明・無回答

17.6 39.2 23.5 18.6 1.0 

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

全体

（N=408）

利用したいと思う どちらかといえば利用したいと思う

どちらかといえば利用したいと思わない 利用したいと思わない

不明・無回答
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Q36 で「利用したいと思う」または「どちらかといえば利用したいと思う」と答えた人にお聞き

します。 

Q37 どのような機関を利用したいと思いますか。（あてはまるすべてに○） 

利用したい機関については、「屋内で子どもが自由に遊んだり、体験などができる場所」が

48.3％と最も高く、次いで「就職について相談したり、働くことに関する悩みを相談できる場所」

が 47.8％、「子どもの成長や発達、行動やしつけなど、様々な問題や心配ごとについて相談できる

場所」「子どもが自然と親しみながら、社会性を育むことができる場所」がそれぞれ 30.6％となっ

ています。 

 

  

17.7 

8.6 

16.8 

12.9 

30.6 

9.5 

30.6 

47.8 

48.3 

14.2 

5.6 

12.9 

14.2 

1.7 

0% 20% 40% 60%

精神的な悩みを抱えている方が、相談支援や

社会復帰支援などを受けられる場所

本人やその家族が抱えている、ひきこもりの悩みを

相談できる場所

本人やその家族が抱えている、発達障害に関する悩みを

相談できる場所

障害を抱える子どもへの教育について相談できる場所

子どもの成長や発達、行動やしつけなど、様々な問題や

心配ごとについて相談できる場所

不登校の子どもを、学習や遊びを通してサポートする場所

子どもが自然と親しみながら、社会性を育むことが

できる場所

就職について相談したり、働くことに関する悩みを

相談できる場所

屋内で子どもが自由に遊んだり、体験などができる場所

何らかの理由から学校に行くことができない子どもが、

学校のかわりに過ごす場

通信制高校に通っている方を、学習面、生活面、精神面で

サポートするしくみ

若者の自主的な活動を支援する場所

その他民間の機関

不明・無回答

全体（N=232）
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Q36 で「どちらかといえば利用したいと思わない」または「利用したいと思わない」と答えた人

にお聞きします。 

Q38 利用したくないと思う理由を教えてください。（あてはまるすべてに○） 

利用したくないと思う理由については、「利用する必要がないから」が 67.4％と最も高く、次い

で「具体的な支援内容がわからないから」が 15.1％、「利用しても解決しないと思うから」が

14.5％となっています。 

 

  

67.4 

7.6 

14.5 

10.5 

2.9 

15.1 

7.6 

5.2 

6.4 

0.6 

2.9 

8.1 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80%

利用する必要がないから

利用することにためらいを感じるから

利用しても解決しないと思うから

利用することが面倒くさいから

場所や連絡先がわからないから

具体的な支援内容がわからないから

自分で解決できると思うから

周囲の目が気になるから

プライバシーが守られるか不安だから

すでに他の支援先を利用しているから

その他

特に理由はない

不明・無回答

全体（N=172）
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５．子どもの権利について 

Q39 あなたは、「子どもの権利条約」について知っていますか。（ひとつだけ○） 

「子どもの権利条約」の認知度については、「知らない」が 41.2％と最も高く、次いで「名前だ

けは知っている」が 31.1％、「学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、知っている」が

26.7％となっています。 

 

性・年齢 

性・年齢別にみると、18歳～19歳:男性では「学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、知

っている」「名前だけは知っている」がそれぞれ 40.0％、20 歳～24 歳:男性では「知らない」が

41.7％、25 歳～29 歳:男性では「知らない」が 40.6％、30 歳～34 歳:男性では「知らない」が

44.7％、35 歳～39 歳:男性では「知らない」が 52.3％、18 歳～19 歳:女性では「名前だけは知っ

ている」「知らない」がそれぞれ 35.3％、20 歳～24 歳:女性では「知らない」が 38.6％、25 歳～

29 歳:女性では「学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、知っている」「知らない」がそれ

ぞれ 35.2％、30 歳～34 歳:女性では「知らない」が 44.9％、35 歳～39 歳:女性では「知らない」

が 37.9％となっています。 

  

26.7 31.1 41.2 1.0 

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

全体

（N=408）

学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、知っている

名前だけは知っている

知らない

不明・無回答

学校で勉強し
たり、自分で
調べたことが
あり、知ってい
る

名前だけは
知っている

知らない 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           40.0            40.0            20.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           22.2            36.1            41.7               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

           25.0            34.4            40.6               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

           21.1            34.2            44.7               0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           15.9            31.8            52.3               0.0

18歳～19歳:女性
（N=17）

           29.4            35.3            35.3               0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

           34.1            27.3            38.6               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

           35.2            29.6            35.2               0.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

           23.2            30.4            44.9              1.4

35歳～39歳:女性
（N=58）

           29.3            27.6            37.9              5.2

性
・
年
齢
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婚姻状況 

婚姻状況別にみると、未婚では「知らない」が 41.3％、配偶者ありでは「知らない」が 39.0％

となっています。 

 

 

自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、知っ

ている」が 38.1％、自尊感情：中では「知らない」が 41.0％、自尊感情：低では「知らない」が

46.7％となっています。 

 

  

学校で勉強し
たり、自分で
調べたことが
あり、知ってい
る

名前だけは
知っている

知らない 不明・無回答

未婚
（N=225）

           24.4            33.8            41.3              0.4

配偶者あり
（N=172）

           30.2            29.1            39.0              1.7

配偶者と離婚
（N=7）

           14.3            14.3            71.4               0.0

婚
姻
状
況

学校で勉強し
たり、自分で
調べたことが
あり、知ってい
る

名前だけは
知っている

知らない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

           38.1            23.7            36.4              1.7

自尊感情：中
（N=173）

           23.1            34.7            41.0              1.2

自尊感情：低
（N=105）

           20.0            33.3            46.7               0.0

自
尊
感
情
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Q40 これから生まれ、育つ子どものために、子どもの権利（人権）としてどんなことが特に大

切だと思いますか。（５つまで○） 

子どもの権利（人権）として、特に大切だと思うことについては、「子どもの命が大切にされる

こと」が76.5％と最も高く、次いで「子どもが暴力や言葉で傷つけられないこと」が66.4％、「子

どもが仲よく家族と一緒に過ごす時間を持つこと」が 60.8％となっています。 

 

 選択肢「その他」の紹介】 

子どもが自由に遊ぶことができる場所の確保（野外・屋内） 

子ども個人の健康面、人種…などの説明や知る権利、そして周りとの違いを知る権利、そのた

めの時間、知識、場所、などや子どもを一人の人間として対応すること（子どもだからではな

く）が大切だと思います。 

子どもとしての責任とは何かを明確にすべき 

ありのままを受け入れてもらい、絶対的なみ方がいると子ども自身が感じることができること 

ただ、少年院の制度を利用して悪事を働く者もいるので、悪事をすれば通常通り罰する事でい

いと思います。 

まずは、親が社会通念上の倫理を持ち、子を育てることが大切。 

全て特に大切です。 

貧しい家庭でも、本人が望む教育が受けられること（支援がある） 

  

60.8 

60.0 

40.9 

76.5 

66.4 

49.5 

4.7 

41.9 

22.8 

15.0 

2.0 

1.0 

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

子どもが仲よく家族と一緒に過ごす時間を持つこと

子どもが、障がいの有り無し、人種や言葉、宗教など

の違いなどによって差別されないこと

子どもに関するいろいろなことを決めるときには、

子どもにとって最もよいことが一番に考えられること

子どもの命が大切にされること

子どもが暴力や言葉で傷つけられないこと

人と違う自分らしさが認められること

子どもが子どもからの呼びかけでグループをつくり、

集まれること

子どもが自由に自分の意見を言えること

子ども自身の秘密が守られること

子どもも大人も一緒に「子どもの権利条約」について

知ること

その他

不明・無回答

全体（N=408）
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子どもが仲よ
く家族と一緒
に過ごす時間
を持つこと

子どもが、障
がいの有り無
し、人種や言
葉、宗教など
の違いなどに
よって差別さ
れないこと

子どもに関す
るいろいろな
ことを決めると
きには、子ど
もにとって最も
よいことが一
番に考えられ
ること

子どもの命が
大切にされる
こと

子どもが暴力
や言葉で傷つ
けられないこ
と

人と違う自分
らしさが認めら
れること

18歳～19歳:男性
（N=10）

           80.0            70.0            50.0            60.0            70.0            50.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           58.3            63.9            38.9            69.4            55.6            36.1

25歳～29歳:男性
（N=32）

           78.1            53.1            37.5            59.4            59.4            46.9

30歳～34歳:男性
（N=38）

           76.3            52.6            47.4            73.7            60.5            50.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           59.1            52.3            47.7            86.4            68.2            34.1

18歳～19歳:女性
（N=17）

           35.3            52.9            41.2            64.7            64.7            58.8

20歳～24歳:女性
（N=44）

           68.2            61.4            31.8            79.5            59.1            38.6

25歳～29歳:女性
（N=54）

           55.6            59.3            33.3            79.6            66.7            63.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

           59.4            65.2            46.4            82.6            81.2            55.1

35歳～39歳:女性
（N=58）

           50.0            69.0            44.8            77.6            65.5            56.9

子どもが子ど
もからの呼び
かけでグルー
プをつくり、集
まれること

子どもが自由
に自分の意見
を言えること

子ども自身の
秘密が守られ
ること

子どもも大人
も一緒に「子
どもの権利条
約」について
知ること

その他 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           10.0            60.0            30.0            20.0               0.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

             5.6            36.1            30.6            16.7               0.0               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

              0.0            37.5            28.1              3.1              3.1               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

           13.2            39.5            28.9            23.7              2.6              2.6

35歳～39歳:男性
（N=44）

             6.8            45.5            13.6            11.4              4.5               0.0

18歳～19歳:女性
（N=17）

           11.8            58.8            29.4              5.9               0.0               0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

             4.5            38.6            25.0            18.2               0.0               0.0

25歳～29歳:女性
（N=54）

             1.9            40.7            18.5            20.4              3.7               0.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

             4.3            40.6            21.7            14.5              1.4               0.0

35歳～39歳:女性
（N=58）

              0.0            43.1            15.5            13.8              1.7              5.2

性
・
年
齢

性
・
年
齢

性・年齢 

性・年齢別にみると、18歳～19歳:男性では「子どもが仲よく家族と一緒に過ごす時間を持つこ

と」が 80.0％、20 歳～24 歳:男性では「子どもの命が大切にされること」が 69.4％、25 歳～29

歳:男性では「子どもが仲よく家族と一緒に過ごす時間を持つこと」が 78.1％、30 歳～34 歳:男性

では「子どもが仲よく家族と一緒に過ごす時間を持つこと」が 76.3％、35 歳～39 歳:男性では

「子どもの命が大切にされること」が 86.4％、18 歳～19 歳:女性では「子どもの命が大切にされ

ること」「子どもが暴力や言葉で傷つけられないこと」がそれぞれ 64.7％、20 歳～24 歳:女性では

「子どもの命が大切にされること」が 79.5％、25 歳～29 歳:女性では「子どもの命が大切にされ

ること」が 79.6％、30 歳～34 歳:女性では「子どもの命が大切にされること」が 82.6％、35 歳～

39 歳:女性では「子どもの命が大切にされること」が 77.6％となっています。 
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婚姻状況 

婚姻状況別にみると、未婚では「子どもの命が大切にされること」が 73.3％、配偶者ありでは

「子どもの命が大切にされること」が 81.4％となっています。 

 

  

子どもが仲よ
く家族と一緒
に過ごす時間
を持つこと

子どもが、障
がいの有り無
し、人種や言
葉、宗教など
の違いなどに
よって差別さ
れないこと

子どもに関す
るいろいろな
ことを決めると
きには、子ど
もにとって最も
よいことが一
番に考えられ
ること

子どもの命が
大切にされる
こと

子どもが暴力
や言葉で傷つ
けられないこ
と

人と違う自分
らしさが認めら
れること

未婚
（N=225）

           61.8            63.1            37.8            73.3            62.2            47.1

配偶者あり
（N=172）

           59.3            59.3            46.5            81.4            71.5            53.5

配偶者と離婚
（N=7）

           57.1               0.0            14.3            57.1            57.1            42.9

子どもが子ど
もからの呼び
かけでグルー
プをつくり、集
まれること

子どもが自由
に自分の意見
を言えること

子ども自身の
秘密が守られ
ること

子どもも大人
も一緒に「子
どもの権利条
約」について
知ること

その他 不明・無回答

未婚
（N=225）

             5.8            37.8            24.4            16.4              1.3              0.4

配偶者あり
（N=172）

             3.5            45.9            19.2            13.4              2.9              1.7

配偶者と離婚
（N=7）

              0.0            57.1            42.9            14.3               0.0               0.0

婚
姻
状
況

婚
姻
状
況
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「子どもの命が大切にされること」が 77.1％、自尊感

情：中では「子どもの命が大切にされること」が 77.5％、自尊感情：低では「子どもの命が大切

にされること」が 73.3％となっています。 

 

  

子どもが仲よ
く家族と一緒
に過ごす時間
を持つこと

子どもが、障
がいの有り無
し、人種や言
葉、宗教など
の違いなどに
よって差別さ
れないこと

子どもに関す
るいろいろな
ことを決めると
きには、子ど
もにとって最も
よいことが一
番に考えられ
ること

子どもの命が
大切にされる
こと

子どもが暴力
や言葉で傷つ
けられないこ
と

人と違う自分
らしさが認めら
れること

自尊感情：高
（N=118）

           63.6            67.8            42.4            77.1            59.3            44.9

自尊感情：中
（N=173）

           63.0            54.3            38.2            77.5            67.1            52.6

自尊感情：低
（N=105）

           52.4            61.0            42.9            73.3            71.4            49.5

子どもが子ど
もからの呼び
かけでグルー
プをつくり、集
まれること

子どもが自由
に自分の意見
を言えること

子ども自身の
秘密が守られ
ること

子どもも大人
も一緒に「子
どもの権利条
約」について
知ること

その他 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

             3.4            40.7            15.3            16.9              2.5              1.7

自尊感情：中
（N=173）

             5.2            44.5            25.4            13.3              1.7              0.6

自尊感情：低
（N=105）

             4.8            37.1            25.7            13.3              1.9              1.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「子どもの命が大切にされること」が 79.8％、名前だけは知っているでは「子ど

もの命が大切にされること」が 78.0％、知らないでは「子どもの命が大切にされること」が

74.4％となっています。 

 

  

子どもが仲よ
く家族と一緒
に過ごす時間
を持つこと

子どもが、障
がいの有り無
し、人種や言
葉、宗教など
の違いなどに
よって差別さ
れないこと

子どもに関す
るいろいろな
ことを決めると
きには、子ど
もにとって最も
よいことが一
番に考えられ
ること

子どもの命が
大切にされる
こと

子どもが暴力
や言葉で傷つ
けられないこ
と

人と違う自分
らしさが認めら
れること

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=109）

           59.6            61.5            44.0            79.8            63.3            49.5

名前だけは知っている
（N=127）

           63.8            62.2            40.9            78.0            61.4            49.6

知らない
（N=168）

           60.1            58.3            39.3            74.4            73.8            50.0

子どもが子ど
もからの呼び
かけでグルー
プをつくり、集
まれること

子どもが自由
に自分の意見
を言えること

子ども自身の
秘密が守られ
ること

子どもも大人
も一緒に「子
どもの権利条
約」について
知ること

その他 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=109）

             2.8            44.0            22.9            12.8              2.8               0.0

名前だけは知っている
（N=127）

             3.1            41.7            26.8            16.5              0.8               0.0

知らない
（N=168）

             7.1            41.7            20.2            15.5              2.4              0.6

権
利
の
認
知

権
利
の
認
知
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Q41 あなたは、「子どもの権利」を守るために、どのような仕組みがあるとよいと思いますか。 

（３つまで○） 

「子どもの権利」を守るためにあるとよいと思う仕組みについては、「子どもが困ったときに誰

にも知られず相談できる場所を地域につくる」が 49.8％と最も高く、次いで「子どもに『子ども

の権利』について学校等で教える」が 46.3％、「子どもが困ったことや大人に伝えたいことを、伝

えるサポートをしてくれる人材を育成する」が 37.5％となっています。 

 

 選択肢「その他」の一部紹介】 

学校でアンケートを書けるようにする。家庭内で困ったことや、悩みを書いて家族に知られな

い形で先生やスクールカウンセラーに伝わる仕組みづくりをする。 

親の教育が必要 

国籍、LGBTQ+、年齢も異なる人がサポートしてくれる人としてくれる人として集め育てること 

親に知識の普及が必要 

子ども自身が自立的な助けを求めたり相談できる環境を確立できる仕組みがあるとよいと思

う。 

自分を大切にできる、自己肯定感が高まってこそ、学ぶモチベが生まれるかな？と思うため、

その取り組みがまずあると良いと思いました！ 

良い子もたくさんいると思います。ごく一部に権利を利用する子供がいると思います。その辺

りのバランス調整は必要だと考えます。 

親などの大人が知る理解する機会をつくる 

 

  

46.3 

34.1 

37.5 

33.8 

49.8 

26.5 

12.5 

2.5 

4.7 

1.0 

0% 20% 40% 60%

子どもに「子どもの権利」について学校等で教える

市民に広く「子どもの権利」について周知する

子どもが困ったことや大人に伝えたいことを、

伝えるサポートをしてくれる人材を育成する

子どもが困ったときに電話、ＳＮＳ、メールなどで

相談できる場をつくる

子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所

を地域につくる

子どもが国や社会に意見を伝える方法を学ぶ機会を

つくる

子ども議会など、行政に対して子どもが意見を言える

仕組みをつくる

その他

わからない

不明・無回答

全体（N=408）
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性・年齢 

性・年齢別にみると、18歳～19歳:男性では「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる

場所を地域につくる」「子どもが国や社会に意見を伝える方法を学ぶ機会をつくる」がそれぞれ

70.0％、20 歳～24 歳:男性では「市民に広く『子どもの権利』について周知する」が 50.0％、25

歳～29 歳:男性では「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地域につくる」が

59.4％、30 歳～34 歳:男性では「子どもに『子どもの権利』について学校等で教える」「子どもが

困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地域につくる」がそれぞれ 47.4％、35 歳～39 歳:

男性では「子どもに『子どもの権利』について学校等で教える」「子どもが困ったことや大人に伝

えたいことを、伝えるサポートをしてくれる人材を育成する」がそれぞれ 45.4％、18 歳～19 歳:

女性では「子どもに『子どもの権利』について学校等で教える」が 47.1％、20 歳～24 歳:女性で

は「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地域につくる」が 52.3％、25 歳～29

歳:女性では「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地域につくる」が 59.3％、

30 歳～34 歳:女性では「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地域につくる」

が 62.3％、35 歳～39 歳:女性では「子どもに『子どもの権利』について学校等で教える」が

58.6％となっています。  
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子どもに「子ど
もの権利」に
ついて学校等
で教える

市民に広く
「子どもの権
利」について
周知する

子どもが困っ
たことや大人
に伝えたいこ
とを、伝えるサ
ポートをしてく
れる人材を育
成する

子どもが困っ
たときに電
話、ＳＮＳ、
メールなどで
相談できる場
をつくる

子どもが困っ
たときに誰に
も知られず相
談できる場所
を地域につく
る

18歳～19歳:男性
（N=10）

           60.0               0.0            20.0            40.0            70.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           47.2            50.0            30.6            33.3            41.7

25歳～29歳:男性
（N=32）

           34.4            37.5            40.6            34.4            59.4

30歳～34歳:男性
（N=38）

           47.4            36.8            28.9            34.2            47.4

35歳～39歳:男性
（N=44）

           45.5            29.5            45.5            31.8            34.1

18歳～19歳:女性
（N=17）

           47.1            11.8            29.4            17.6            17.6

20歳～24歳:女性
（N=44）

           38.6            29.5            40.9            29.5            52.3

25歳～29歳:女性
（N=54）

           44.4            40.7            37.0            18.5            59.3

30歳～34歳:女性
（N=69）

           44.9            40.6            39.1            40.6            62.3

35歳～39歳:女性
（N=58）

           58.6            29.3            39.7            46.6            41.4

子どもが国や
社会に意見を
伝える方法を
学ぶ機会をつ
くる

子ども議会な
ど、行政に対
して子どもが
意見を言える
仕組みをつく
る

その他 わからない 不明・無回答

18歳～19歳:男性
（N=10）

           70.0            10.0               0.0            10.0               0.0

20歳～24歳:男性
（N=36）

           33.3            22.2               0.0               0.0               0.0

25歳～29歳:男性
（N=32）

           31.3            12.5              3.1              3.1               0.0

30歳～34歳:男性
（N=38）

           21.1            15.8              2.6              7.9               0.0

35歳～39歳:男性
（N=44）

           25.0            11.4              4.5              2.3              2.3

18歳～19歳:女性
（N=17）

           23.5            17.6               0.0            23.5               0.0

20歳～24歳:女性
（N=44）

           15.9              6.8               0.0              9.1              2.3

25歳～29歳:女性
（N=54）

           25.9              5.6              3.7              3.7               0.0

30歳～34歳:女性
（N=69）

           26.1            11.6              2.9              1.4              1.4

35歳～39歳:女性
（N=58）

           24.1            15.5              3.4              3.4              1.7

性
・
年
齢

性
・
年
齢
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婚姻状況 

婚姻状況別にみると、未婚では「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地域

につくる」が 49.8％、配偶者ありでは「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を

地域につくる」が 50.0％となっています。 

 

  

子どもに「子ど
もの権利」に
ついて学校等
で教える

市民に広く
「子どもの権
利」について
周知する

子どもが困っ
たことや大人
に伝えたいこ
とを、伝えるサ
ポートをしてく
れる人材を育
成する

子どもが困っ
たときに電
話、ＳＮＳ、
メールなどで
相談できる場
をつくる

子どもが困っ
たときに誰に
も知られず相
談できる場所
を地域につく
る

未婚
（N=225）

           47.6            29.3            38.2            33.8            49.8

配偶者あり
（N=172）

           44.2            42.4            36.0            33.7            50.0

配偶者と離婚
（N=7）

           42.9               0.0            42.9            28.6            14.3

子どもが国や
社会に意見を
伝える方法を
学ぶ機会をつ
くる

子ども議会な
ど、行政に対
して子どもが
意見を言える
仕組みをつく
る

その他 わからない 不明・無回答

未婚
（N=225）

           24.4            12.0              1.8              5.8              1.3

配偶者あり
（N=172）

           29.1            14.0              2.9              2.9              0.6

配偶者と離婚
（N=7）

           28.6               0.0            14.3            14.3               0.0

婚
姻
状
況

婚
姻
状
況
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自尊感情 

自尊感情別にみると、自尊感情：高では「子どもに『子どもの権利』について学校等で教える」

が 51.7％、自尊感情：中では「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地域につ

くる」が 52.0％、自尊感情：低では「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地

域につくる」が 53.3％となっています。 

 

  

子どもに「子ど
もの権利」に
ついて学校等
で教える

市民に広く
「子どもの権
利」について
周知する

子どもが困っ
たことや大人
に伝えたいこ
とを、伝えるサ
ポートをしてく
れる人材を育
成する

子どもが困っ
たときに電
話、ＳＮＳ、
メールなどで
相談できる場
をつくる

子どもが困っ
たときに誰に
も知られず相
談できる場所
を地域につく
る

自尊感情：高
（N=118）

           51.7            28.8            38.1            30.5            43.2

自尊感情：中
（N=173）

           44.5            42.2            35.8            37.6            52.0

自尊感情：低
（N=105）

           41.0            27.6            38.1            35.2            53.3

子どもが国や
社会に意見を
伝える方法を
学ぶ機会をつ
くる

子ども議会な
ど、行政に対
して子どもが
意見を言える
仕組みをつく
る

その他 わからない 不明・無回答

自尊感情：高
（N=118）

           31.4            12.7              1.7              6.8              0.8

自尊感情：中
（N=173）

           24.9            12.1              2.3              3.5              1.2

自尊感情：低
（N=105）

           21.0            10.5              3.8              4.8              1.0

自
尊
感
情

自
尊
感
情
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子どもの権利（人権）の認知状況 

子どもの権利（人権）の認知状況別にみると、学校で勉強したり、自分で調べたことがあり、

知っているでは「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地域につくる」が

53.2％、名前だけは知っているでは「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を地

域につくる」が 51.2％、知らないでは「子どもが困ったときに誰にも知られず相談できる場所を

地域につくる」が 47.6％となっています。 

 

  

子どもに「子ど
もの権利」に
ついて学校等
で教える

市民に広く
「子どもの権
利」について
周知する

子どもが困っ
たことや大人
に伝えたいこ
とを、伝えるサ
ポートをしてく
れる人材を育
成する

子どもが困っ
たときに電
話、ＳＮＳ、
メールなどで
相談できる場
をつくる

子どもが困っ
たときに誰に
も知られず相
談できる場所
を地域につく
る

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=109）

           46.8            31.2            45.9            29.4            53.2

名前だけは知っている
（N=127）

           48.0            38.6            34.6            35.4            51.2

知らない
（N=168）

           44.6            32.7            33.9            35.7            47.6

子どもが国や
社会に意見を
伝える方法を
学ぶ機会をつ
くる

子ども議会な
ど、行政に対
して子どもが
意見を言える
仕組みをつく
る

その他 わからない 不明・無回答

学校で勉強したり、自分で調べたこと
があり、知っている（N=109）

           31.2            15.6              5.5              0.9              0.9

名前だけは知っている
（N=127）

           22.8            13.4              0.8              3.9               0.0

知らない
（N=168）

           26.2              9.5              1.8              7.7              1.2

権
利
の
認
知

権
利
の
認
知
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