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第１章 調査概要 

 

１ 調査の目的 

 

県では、子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25年法律第 64号）の規定に基づく都道府県

計画として、「岩手県子どもの幸せ応援計画（2020～2024）」を策定し、子どもの貧困対策を推進して

いる。次期計画の策定に向けて、子どもの貧困対策推進施策の検討を行うための参考データを収集す

ることを目的として、本調査を実施した。 

 

２ 調査の概要 

 

 岩手県子どもの生活実態アンケート調査 

計 小学５年生 中学２年生 

調 査 

時 期 
令和５年 12月 15日～令和６年１月 22日 

調 査 

方 法 
無記名式全数調査（学校配付・ＷＥＢ回答） 

調 査 

対象者 
小学５年生、中学２年生の児童生徒及びその保護者全て（※） 

調査対 

象者数 

37,228 人 

保護者 18,614人 

子 18,614人 

18,186 人 

保護者 9,093人 

子 9,093人 

19,042 人 

保護者 9,521人 

子 9,521人 

回答数 

14,057 人 

保護者 3,395人 

子 10,662人 

7,277人 

保護者 1,913人 

子 5,364人 

6,780人 

保護者 1,482人 

子 5,298人 

回答率 

37.8％ 

保護者 18.2％ 

子 57.3％ 

40.0％ 

保護者 21.0％ 

子 59.0％ 

35.6％ 

保護者 15.6％ 

55.6％ 

主な調 

査項目 

【児童生徒（計 21問）】 

① 日常生活：食事の状況、親子関係、自己肯定感、相談相手 

② 学校生活：授業の理解度、学校や習いごとなどでの困りごと、学習環境 

③ 学習支援の場・居場所のニーズ：通いたいと思う範囲、頻度、時間帯 

④ 感染症の影響による生活の変化：学校の授業以外で勉強する時間、夜遅くまで

起きている回数、親以外の大人や友達と話をすること、イライラや不安を感じた

り、気分が沈むこと 

【保護者（計 36問）】 

① 保護者の生活状況：世帯構成、住宅の状況、親子関係、相談相手、生活の満足  

 度 

② 保護者の就業・経済状況：就業状況、収入状況 

③ 子どもの日常・学校生活等：食事の状況、学習の理解度、放課後の過ごし方、

習い事にかかる費用、習い事の希望、勉強時間、希望学歴、医療機関のかかり

方、心配事 

④ 公的支援のニーズ：公的制度の利用状況、希望する子育て支援 

⑤ 感染症の影響による生活の変化：生活に必要な収入の変化、必要な食料や衣服

を買えないこと、イライラや不安を感じたり、気分が沈むこと 

※ 県内の公立小・中学校（義務教育学校を含む） 
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３ 調査結果の分析方法 

 

・ 保護者向け調査については、収入階層及び世帯類型による子どもの生活実態の差を比較するた

め、収入階層別及び世帯類型別に集計を行った。 

・ 収入階層別及び世帯類型別は、それぞれ以下の区分により集計した。 

 

※ その他は、祖父母との同居などの場合 

 

・ 保護者を対象とした調査については、令和４年の世帯年収（税込）を世帯員数の平方根で除して得

た値により、「中央値（2,683,282円）以上」、「中央値（2,683,282円）未満」（※）及び「中央値の 1/2

（1,341,641 円）未満」の３階層に分類し、さらに、就学段階による差を比較するため、それぞれを

「小学５年生」及び「中学２年生」に区分して集計した。 

・ その際、世帯年収は、「0～50万円未満」から「1,000万円以上」までの 12段階に区分して選択肢を

設定しているため、便宜上、それぞれの段階の中間の額をその世帯の収入とみなし算定した。  

 

※ 国民生活基礎調査においては、等価可処分所得の中央値の 1/2を貧困線としている。 

本調査では、税込収入により調査を行ったが、同様の方法により収入階層別の傾向を把握しよう

とするものである。 

（参考）令和３年国民生活基礎調査の状況 中央値の 1/2：1,270千円、相対的貧困率：15.4％、子ど

もの貧困率：11.5％ 

 

  

計 (A+B+C)
中央値以上

（A)
中央値未満

（B）
中央値の

1/2未満（C)

3,395 1,873 1,192 330

100.0% 55.2% 35.1% 9.7%

計 
両親のいる世
帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0 87.7 5.3 5.3 0.4 0.9 0.4

世帯累計別（単位世帯＝保護者数）

収入改造別（単位世帯＝保護者数）
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第２章 調査結果 

 

１ 世帯年収 

 

・ 収入階層別にみると、次のとおりである。 

・ 下表の左欄「世帯年収」は、世帯全体の令和４年の年収（税込）をそのまま集計したものであり、

右欄「世帯年収／世帯員数の平方根」は、世帯全体の令和４年の年収（税込）を世帯員数の平方根で

除して得た値を集計したものである。 

 

表 1 収入階層別にみた世帯年収 

 

※ 中央値＝2,683,282円、中央値の 1/2＝1,341,641 円。（以下、同じ。） 
 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

16 0 0 16 40 0 0 40
0.5% 0.0% 0.0% 4.8% 1.2% 0.0% 0.0% 12.1%

23 0 0 23 102 0 0 102

0.7% 0.0% 0.0% 7.0% 3.0% 0.0% 0.0% 30.9%

54 0 0 54 294 0 106 188

1.6% 0.0% 0.0% 16.4% 8.7% 0.0% 8.9% 57.0%

66 0 0 66 481 0 481 0

1.9% 0.0% 0.0% 20.0% 14.2% 0.0% 40.4% 0.0%

99 0 16 83 543 0 543 0

2.9% 0.0% 1.3% 25.2% 16.0% 0.0% 45.6% 0.0%

147 0 96 51 313 251 62 0

4.3% 0.0% 8.1% 15.5% 9.2% 13.4% 5.2% 0.0%

157 0 126 31 647 647 0 0

4.6% 0.0% 10.6% 9.4% 19.1% 34.5% 0.0% 0.0%

280 0 274 6 232 232 0 0

8.2% 0.0% 23.0% 1.8% 6.8% 12.4% 0.0% 0.0%

497 6 491 0 562 562 0 0

14.6% 0.3% 41.2% 0.0% 16.6% 30.0% 0.0% 0.0%

926 738 188 0 180 180 0 0

27.3% 39.4% 15.8% 0.0% 5.3% 9.6% 0.0% 0.0%

761 760 1 0 1 1 0 0

22.4% 40.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%

369 369 0 0 0 0 0 0

10.9% 19.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 1,873 1,192 330 3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

世帯年収／世帯員数の平方根世帯年収／世帯員数の平方根

計

小学５年生・中学２年生

11
７００～１,０００万円未
満

12 １,０００万円以上

回答者数計

8 ３５０～４００万円未満

9 ４００～５００万円未満

10 ５００～７００万円未満

5 ２００～２５０万円未満

6 ２５０～３００万円未満

7 ３００～３５０万円未満

2 ５０～１００万円未満

3 １００～１５０万円未満

4 １５０～２００万円未満

計

小学５年生・中学２年生

1 ０～５０万円未満
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２ 世帯構成 

 

・ 収入階層別にみると、中央値以上では、「両親のいる世帯」が９割以上である。一方、中央値 1/2未

満では、「両親のいる世帯」は６割未満となっている。 

 

表 2 収入階層別にみた世帯構成 

 

※ 父子世帯は回答数が少ないため、参考値とする。（以下、同じ） 

 

・ 世帯年収別にみると、次のとおりである。 

・ 母子世帯では、両親のいる世帯と比較して、収入が少ない傾向がみられる。 

 

表 3 世帯年収別にみた世帯構成 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,979 1,770 1,027 182
87.7% 94.5% 86.2% 55.2%

179 18 80 81

5.3% 1.0% 6.7% 24.5%

179 57 63 59

5.3% 3.0% 5.3% 17.9%

14 8 6 0

0.4% 0.4% 0.5% 0.0%

31 18 11 2

0.9% 1.0% 0.9% 0.6%

13 2 5 6
0.4% 0.1% 0.4% 1.8%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

4
父子世帯
（父及び18歳未満の子
のみ）

5
父子世帯

（18歳以上の親族等同

6 その他

1 両親のいる世帯

2
母子世帯
（母及び18歳未満の子
のみ）

3
母子世帯
（18歳以上の親族等同
居）

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

16 8 4 2 0 0 2
0.5% 0.3% 2.2% 1.1% 0.0% 0.0% 15.4%

23 10 9 3 0 0 1
0.7% 0.3% 5.0% 1.7% 0.0% 0.0% 7.7%

54 17 22 14 0 1 0
1.6% 0.6% 12.3% 7.8% 0.0% 3.2% 0.0%

66 20 28 14 0 1 3
1.9% 0.7% 15.6% 7.8% 0.0% 3.2% 23.1%

99 49 34 16 0 0 0
2.9% 1.6% 19.0% 8.9% 0.0% 0.0% 0.0%
147 100 23 21 2 0 1

4.3% 3.4% 12.8% 11.7% 14.3% 0.0% 7.7%
157 126 16 11 2 2 0

4.6% 4.2% 8.9% 6.1% 14.3% 6.5% 0.0%
280 235 17 19 2 5 2

8.2% 7.9% 9.5% 10.6% 14.3% 16.1% 15.4%
497 461 12 16 2 4 2

14.6% 15.5% 6.7% 8.9% 14.3% 12.9% 15.4%
926 874 5 34 5 7 1

27.3% 29.3% 2.8% 19.0% 35.7% 22.6% 7.7%
761 727 5 21 1 7 0

22.4% 24.4% 2.8% 11.7% 7.1% 22.6% 0.0%
369 352 4 8 0 4 1

10.9% 11.8% 2.2% 4.5% 0.0% 12.9% 7.7%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

6
２５０～３００万円未
満

7
３００～３５０万円未
満

8
３５０～４００万円未
満

3
１００～１５０万円未
満

4
１５０～２００万円未
満

5
２００～２５０万円未
満

1 ０～５０万円未満

2 ５０～１００万円未満

12 １,０００万円以上

回答者数計

9
４００～５００万円未
満

10
５００～７００万円未
満

11
７００～１,０００万
円未満
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・ また、世帯年収（世帯員数の平方根で除して得た値）別にみても、母子世帯では、両親のいる世帯

や父子世帯と比較して、収入が少ない傾向がみられる。 

 

表 4 世帯年収（世帯員数の平方根で除して得た値）別にみた世帯構成 

 

 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

40 20 11 6 0 0 3
1.2% 0.7% 6.1% 3.4% 0.0% 0.0% 23.1%
102 45 29 24 0 2 2

3.0% 1.5% 16.2% 13.4% 0.0% 6.5% 15.4%
294 203 46 39 2 2 2

8.7% 6.8% 25.7% 21.8% 14.3% 6.5% 15.4%
481 393 48 32 0 7 1

14.2% 13.2% 26.8% 17.9% 0.0% 22.6% 7.7%
543 501 18 17 3 2 2

16.0% 16.8% 10.1% 9.5% 21.4% 6.5% 15.4%
313 287 9 11 1 4 1

9.2% 9.6% 5.0% 6.1% 7.1% 12.9% 7.7%
647 602 5 27 5 6 2

19.1% 20.2% 2.8% 15.1% 35.7% 19.4% 15.4%
232 224 1 7 0 0 0

6.8% 7.5% 0.6% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0%
562 531 8 14 2 7 0

16.6% 17.8% 4.5% 7.8% 14.3% 22.6% 0.0%
180 173 3 2 1 1 0

5.3% 5.8% 1.7% 1.1% 7.1% 3.2% 0.0%
1 0 1 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

10
５００～７００万円未
満

11
７００～１,０００万
円未満

12 １,０００万円以上

回答者数計

計

1 ０～５０万円未満

2 ５０～１００万円未満

3
１００～１５０万円未
満

4
１５０～２００万円未
満

5
２００～２５０万円未
満

6
２５０～３００万円未
満

7
３００～３５０万円未
満

8
３５０～４００万円未
満

9
４００～５００万円未
満

小学５年生・中学２年生
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３ 住居の状況 

 

【保護者調査票 問３】 

現在、調査対象のお子さんがお住まいの住居にあてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

・ 収入階層別にみると、中央値以上の世帯の８割以上が「持家」に居住している。 

・ 一方、中央値 1/2未満の世帯では、３割以上が「公営住宅」や「民間賃貸住宅」などの賃貸住宅に

居住している。 

 

表 5 収入階層別にみた居住状況 

 

 

・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯の８割以上が「持家」に居住している。 

・ 一方、母子世帯では、祖父母など 18歳以上の親族等が同居する世帯においては８割以上が「持家」

に居住しているのに対し、母と 18歳未満の子のみの世帯では、６割以上が「公営住宅」や「民間賃貸

住宅」などの賃貸住宅に居住している。  

 

表 6 世帯類型別にみた居住状況 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,789 1,617 970 202
82.2% 86.3% 81.4% 61.2%

79 8 39 32
2.3% 0.4% 3.3% 9.7%

16 10 3 3
0.5% 0.5% 0.3% 0.9%

31 23 8 0
0.9% 1.2% 0.7% 0.0%
437 202 160 75

12.9% 10.8% 13.4% 22.7%
20 8 4 8

0.6% 0.4% 0.3% 2.4%
23 5 8 10

0.7% 0.3% 0.7% 3.0%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 持家

2
公営（市町村営・県
営）住宅

3
公社・公団（UR）賃貸
住宅

7 その他

回答者数計

4 社宅

5
民間賃貸住宅（アパー
ト、借家など）

6 間借

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

2,789 2,547 50 147 10 29 6
82.2% 85.5% 27.9% 82.1% 71.4% 93.5% 46.2%

79 39 31 9 0 0 0
2.3% 1.3% 17.3% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16 11 4 1 0 0 0
0.5% 0.4% 2.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

31 29 2 0 0 0 0
0.9% 1.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
437 331 82 15 4 2 3

12.9% 11.1% 45.8% 8.4% 28.6% 6.5% 23.1%
20 13 5 2 0 0 0

0.6% 0.4% 2.8% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0%
23 9 5 5 0 0 4

0.7% 0.3% 2.8% 2.8% 0.0% 0.0% 30.8%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

社宅

5
民間賃貸住宅（アパー
ト、借家など）

6 間借

7 その他

1 持家

2
公営（市町村営・県
営）住宅

3
公社・公団（UR）賃貸
住宅

4

回答者数計
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４ 子どもの食事の状況 

 

【保護者調査票 問３】 

調査対象のお子さんの朝食の状況にあてはまるもの１つに〇をつけてください。 

 

・ 収入階層別にみると、「毎日食べる」と回答した割合は、中央値以上では９割以上であるのに対し、

中央値の 1/2未満では９割を下回っている。 

・  また、前回調査と比較すると、「毎日食べる」と回答した割合は、全体で 2.1 ポイント増加してい

る。 

 

表 7 収入階層別にみた朝食摂取状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,154 1,775 1,090 289
92.9% 94.8% 91.4% 87.6%
132 57 62 13

3.9% 3.0% 5.2% 3.9%
79 32 24 23

2.3% 1.7% 2.0% 7.0%
30 9 16 5

0.9% 0.5% 1.3% 1.5%
3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

小学５年生・中学２年生

計

1 毎日食べる

2 週４～６日食べる

3 週１～３日食べる

4 食べない

回答者数計

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

11,704 6,002 4,499 1,203 3,048

90.8% 92.8% 89.8% 85.3% 83.5%

718 289 315 114 346

5.6% 4.5% 6.3% 8.1% 9.5%

291 108 124 59 185

2.3% 1.7% 2.5% 4.2% 5.1%

95 28 43 24 57

0.7% 0.4% 0.9% 1.7% 1.6%

80 38 31 11 16

0.6% 0.6% 0.6% 0.8% 0.4%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 食べない

1 毎日食べる

2 週４～６日食べる

3 週１～３日食べる

計

5 無回答

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ さらに、小学５年生、中学２年生別にみても、「毎日食べる」と回答した割合は、中央値以上と比べ

て中央値の 1/2未満では低い。 

・ また、全ての収入階層において、「毎日食べる」と回答した割合は、小学５年生と比べて中学２年生

が低くなっている。 

・  前回調査と比較すると、「毎日食べる」と回答した割合は、小学５年生で 1.4ポイント、中学２年生

で 2.4ポイント増加している。 

・ 

表 8 収入階層別にみた朝食摂取状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,800 985 656 159 1,354 790 434 130
94.1% 95.8% 93.0% 88.3% 91.4% 93.5% 89.1% 86.7%

67 28 32 7 65 29 30 6
3.5% 2.7% 4.5% 3.9% 4.4% 3.4% 6.2% 4.0%
35 12 11 12 44 20 13 11

1.8% 1.2% 1.6% 6.7% 3.0% 2.4% 2.7% 7.3%
11 3 6 2 19 6 10 3

0.6% 0.3% 0.9% 1.1% 1.3% 0.7% 2.1% 2.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 毎日食べる

2 週４～６日食べる

3 週１～３日食べる

4 食べない

回答者数計

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

5,838 2,989 2,248 601 5,866 3,013 2,251 602

92.7% 94.7% 91.5% 87.6% 89.0% 91.1% 88.1% 83.0%

297 112 139 46 421 177 176 68

4.7% 3.5% 5.7% 6.7% 6.4% 5.4% 6.9% 9.4%

103 37 42 24 188 71 82 35

1.6% 1.2% 1.7% 3.5% 2.9% 2.1% 3.2% 4.8%

21 3 10 8 74 25 33 16

0.3% 0.1% 0.4% 1.2% 1.1% 0.8% 1.3% 2.2%

40 16 17 7 40 22 14 4

0.6% 0.5% 0.7% 1.0% 0.6% 0.7% 0.5% 0.6%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 毎日食べる

2 週４～６日食べる

3 週１～３日食べる

4 食べない

5 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比較して、「毎日食べる」と回答した割合が

低くなっている。 

・  また、前回調査と比較すると、「毎日食べる」と回答した割合は、全ての世帯類型で増加している。 

 

表 9 世帯類型別にみた朝食摂取状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,154 2,792 149 159 13 29 12
92.9% 93.7% 83.2% 88.8% 92.9% 93.5% 92.3%
132 106 15 9 0 2 0
3.9% 3.6% 8.4% 5.0% 0.0% 6.5% 0.0%
79 58 13 8 0 0 0

2.3% 1.9% 7.3% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0%
30 23 2 3 1 0 1

0.9% 0.8% 1.1% 1.7% 7.1% 0.0% 7.7%
3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

小学５年生・中学２年生

計

3 週１～３日食べる

4 食べない

回答者数計

1 毎日食べる

2 週４～６日食べる

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

14,752 11,607 1,874 981 109 157 24

89.2% 91.3% 81.5% 83.9% 83.2% 78.9% 92.3%

1,064 667 248 111 12 25 1

6.4% 5.2% 10.8% 9.5% 9.2% 12.6% 3.8%

476 286 123 49 5 13 0

2.9% 2.2% 5.4% 4.2% 3.8% 6.5% 0.0%

152 85 40 20 5 2 0

0.9% 0.7% 1.7% 1.7% 3.8% 1.0% 0.0%

96 71 14 8 0 2 1

0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.0% 1.0% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 毎日食べる

5 無回答

計

2 週４～６日食べる

3 週１～３日食べる

4 食べない

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【児童生徒調査票 問１】 

あなたは朝ご飯をいつも食べていますか（１つに○） 

 

・ 「毎日食べる」と回答した割合は、小学５年生、中学２年生ともにやや減少している。 

 

表 10 朝食の摂取状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

9,220 4,789 4,431

86.5% 89.3% 83.6%

921 365 556

8.6% 6.8% 10.5%

319 136 183

3.0% 2.5% 3.5%

202 74 128

1.9% 1.4% 2.4%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 週に４～６日は食べる

3 週に１～３日は食べる

4 食べない

1 毎日食べる

小学５年生 中学２年生

11,429 5,723 5,706
88.7% 90.9% 86.6%

757 301 456
5.9% 4.8% 6.9%
295 106 189
2.3% 1.7% 2.9%
131 38 93
1.0% 0.6% 1.4%
276 131 145
2.1% 2.1% 2.2%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

3 週に１～３日は食べる

4 食べない

5 無回答

1 毎日食べる

2 週に４～６日は食べる

小学５年生・中学２年生

計

計
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【保護者調査票 問４】 

（問３で「２.週４～６日食べる」、「３．週１～３日食べる」、「４．食べない」と回答した方にお聞

きします。） 

調査対象のお子さんが朝食を食べない時の理由にあてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど、「食べる時間がない」と回答した割合が高くなっている。 

・ 一方で、「食べたくないと言う」と回答した割合は、収入が高い階層ほど高くなっている。 

・ また、前回調査と比較すると、「食べる時間がない」と回答した割合は全体で 6.9ポイント減少し、

「食べたくないと言う」と回答した割合は全体で 8.0ポイント増加している。 

 

表 11 収入階層別にみた朝食を食べない理由 

 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

81 31 34 16
33.6% 31.6% 33.3% 39.0%

111 50 46 15
46.1% 51.0% 45.1% 36.6%

4 2 0 2
1.7% 2.0% 0.0% 4.9%

0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 1 1 1
1.2% 1.0% 1.0% 2.4%

42 14 21 7
17.4% 14.3% 20.6% 17.1%

241 98 102 41
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5
家族に朝食を食べる習
慣がない

6 その他

1 食べる時間がない

2 食べたくないと言う

3
朝食をつくる時間がな
い

4
経済的に朝食を用意で
きない

回答者数計

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

447 171 200 76 234

40.5% 40.2% 41.5% 38.6% 39.8%

421 162 181 78 220

38.1% 38.1% 37.6% 39.6% 37.4%

17 6 8 3 12

1.5% 1.4% 1.7% 1.5% 2.0%

3 0 1 2 7

0.3% 0.0% 0.2% 1.0% 1.2%

18 6 8 4 15

1.6% 1.4% 1.7% 2.0% 2.6%

142 60 59 23 66

12.9% 14.1% 12.2% 11.7% 11.2%

56 20 25 11 34

5.1% 4.7% 5.2% 5.6% 5.8%

1,104 425 482 197 588

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
経済的に朝食を用
意できない

5
家族に朝食を食べ
る習慣がない

6 その他

1 食べる時間がない

2
食べたくないと言
う

3
朝食をつくる時間
がない

計

7 無回答

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ さらに、小学５年生、中学２年生別にみても、「食べる時間がない」と回答した割合は、収入が低い

階層ほど高く、「食べたくないと言う」と回答した割合は、収入が高い階層ほど高い傾向がみられる。 

・ また、小学５年生と中学２年生を比較すると、小学５年生では、「食べたくないと言う」と回答した

割合が最も高く５割を超えているが、中学２年生では、「食べる時間がない」「食べたくないと言う」

と回答した割合がともに３割を超えている。 

 

表 12 収入階層別にみた朝食を食べない理由（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

33 10 15 8 48 21 19 8
29.2% 23.3% 30.6% 38.1% 37.5% 38.2% 35.8% 40.0%

63 29 25 9 48 21 21 6
55.8% 67.4% 51.0% 42.9% 37.5% 38.2% 39.6% 30.0%

1 0 0 1 3 2 0 1
0.9% 0.0% 0.0% 4.8% 2.3% 3.6% 0.0% 5.0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 1 0 1 1 0 1 0
1.8% 2.3% 0.0% 4.8% 0.8% 0.0% 1.9% 0.0%

14 3 9 2 28 11 12 5
12.4% 7.0% 18.4% 9.5% 21.9% 20.0% 22.6% 25.0%

113 43 49 21 128 55 53 20
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
経済的に朝食を用意で
きない

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

5
家族に朝食を食べる習
慣がない

6 その他

1 食べる時間がない

2 食べたくないと言う

3
朝食をつくる時間がな
い

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

147 47 69 31 300 124 131 45

34.9% 30.9% 36.1% 39.7% 43.9% 45.4% 45.0% 37.8%

189 71 85 33 232 91 96 45

44.9% 46.7% 44.5% 42.3% 34.0% 33.3% 33.0% 37.8%

8 5 2 1 9 1 6 2

1.9% 3.3% 1.0% 1.3% 1.3% 0.4% 2.1% 1.7%

1 0 1 0 2 0 0 2

0.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 1.7%

9 2 6 1 9 4 2 3

2.1% 1.3% 3.1% 1.3% 1.3% 1.5% 0.7% 2.5%

47 20 20 7 95 40 39 16

11.2% 13.2% 10.5% 9.0% 13.9% 14.7% 13.4% 13.4%

20 7 8 5 36 13 17 6

4.8% 4.6% 4.2% 6.4% 5.3% 4.8% 5.8% 5.0%

421 152 191 78 683 273 291 119

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

3
朝食をつくる時間
がない

4
経済的に朝食を用
意できない

5
家族に朝食を食べ
る習慣がない

6 その他

7 無回答

計

1 食べる時間がない

2
食べたくないと言
う
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・ 世帯類型別では、両親のいる世帯、母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）及び母子世帯（母及び 18

歳以上の親族等同居）ともに、「食べたくないと言う」と回答した割合が最も高く、次いで「食べる時

間がない」と回答した割合が高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、両親のいる世帯、母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）では、「食べ

る時間がない」と回答した割合が減少し、「食べたくないと言う」と回答した割合が増加している。 

 

表 13 世帯類型別にみた朝食を食べない理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

81 64 10 6 0 1 0
33.6% 34.2% 33.3% 30.0% 0.0% 50.0% 0.0%

111 87 14 8 1 1 0
46.1% 46.5% 46.7% 40.0% 100.0% 50.0% 0.0%

4 2 2 0 0 0 0
1.7% 1.1% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 2 0 1 0 0 0
1.2% 1.1% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%

42 32 4 5 0 0 1
17.4% 17.1% 13.3% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0%

241 187 30 20 1 2 1
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 食べる時間がない

2 食べたくないと言う

3
朝食をつくる時間がな
い

回答者数計

4
経済的に朝食を用意で
きない

5
家族に朝食を食べる習
慣がない

6 その他

計

小学５年生・中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

681 436 165 54 10 16 0

40.2% 42.0% 40.1% 30.0% 45.5% 40.0% 0.0%

641 395 135 85 5 20 1

37.9% 38.1% 32.8% 47.2% 22.7% 50.0% 100.0%

29 12 12 4 1 0 0

1.7% 1.2% 2.9% 2.2% 4.5% 0.0% 0.0%

10 5 2 2 1 0 0

0.6% 0.5% 0.5% 1.1% 4.5% 0.0% 0.0%

33 19 7 6 0 1 0

2.0% 1.8% 1.7% 3.3% 0.0% 2.5% 0.0%

208 120 60 20 5 3 0

12.3% 11.6% 14.6% 11.1% 22.7% 7.5% 0.0%

90 51 30 9 0 0 0

5.3% 4.9% 7.3% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1,692 1,038 411 180 22 40 1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3
朝食をつくる時間
がない

4
経済的に朝食を用
意できない

5
家族に朝食を食べ
る習慣がない

1 食べる時間がない

2
食べたくないと言
う

6 その他

7 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【児童生徒調査票 問２】 

（問１で「２．週に４～６日は食べる」、「３．週に１～３日は食べる」、「４．食べない」に〇をした

方にお聞きします。） 

朝ごはんを食べない最も大な理由はなんですか。（１つに○） 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに「食べる時間がない」と回答した割合が最も高く、小学５年生では、

次いで「食べたくない」と回答した割合が高いのに対し、中学２年生では、次いで「朝ご飯を食べる

よりは寝ていたい」と回答した割合が高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「食べる時間がない」と回答した割合は、全体で 4.7ポイント増加し、

「食べたくない」と回答した割合は、全体で 5.1ポイント減少している。 

 

表 14 朝食を食べない理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

607 244 363

42.1% 42.4% 41.9%

316 136 180

21.9% 23.7% 20.8%

312 107 205

21.6% 18.6% 23.6%

27 14 13

1.9% 2.4% 1.5%

24 12 12

1.7% 2.1% 1.4%

15 8 7

1.0% 1.4% 0.8%

141 54 87

9.8% 9.4% 10.0%

1,442 575 867

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

5
朝ご飯が用意されていな
い

6
家族が朝ご飯を食べる習
慣がない

7 その他

2 食べたくない

3
朝ご飯を食べるよりは寝
ていたい

4 ダイエットのため

1 食べる時間がない

小学５年生 中学２年生

443 178 265
37.4% 40.0% 35.9%

319 138 181
27.0% 31.0% 24.5%

259 64 195
21.9% 14.4% 26.4%

9 4 5
0.8% 0.9% 0.7%

25 16 9
2.1% 3.6% 1.2%

12 1 11
1.0% 0.2% 1.5%

66 24 42
5.6% 5.4% 5.7%

50 20 30
4.2% 4.5% 4.1%

1,183 445 738
100.0% 100.0% 100.0%

2 食べたくない

3
朝ご飯を食べるよりは
寝ていたい

4 ダイエットのため

8 無回答

計

5
朝ご飯が用意されてい
ない

6
家族が朝ご飯を食べる
習慣がない

7 その他

1 食べる時間がない

計

小学５年生・中学２年生
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【保護者調査票 問５】 

調査対象のお子さんの夕食の状況についてあてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

・ 収入階層別にみると、「家族そろって食べる」と回答した割合は、収入が低い階層ほど高くなってい

る。 

・ また、前回調査と比較して、「家族そろって食べる」と回答した割合は、全ての収入階層で増加して

おり、全体では 4.8ポイント増加している。 

 

表 15 収入階層別にみた夕食の状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,850 965 668 217
54.5% 51.5% 56.0% 65.8%

1,358 809 454 95

40.0% 43.2% 38.1% 28.8%

61 27 26 8
1.8% 1.4% 2.2% 2.4%

33 19 11 3
1.0% 1.0% 0.9% 0.9%

1 1 0 0
0.0% 0.1% 0.0% 0.0%

92 52 33 7
2.7% 2.8% 2.8% 2.1%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

回答者数計

5 食べない

6 その他

1 家族そろって食べる

2
家族そろって食べるこ
とはないが、大人の家
族の誰かと食べる

3 子ども達だけで食べる

4 一人で食べる

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

6,411 2,946 2,624 841 2,461

49.7% 45.6% 52.4% 59.6% 67.4%

5,269 2,904 1,959 406 760

40.9% 44.9% 39.1% 28.8% 20.8%

325 144 121 60 164

2.5% 2.2% 2.4% 4.3% 4.5%

197 108 66 23 80

1.5% 1.7% 1.3% 1.6% 2.2%

0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

377 210 125 42 112

2.9% 3.2% 2.5% 3.0% 3.1%

309 153 117 39 75

2.4% 2.4% 2.3% 2.8% 2.1%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
家族揃って食べる
⇒問８へ

2

家族揃って食べる
ことはないが、大
人の家族の誰かと
食べる⇒問８へ

3
子ども達だけで食
べる⇒問７へ

計

7 無回答

4
一人で食べる⇒問
７へ

5 食べない⇒問８へ

6 その他

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ さらに、小学５年生、中学２年生別にみても、「家族そろって食べる」と回答した割合は、収入が低

い階層ほど高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、小学５年生、中学２年生ともに、「家族そろって食べる」と回答した割合が増

加している。 

 

表 16 収入階層別にみた夕食の状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,072 557 393 122 778 408 275 95
56.0% 54.2% 55.7% 67.8% 52.5% 48.3% 56.5% 63.3%

756 435 270 51 602 374 184 44

39.5% 42.3% 38.3% 28.3% 40.6% 44.3% 37.8% 29.3%

30 10 18 2 31 17 8 6
1.6% 1.0% 2.6% 1.1% 2.1% 2.0% 1.6% 4.0%

11 6 4 1 22 13 7 2
0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3%

0 0 0 0 1 1 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

44 20 20 4 48 32 13 3
2.3% 1.9% 2.8% 2.2% 3.2% 3.8% 2.7% 2.0%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

6 その他

回答者数計

1 家族そろって食べる

2
家族そろって食べるこ
とはないが、大人の家
族の誰かと食べる

3 子ども達だけで食べる

4 一人で食べる

5 食べない

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,267 1,479 1,355 433 3,144 1,467 1,269 408

51.9% 46.8% 55.2% 63.1% 47.7% 44.3% 49.6% 56.3%

2,596 1,445 959 192 2,673 1,459 1,000 214

41.2% 45.8% 39.0% 28.0% 40.6% 44.1% 39.1% 29.5%

132 59 46 27 193 85 75 33

2.1% 1.9% 1.9% 3.9% 2.9% 2.6% 2.9% 4.6%

39 24 10 5 158 84 56 18

0.6% 0.8% 0.4% 0.7% 2.4% 2.5% 2.2% 2.5%

0 0 0 0 0 0 0 0

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

132 84 41 7 245 126 84 35

2.1% 2.7% 1.7% 1.0% 3.7% 3.8% 3.3% 4.8%

133 66 45 22 176 87 72 17

2.1% 2.1% 1.8% 3.2% 2.7% 2.6% 2.8% 2.3%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1
家族揃って食べる
⇒問８へ

2

家族揃って食べる
ことはないが、大
人の家族の誰かと
食べる⇒問８へ

3
子ども達だけで食
べる⇒問７へ

4
一人で食べる⇒問
７へ

5 食べない⇒問８へ

6 その他

7 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比べて、「家族そろって食べる」と回答した

割合が高く、母及び 18歳以上未満の子のみの世帯では８割を超えている。 

・ また、前回調査と比較して、全ての世帯類型で「家族そろって食べる」と回答した割合が増加して

いる。 

 

表 17 世帯類型別にみた夕食の状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,850 1,557 155 104 9 17 8
54.5% 52.3% 86.6% 58.1% 64.3% 54.8% 61.5%

1,358 1,259 15 65 4 13 2

40.0% 42.3% 8.4% 36.3% 28.6% 41.9% 15.4%

61 52 4 3 0 0 2
1.8% 1.7% 2.2% 1.7% 0.0% 0.0% 15.4%

33 28 3 2 0 0 0
1.0% 0.9% 1.7% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0%

1 1 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

92 82 2 5 1 1 1
2.7% 2.8% 1.1% 2.8% 7.1% 3.2% 7.7%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 子ども達だけで食べる

4 一人で食べる

5 食べない

1 家族そろって食べる

2
家族そろって食べるこ
とはないが、大人の家
族の誰かと食べる

6 その他

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

8,872 6,218 1,776 675 84 98 21

53.6% 48.9% 77.3% 57.7% 64.1% 49.2% 80.8%

6,029 5,362 199 366 19 79 4

36.5% 42.2% 8.7% 31.3% 14.5% 39.7% 15.4%

489 328 104 38 10 8 1

3.0% 2.6% 4.5% 3.3% 7.6% 4.0% 3.8%

277 178 69 21 4 5 0

1.7% 1.4% 3.0% 1.8% 3.1% 2.5% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0

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

489 328 104 42 11 4 0

3.0% 2.6% 4.5% 3.6% 8.4% 2.0% 0.0%

384 302 47 27 3 5 0

2.3% 2.4% 2.0% 2.3% 2.3% 2.5% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 食べない⇒問８へ

6 その他

7 無回答

2

家族揃って食べる
ことはないが、大
人の家族の誰かと
食べる⇒問８へ

3
子ども達だけで食
べる⇒問７へ

4
一人で食べる⇒問
７へ

1
家族揃って食べる
⇒問８へ

計

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問６】 

（問５で「３．子ども達だけで食べる」、「４．一人で食べる」と回答した方にお聞きします。） 

調査対象のお子さんが夕食を子どもだけで食べるもっとも大きな理由にあてはまるもの１つに○

をつけてください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「働いている親の帰宅が遅いから」と回答した割合が高

くなっている。 

・ なお、「その他」としては、『子ども達が食べる時間に家事や弁当作りなどをしているから』、『親の

帰宅後に料理を待たせると空腹で間食が多くなるため先に食べさせる』といった、親が在宅している

が、食事は子ども達だけで食べるといった理由が多く挙げられている。 

・ また、前回調査と比較して、収入が高い階層ほど「働いている親の帰宅が遅いから」と回答した割

合に増加の傾向がみられる。 

 

表 18 収入階層別にみた夕食を子どもだけで食べる理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 
 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

41 22 16 3
43.6% 47.8% 43.2% 27.3%

1 0 0 1
1.1% 0.0% 0.0% 9.1%

18 11 4 3

19.1% 23.9% 10.8% 27.3%

8 0 7 1
8.5% 0.0% 18.9% 9.1%

26 13 10 3
27.7% 28.3% 27.0% 27.3%

94 46 37 11
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
親が育児・介護などで
忙しいから

5 その他

回答者数計

1
働いている親の帰宅が
遅いから

2
親が夜間の仕事で不在
となるから

3
本人が学校、部活動、
習い事などで帰宅が遅
くなるから

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

186 99 62 25 89

35.6% 39.3% 33.2% 30.1% 36.5%

23 6 8 9 30

4.4% 2.4% 4.3% 10.8% 12.3%

164 79 63 22 33

31.4% 31.3% 33.7% 26.5% 13.5%

20 6 9 5 15

3.8% 2.4% 4.8% 6.0% 6.1%

96 42 37 17 53

18.4% 16.7% 19.8% 20.5% 21.7%

33 20 8 5 24

6.3% 7.9% 4.3% 6.0% 9.8%

522 252 187 83 244

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
親が育児・介護な
どで忙しいから

5 その他

1
働いている親の帰
宅が遅いから

2
親が夜間の仕事で
不在となるから

3

本人が学校、部活
動、習い事などで
帰宅が遅くなるか
ら

計

6 無回答

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ また、小学５年生、中学２年生ともに、「働いている親の帰宅が遅いから」と回答した割合が最も高

くなっている。 

 

表 19 収入階層別にみた夕食を子どもだけで食べる理由（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 
 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

16 6 9 1 25 16 7 2
39.0% 37.5% 40.9% 33.3% 47.2% 53.3% 46.7% 25.0%

0 0 0 0 1 0 0 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 12.5%

5 4 1 0 13 7 3 3

12.2% 25.0% 4.5% 0.0% 24.5% 23.3% 20.0% 37.5%

6 0 5 1 2 0 2 0
14.6% 0.0% 22.7% 33.3% 3.8% 0.0% 13.3% 0.0%

14 6 7 1 12 7 3 2
34.1% 37.5% 31.8% 33.3% 22.6% 23.3% 20.0% 25.0%

41 16 22 3 53 30 15 8
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2
親が夜間の仕事で不在
となるから

3
本人が学校、部活動、
習い事などで帰宅が遅
くなるから

4
親が育児・介護などで
忙しいから

5 その他

回答者数計

1
働いている親の帰宅が
遅いから

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

72 36 25 11 114 63 37 14

42.1% 43.4% 44.6% 34.4% 32.5% 37.3% 28.2% 27.5%

3 1 1 1 20 5 7 8

1.8% 1.2% 1.8% 3.1% 5.7% 3.0% 5.3% 15.7%

28 14 8 6 136 65 55 16

16.4% 16.9% 14.3% 18.8% 38.7% 38.5% 42.0% 31.4%

10 2 5 3 10 4 4 2

5.8% 2.4% 8.9% 9.4% 2.8% 2.4% 3.1% 3.9%

43 22 11 10 53 20 26 7

25.1% 26.5% 19.6% 31.3% 15.1% 11.8% 19.8% 13.7%

15 8 6 1 18 12 2 4

8.8% 9.6% 10.7% 3.1% 5.1% 7.1% 1.5% 7.8%

171 83 56 32 351 169 131 51

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

2
親が夜間の仕事で
不在となるから

3

本人が学校、部活
動、習い事などで
帰宅が遅くなるか
ら

4
親が育児・介護な
どで忙しいから

5 その他

6 無回答

計

1
働いている親の帰
宅が遅いから
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・ 世帯類型別にみると、全ての世帯類型で「働いている親の帰宅が遅いから」と回答した割合が最も

高く、特に母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）では８割を超えている。 

 

表 20 世帯類型別にみた夕食を子どもだけで食べる理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 
  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

41 33 6 2 0 0 0
43.6% 41.3% 85.7% 40.0% - - 0.0%

1 1 0 0 0 0 0
1.1% 1.3% 0.0% 0.0% - - 0.0%

18 16 0 2 0 0 0

19.1% 20.0% 0.0% 40.0% - - 0.0%

8 7 0 1 0 0 0
8.5% 8.8% 0.0% 20.0% - - 0.0%

26 23 1 0 0 0 2
27.7% 28.8% 14.3% 0.0% - - 100.0%

94 80 7 5 0 0 2
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - - 100.0%

5 その他

回答者数計

2
親が夜間の仕事で不在
となるから

3
本人が学校、部活動、
習い事などで帰宅が遅
くなるから

4
親が育児・介護などで
忙しいから

1
働いている親の帰宅が
遅いから

計

小学５年生・中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

275 166 66 28 9 6 0

35.9% 32.8% 38.2% 47.5% 64.3% 46.2% 0.0%

53 15 30 7 1 0 0

6.9% 3.0% 17.3% 11.9% 7.1% 0.0% 0.0%

197 166 19 9 0 2 1

25.7% 32.8% 11.0% 15.3% 0.0% 15.4% 100.0%

35 24 10 0 1 0 0

4.6% 4.7% 5.8% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0%

149 101 34 10 2 2 0

19.5% 20.0% 19.7% 16.9% 14.3% 15.4% 0.0%

57 34 14 5 1 3 0

7.4% 6.7% 8.1% 8.5% 7.1% 23.1% 0.0%

766 506 173 59 14 13 1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
計

4
親が育児・介護な
どで忙しいから

5 その他

6 無回答

1
働いている親の帰
宅が遅いから

2
親が夜間の仕事で
不在となるから

3

本人が学校、部活
動、習い事などで
帰宅が遅くなるか
ら

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【児童生徒調査票 問３】 

あなたは学校がお休みの日にお昼ご飯を食べますか。（夏休みなどの長期のお休みの日も含みま

す。）（１つに○） 

 

・ 「必ず食べる」と回答した割合は、小学５年生が 80.8％、中学２年生が 75.1％で、前回調査と比較

して、小学５年生が 6.3ポイント、中学２年生が 4.1ポイント減少している。 

 

表 21 休日の昼食摂取状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

8,311 4,332 3,979

77.9% 80.8% 75.1%

1,918 849 1,069

18.0% 15.8% 20.2%

347 147 200

3.3% 2.7% 3.8%

48 14 34

0.5% 0.3% 0.6%

38 22 16

0.4% 0.4% 0.3%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

5 わからない

食べることが多い

3 食べないことが多い

4 食べない

1 必ず食べる

2

小学５年生 中学２年生

10,705 5,484 5,221
83.1% 87.1% 79.2%
1,634 604 1,030
12.7% 9.6% 15.6%

190 58 132
1.5% 0.9% 2.0%

18 3 15
0.1% 0.0% 0.2%

26 14 12
0.2% 0.2% 0.2%
315 136 179
2.4% 2.2% 2.7%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

1 必ず食べる

2 食べることが多い

3 食べないことが多い

4 食べない

5 わからない

6 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
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５ 医療機関の受診状況 

 

【保護者調査票 問７】 

過去１年間に医療機関でお子さんを受診させた方がよいと思ったが、実際には受診させなかった

ことがありましたか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「ある」と回答した割合が高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「ある」と回答した割合は、やや増加している。 

 

表 22 収入階層別にみた医療機関の受診状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

499 246 187 66
14.7% 13.1% 15.7% 20.0%
2,896 1,627 1,005 264
85.3% 86.9% 84.3% 80.0%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2 ない

回答者数計

1 ある

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,806 714 804 288 934

14.0% 11.0% 16.0% 20.4% 25.6%

10,889 5,659 4,140 1,090 2,671

84.5% 87.5% 82.6% 77.3% 73.1%

193 92 68 33 47

1.5% 1.4% 1.4% 2.3% 1.3%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 ある⇒問10へ

2 ない⇒問11へ

計

3 無回答

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 小学５年生、中学２年生別にみても、収入が低い階層ほど「ある」と回答した割合が高い傾向がみ

られる。 

・ また、前回調査と比較して、「ある」と回答した割合は、小学５年生ではやや増加し、中学２年生で

はおおむね横ばいで推移している。 

 

表 23 収入階層別にみた医療機関の受診状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

281 126 119 36 218 120 68 30
14.7% 12.3% 16.9% 20.0% 14.7% 14.2% 14.0% 20.0%
1,632 902 586 144 1,264 725 419 120
85.3% 87.7% 83.1% 80.0% 85.3% 85.8% 86.0% 80.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2

1 ある

ない

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

821 341 356 124 985 373 448 164

13.0% 10.8% 14.5% 18.1% 14.9% 11.3% 17.5% 22.6%

5,382 2,767 2,067 548 5,507 2,892 2,073 542

85.4% 87.6% 84.2% 79.9% 83.6% 87.4% 81.1% 74.8%

96 49 33 14 97 43 35 19

1.5% 1.6% 1.3% 2.0% 1.5% 1.3% 1.4% 2.6%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 ある⇒問10へ

2 ない⇒問11へ

3 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、「ある」と回答した割合は、母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）、父子世帯

（父及び 18歳未満の子のみ）で高く、ともに２割を超えている。 

・ また、前回調査と比較して、母子世帯では、「ある」と回答した割合が減少している。 

 

表 24 世帯類型別にみた医療機関の受診状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

499 424 39 30 4 1 1
14.7% 14.2% 21.8% 16.8% 28.6% 3.2% 7.7%
2,896 2,555 140 149 10 30 12
85.3% 85.8% 78.2% 83.2% 71.4% 96.8% 92.3%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ある

計

小学５年生・中学２年生

ない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

2,740 1,827 609 258 30 15 1

16.6% 14.4% 26.5% 22.1% 22.9% 7.5% 3.8%

13,560 10,702 1,660 893 100 180 25

82.0% 84.2% 72.2% 76.4% 76.3% 90.5% 96.2%

240 187 30 18 1 4 0

1.5% 1.5% 1.3% 1.5% 0.8% 2.0% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2 ない⇒問11へ

3 無回答

計

1 ある⇒問10へ

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問８】 

（問７で「１.ある」と回答した方にお聞きします。） 

その理由はなんですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「公的医療保険に加入していたが、医療機関での自己負

担金を支払うことができなかったため」と回答した割合が高く、中央値の 1/2未満では１割を超えて

いる。また、収入が高い階層ほど「多忙で、医療機関に連れて行く時間がなかったため」「お子さん本

人が（行くのが）嫌だといったため」と回答した割合が高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、全ての階層で「公的医療保険に加入していたが、医療機関での自己負

担金を支払うことができなかったため」と回答した割合が減少し、全体では 8.4ポイント減少してい

る。 

 

表 25 収入階層別にみた医療機関を受診させなかった理由 

 
【参考】平成 30年度調査 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1 0 1 0

0.2% 0.0% 0.5% 0.0%

17 4 6 7

3.4% 1.6% 3.2% 10.6%

91 53 29 9

18.2% 21.5% 15.5% 13.6%

17 6 6 5

3.4% 2.4% 3.2% 7.6%

261 137 92 32

52.3% 55.7% 49.2% 48.5%

112 46 53 13
22.4% 18.7% 28.3% 19.7%

499 246 187 66
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1

公的医療保険に加入し
ておらず、医療費の支
払いができなかったた
め

2

公的医療保険に加入し
ていたが、医療機関で
の自己負担金を支払う
ことができなかったた
め

3
お子さん本人が（行く
のが）嫌だと言ったた
め

回答者数計

4
医療機関までの距離が
遠く、通院することが
困難であったため

5
多忙で、医療機関に連
れて行く時間がなかっ
たため

6 その他

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

8 2 2 4 3

0.4% 0.3% 0.2% 1.4% 0.3%

214 28 119 67 260

11.8% 3.9% 14.8% 23.3% 27.8%

289 131 121 37 111

16.0% 18.3% 15.0% 12.8% 11.9%

50 15 15 20 39

2.8% 2.1% 1.9% 6.9% 4.2%

945 414 409 122 405

52.3% 58.0% 50.9% 42.4% 43.4%

200 95 83 22 61

11.1% 13.3% 10.3% 7.6% 6.5%

100 29 55 16 55

5.5% 4.1% 6.8% 5.6% 5.9%

1,806 714 804 288 934

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1

公的医療保険に加
入しておらず、医
療費の支払いがで
きなかったため

2

公的医療保険に加入
していたが、医療機
関での自己負担金を
支払うことができな
かったため

3
お子さん本人が
（行くのが）嫌だ
と言ったため

計

7 無回答

4

医療機関までの距
離が遠く、通院す
ることが困難で
あったため

5
多忙で、医療機関
に連れて行く時間
がなかったため

6 その他

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 小学５年生、中学２年生ともに、収入が低い階層ほど「公的医療保険に加入していたが、医療機関

での自己負担金を支払うことができなかったため」と回答した割合が高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「公的医療保険に加入していたが、医療機関での自己負担金を支払うこ

とができなかったため」と回答した割合は、小学５年生、中学２年生ともに大きく減少している。 

 

表 26 収入階層別にみた医療機関を受診させなかった理由（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1 0 1 0 0 0 0 0

0.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9 1 4 4 8 3 2 3

3.2% 0.8% 3.4% 11.1% 3.7% 2.5% 2.9% 10.0%

41 21 16 4 50 32 13 5

14.6% 16.7% 13.4% 11.1% 22.9% 26.7% 19.1% 16.7%

11 4 5 2 6 2 1 3

3.9% 3.2% 4.2% 5.6% 2.8% 1.7% 1.5% 10.0%

145 69 56 20 116 68 36 12

51.6% 54.8% 47.1% 55.6% 53.2% 56.7% 52.9% 40.0%

74 31 37 6 38 15 16 7
26.3% 24.6% 31.1% 16.7% 17.4% 12.5% 23.5% 23.3%

281 126 119 36 218 120 68 30
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3
お子さん本人が（行く
のが）嫌だと言ったた
め

回答者数計

4
医療機関までの距離が
遠く、通院することが
困難であったため

5
多忙で、医療機関に連
れて行く時間がなかっ
たため

6 その他

1

公的医療保険に加入し
ておらず、医療費の支
払いができなかったた
め

2

公的医療保険に加入し
ていたが、医療機関で
の自己負担金を支払う
ことができなかったた
め

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2 0 0 2 6 2 2 2

0.2% 0.0% 0.0% 1.6% 0.6% 0.5% 0.4% 1.2%

109 10 66 33 105 18 53 34

13.3% 2.9% 18.5% 26.6% 10.7% 4.8% 11.8% 20.7%

100 47 36 17 189 84 85 20

12.2% 13.8% 10.1% 13.7% 19.2% 22.5% 19.0% 12.2%

31 13 8 10 19 2 7 10

3.8% 3.8% 2.2% 8.1% 1.9% 0.5% 1.6% 6.1%

439 211 182 46 506 203 227 76

53.5% 61.9% 51.1% 37.1% 51.4% 54.4% 50.7% 46.3%

104 50 44 10 96 45 39 12

12.7% 14.7% 12.4% 8.1% 9.7% 12.1% 8.7% 7.3%

36 10 20 6 64 19 35 10

4.4% 2.9% 5.6% 4.8% 6.5% 5.1% 7.8% 6.1%

821 341 356 124 985 373 448 164

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1

公的医療保険に加
入しておらず、医
療費の支払いがで
きなかったため

2

公的医療保険に加入
していたが、医療機
関での自己負担金を
支払うことができな
かったため

3
お子さん本人が
（行くのが）嫌だ
と言ったため

4

医療機関までの距
離が遠く、通院す
ることが困難で
あったため

5
多忙で、医療機関
に連れて行く時間
がなかったため

6 その他

7 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、全ての世帯類型で「多忙で、医療機関に連れて行く時間がなかったため」と

回答した割合が最も高くなっている、 

・ また、前回調査と比較して、母子世帯（母及び 18 歳以上の親族等同居）で「多忙で、医療機関に連

れて行く時間がなかったため」と回答した割合が大きく増加している。 

 

表 27 世帯類型別にみた医療機関を受診させなかった理由（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1 1 0 0 0 0 0

0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

17 13 3 1 0 0 0

3.4% 3.1% 7.7% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0%

91 81 7 3 0 0 0

18.2% 19.1% 17.9% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%

17 14 3 0 0 0 0

3.4% 3.3% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

261 211 21 23 4 1 1

52.3% 49.8% 53.8% 76.7% 100.0% 100.0% 100.0%

112 104 5 3 0 0 0
22.4% 24.5% 12.8% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%

499 424 39 30 4 1 1
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2

公的医療保険に加入し
ておらず、医療費の支
払いができなかったた
め

6 その他

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

公的医療保険に加入し
ていたが、医療機関で
の自己負担金を支払う
ことができなかったた
め

3
お子さん本人が（行く
のが）嫌だと言ったた
め

4
医療機関までの距離が
遠く、通院することが
困難であったため

5
多忙で、医療機関に連
れて行く時間がなかっ
たため

1

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

11 5 4 2 0 0 0

0.4% 0.3% 0.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%

474 302 133 38 1 0 0

17.3% 16.5% 21.8% 14.7% 3.3% 0.0% 0.0%

400 282 77 32 6 3 0

14.6% 15.4% 12.6% 12.4% 20.0% 20.0% 0.0%

89 56 19 10 2 1 1

3.2% 3.1% 3.1% 3.9% 6.7% 6.7% 100.0%

1,350 878 303 142 17 10 0

49.3% 48.1% 49.8% 55.0% 56.7% 66.7% 0.0%

261 202 38 19 1 1 0

9.5% 11.1% 6.2% 7.4% 3.3% 6.7% 0.0%

155 102 35 15 3 0 0

5.7% 5.6% 5.7% 5.8% 10.0% 0.0% 0.0%

2,740 1,827 609 258 30 15 1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2

公的医療保険に加入
していたが、医療機
関での自己負担金を
支払うことができな
かったため

3
お子さん本人が
（行くのが）嫌だ
と言ったため

4

医療機関までの距
離が遠く、通院す
ることが困難で
あったため

1

公的医療保険に加
入しておらず、医
療費の支払いがで
きなかったため

計

5
多忙で、医療機関
に連れて行く時間
がなかったため

6 その他

7 無回答

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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６ 家庭生活の状況 

 

【保護者調査票 問 9】 

次の(１)から(８)で過去１か月のお子さんの様子についてあてはまるものそれぞれ１つに○をつ

けてください。 

(１) 将来についての夢や希望を持っている 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「よくあてはまる」と回答した割合が低くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「よくあてはまる」と回答した割合は、全ての収入階層でやや減少して

いる。 

 

表 28 収入階層別にみた子どもの様子〈将来についての夢や希望を持っている〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

635 405 184 46
18.7% 21.6% 15.4% 13.9%
1,620 906 557 157
47.7% 48.4% 46.7% 47.6%

869 445 332 92
25.6% 23.8% 27.9% 27.9%

117 50 51 16
3.4% 2.7% 4.3% 4.8%
154 67 68 19

4.5% 3.6% 5.7% 5.8%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

回答者数計

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,815 1,532 1,028 255 855

21.8% 23.7% 20.5% 18.1% 23.4%

5,922 3,105 2,196 621 1,472

45.9% 48.0% 43.8% 44.0% 40.3%

2,736 1,240 1,155 341 810

21.2% 19.2% 23.0% 24.2% 22.2%

445 200 188 57 153

3.5% 3.1% 3.8% 4.0% 4.2%

917 359 427 131 331

7.1% 5.6% 8.5% 9.3% 9.1%

53 29 18 6 31

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.8%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

計

6 無回答

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 小学５年生では、収入が低い階層ほど「よくあてはまる」と回答した割合が低くなっている。一方、

中学２年生では、小学５年生と比べて、中央値の 1/2において「よくあてはまる」「だいたいあてはま

る」と回答した割合が高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「よくあてはまる」と回答した割合は、全ての収入階層でやや減少して

いる。 

 

表 29 収入階層別にみた子どもの様子〈将来についての夢や希望を持っている〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

392 247 121 24 243 158 63 22
20.5% 24.0% 17.2% 13.3% 16.4% 18.7% 12.9% 14.7%

942 515 347 80 678 391 210 77
49.2% 50.1% 49.2% 44.4% 45.7% 46.3% 43.1% 51.3%

423 208 160 55 446 237 172 37
22.1% 20.2% 22.7% 30.6% 30.1% 28.0% 35.3% 24.7%

50 12 30 8 67 38 21 8
2.6% 1.2% 4.3% 4.4% 4.5% 4.5% 4.3% 5.3%
106 46 47 13 48 21 21 6

5.5% 4.5% 6.7% 7.2% 3.2% 2.5% 4.3% 4.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

回答者数計

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,662 912 605 145 1,153 620 423 110

26.4% 28.9% 24.6% 21.1% 17.5% 18.7% 16.5% 15.2%

2,946 1,512 1,119 315 2,976 1,593 1,077 306

46.8% 47.9% 45.6% 45.9% 45.2% 48.2% 42.1% 42.2%

1,085 477 468 140 1,651 763 687 201

17.2% 15.1% 19.1% 20.4% 25.1% 23.1% 26.9% 27.7%

150 63 69 18 295 137 119 39

2.4% 2.0% 2.8% 2.6% 4.5% 4.1% 4.7% 5.4%

430 179 187 64 487 180 240 67

6.8% 5.7% 7.6% 9.3% 7.4% 5.4% 9.4% 9.2%

26 14 8 4 27 15 10 2

0.4% 0.4% 0.3% 0.6% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

6 無回答

計

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）で「よくあてはまる」と回答した割合

が低くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、両親のいる世帯、母子世帯で「よくあてはまる」と回答した割合がや

や減少している。 

 

表 30 世帯類型別にみた子どもの様子〈将来についての夢や希望を持っている〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

635 564 28 35 4 4 0
18.7% 18.9% 15.6% 19.6% 28.6% 12.9% 0.0%
1,620 1,439 89 71 3 11 7
47.7% 48.3% 49.7% 39.7% 21.4% 35.5% 53.8%

869 739 52 54 4 15 5
25.6% 24.8% 29.1% 30.2% 28.6% 48.4% 38.5%

117 103 1 10 2 0 1
3.4% 3.5% 0.6% 5.6% 14.3% 0.0% 7.7%
154 134 9 9 1 1 0

4.5% 4.5% 5.0% 5.0% 7.1% 3.2% 0.0%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 わからない

回答者数計

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

1 よくあてはまる

計

小学５年生・中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,670 2,802 535 270 23 32 8

22.2% 22.0% 23.3% 23.1% 17.6% 16.1% 30.8%

7,394 5,808 923 510 58 85 10

44.7% 45.7% 40.1% 43.6% 44.3% 42.7% 38.5%

3,546 2,691 530 243 29 49 4

21.4% 21.2% 23.1% 20.8% 22.1% 24.6% 15.4%

598 445 100 42 6 5 0

3.6% 3.5% 4.3% 3.6% 4.6% 2.5% 0.0%

1,248 918 197 92 14 24 3

7.5% 7.2% 8.6% 7.9% 10.7% 12.1% 11.5%

84 52 14 12 1 4 1

0.5% 0.4% 0.6% 1.0% 0.8% 2.0% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

1 よく当てはまる

5 わからない

6 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは次のことについて、どのくらいあてはまると思っていますか。 

(７) 将来の夢や目標をもっている 

 

・ 「あてはまる」と回答した割合は、小学５年生で 62.4％、中学２年生で 38.7％と、小学５年生でよ

り高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「あてはまる」と回答した割合は、小学５年生、中学２年生ともにやや

減少している。 

 

表 31 将来の夢や目標をもっている 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

5,397 3,349 2,048

50.6% 62.4% 38.7%

2,827 1,140 1,687

26.5% 21.3% 31.8%

1,427 484 943

13.4% 9.0% 17.8%

1,011 391 620

9.5% 7.3% 11.7%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかといえば、あて
はまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

1 あてはまる

小学５年生 中学２年生

6,909 4,130 2,779
53.6% 65.6% 42.2%
3,059 1,163 1,896
23.7% 18.5% 28.8%
1,634 500 1,134
12.7% 7.9% 17.2%
1,019 368 651
7.9% 5.8% 9.9%
267 138 129
2.1% 2.2% 2.0%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5 無回答

計

1 あてはまる

2
どちらかといえば、あ
てはまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない
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【保護者調査票 問 9】 

次の(１)から(８)で過去１か月のお子さんの様子についてあてはまるものそれぞれ１つに○をつ

けてください。 

(２) 何事にも一生懸命取り組むことが多い 

 

・ 収入階層別にみると、中央値以上で「よくあてはまる」と回答した割合が高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「よくあてはまる」「よくあてはまる」と回答した割合はやや増加して

いる。 

 

表 32 収入階層別にみた子どもの様子〈何事にも一生懸命取り組むことが多い〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

812 504 233 75
23.9% 26.9% 19.5% 22.7%
1,960 1,074 711 175
57.7% 57.3% 59.6% 53.0%

563 270 225 68
16.6% 14.4% 18.9% 20.6%

40 16 18 6
1.2% 0.9% 1.5% 1.8%

20 9 5 6
0.6% 0.5% 0.4% 1.8%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 わからない

回答者数計

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

1 よくあてはまる

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,090 1,680 1,104 306 771

24.0% 26.0% 22.0% 21.7% 21.1%

6,812 3,449 2,639 724 1,760

52.9% 53.3% 52.7% 51.3% 48.2%

2,641 1,187 1,121 333 933

20.5% 18.4% 22.4% 23.6% 25.5%

249 110 103 36 123

1.9% 1.7% 2.1% 2.6% 3.4%

58 21 27 10 32

0.5% 0.3% 0.5% 0.7% 0.9%

38 18 18 2 33

0.3% 0.3% 0.4% 0.1% 0.9%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

1 よく当てはまる

計

5 わからない

6 無回答

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 中央値以上では、中学２年生と比較し、小学５年生において「よくあてはまる」または「だいたい

あてはまる」と回答した割合が高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、小学５年生では中央値未満の階層で、「よくあてはまる」と回答した割

合が減少している。 

 

表 33 収入階層別にみた子どもの様子〈何事にも一生懸命取り組むことが多い〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

470 292 137 41 342 212 96 34
24.6% 28.4% 19.4% 22.8% 23.1% 25.1% 19.7% 22.7%
1,134 605 435 94 826 469 276 81
59.3% 58.9% 61.7% 52.2% 55.7% 55.5% 56.7% 54.0%

281 121 122 38 282 149 103 30
14.7% 11.8% 17.3% 21.1% 19.0% 17.6% 21.1% 20.0%

17 6 8 3 23 10 10 3
0.9% 0.6% 1.1% 1.7% 1.6% 1.2% 2.1% 2.0%

11 4 3 4 9 5 2 2
0.6% 0.4% 0.4% 2.2% 0.6% 0.6% 0.4% 1.3%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

回答者数計

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,665 913 597 155 1,425 767 507 151

26.4% 28.9% 24.3% 22.6% 21.6% 23.2% 19.8% 20.8%

3,382 1,702 1,317 363 3,430 1,747 1,322 361

53.7% 53.9% 53.6% 52.9% 52.1% 52.8% 51.7% 49.8%

1,134 494 496 144 1,507 693 625 189

18.0% 15.6% 20.2% 21.0% 22.9% 20.9% 24.5% 26.1%

83 35 32 16 166 75 71 20

1.3% 1.1% 1.3% 2.3% 2.5% 2.3% 2.8% 2.8%

19 6 7 6 39 15 20 4

0.3% 0.2% 0.3% 0.9% 0.6% 0.5% 0.8% 0.6%

16 7 7 2 22 11 11 0

0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.0%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

6 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯では「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回

答した割合がやや高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「よくあてはまる」または「だいた

いあてはまる」と回答した割合はやや増加している。 

 

表 34 世帯類型別にみた子どもの様子〈何事にも一生懸命取り組むことが多い〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

812 726 37 38 3 6 2
23.9% 24.4% 20.7% 21.2% 21.4% 19.4% 15.4%
1,960 1,733 98 102 6 17 4
57.7% 58.2% 54.7% 57.0% 42.9% 54.8% 30.8%

563 472 38 35 4 7 7
16.6% 15.8% 21.2% 19.6% 28.6% 22.6% 53.8%

40 32 3 3 1 1 0
1.2% 1.1% 1.7% 1.7% 7.1% 3.2% 0.0%

20 16 3 1 0 0 0
0.6% 0.5% 1.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5 わからない

回答者数計

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,861 3,071 460 261 19 43 7

23.3% 24.2% 20.0% 22.3% 14.5% 21.6% 26.9%

8,572 6,711 1,133 555 71 90 12

51.8% 52.8% 49.3% 47.5% 54.2% 45.2% 46.2%

3,574 2,581 599 301 30 58 5

21.6% 20.3% 26.1% 25.7% 22.9% 29.1% 19.2%

372 252 72 37 7 3 1

2.2% 2.0% 3.1% 3.2% 5.3% 1.5% 3.8%

90 58 21 5 3 3 0

0.5% 0.5% 0.9% 0.4% 2.3% 1.5% 0.0%

71 43 14 10 1 2 1

0.4% 0.3% 0.6% 0.9% 0.8% 1.0% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 わからない

6 無回答

計

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

1 よく当てはまる

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○） 

(２) 頑張れば、できるようになることもある 

 

・ 「あてはまる」と回答した割合は、小学５年生で 68.0％、中学２年生で 60.5％と、小学５年生でよ

り高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「あてはまる」と回答した割合は、小学５年生、中学２年生ともにやや

増加している。 

 

表 35 何事にも一生懸命取り組むことが多い 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

6,853 3,646 3,207

64.3% 68.0% 60.5%

3,263 1,471 1,792

30.6% 27.4% 33.8%

399 179 220

3.7% 3.3% 4.2%

147 68 79

1.4% 1.3% 1.5%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかといえば、あて
はまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

1 あてはまる

小学５年生 中学２年生

7,507 4,006 3,501
58.2% 63.6% 53.1%
4,363 1,911 2,452
33.9% 30.3% 37.2%

613 203 410
4.8% 3.2% 6.2%
159 51 108
1.2% 0.8% 1.6%
246 128 118
1.9% 2.0% 1.8%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

5 無回答

1 あてはまる

2
どちらかといえば、あ
てはまる

計

小学５年生・中学２年生
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【保護者調査票 問 9】 

次の(１)から(８)で過去１か月のお子さんの様子についてあてはまるものそれぞれ１つに○をつ

けてください。 

(３) 学校の出来事について話す 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回

答した割合が高くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「よくあてはまる」と回答した割合は、全ての収入階層で増加している。 

 

表 36 収入階層別にみた子どもの様子〈学校の出来事について話す〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,267 689 454 124
37.3% 36.8% 38.1% 37.6%
1,598 920 540 138
47.1% 49.1% 45.3% 41.8%

463 236 169 58
13.6% 12.6% 14.2% 17.6%

61 26 27 8
1.8% 1.4% 2.3% 2.4%

6 2 2 2
0.2% 0.1% 0.2% 0.6%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4,481 2,276 1,730 475 1,231

34.8% 35.2% 34.5% 33.7% 33.7%

5,962 3,045 2,268 649 1,611

46.3% 47.1% 45.3% 46.0% 44.1%

2,059 977 840 242 614

16.0% 15.1% 16.8% 17.2% 16.8%

320 137 151 32 153

2.5% 2.1% 3.0% 2.3% 4.2%

28 8 10 10 11

0.2% 0.1% 0.2% 0.7% 0.3%

38 22 13 3 32

0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.9%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

計

6 無回答

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 「よくあてはまる」と回答した割合は、小学５年生と比べて、中学２年生が低くなっている。 

・ また、前回調査と比較して、「よくあてはまる」と回答した割合は、小学５年生ではおおむね横ばい

で推移しているのに対し、中学２年生では増加している。 

 

表 37 収入階層別にみた子どもの様子〈学校の出来事について話す〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

765 410 289 66 502 279 165 58
40.0% 39.9% 41.0% 36.7% 33.9% 33.0% 33.9% 38.7%

903 502 320 81 695 418 220 57
47.2% 48.8% 45.4% 45.0% 46.9% 49.5% 45.2% 38.0%

222 110 83 29 241 126 86 29
11.6% 10.7% 11.8% 16.1% 16.3% 14.9% 17.7% 19.3%

17 4 11 2 44 22 16 6
0.9% 0.4% 1.6% 1.1% 3.0% 2.6% 3.3% 4.0%

6 2 2 2 0 0 0 0
0.3% 0.2% 0.3% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,527 1,255 1,002 270 1,954 1,021 728 205

40.1% 39.8% 40.8% 39.4% 29.7% 30.9% 28.5% 28.3%

2,812 1,442 1,067 303 3,150 1,603 1,201 346

44.6% 45.7% 43.4% 44.2% 47.8% 48.5% 47.0% 47.7%

840 406 335 99 1,219 571 505 143

13.3% 12.9% 13.6% 14.4% 18.5% 17.3% 19.8% 19.7%

94 40 47 7 226 97 104 25

1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 3.4% 2.9% 4.1% 3.4%

10 4 1 5 18 4 9 5

0.2% 0.1% 0.0% 0.7% 0.3% 0.1% 0.4% 0.7%

16 10 4 2 22 12 9 1

0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.1%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

6 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と母子世帯での顕著な差はみられない。 

・ また、前回調査と比較して、母子世帯（母及び 18 歳未満の子のみ）で、「よくあてはまる」と回答

した割合が増加している。 

 

表 38 世帯類型別にみた子どもの様子〈学校の出来事について話す〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,267 1,116 70 65 5 8 3
37.3% 37.5% 39.1% 36.3% 35.7% 25.8% 23.1%
1,598 1,407 81 78 4 20 8
47.1% 47.2% 45.3% 43.6% 28.6% 64.5% 61.5%

463 403 21 31 4 3 1
13.6% 13.5% 11.7% 17.3% 28.6% 9.7% 7.7%

61 49 7 3 1 0 1
1.8% 1.6% 3.9% 1.7% 7.1% 0.0% 7.7%

6 4 0 2 0 0 0
0.2% 0.1% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

1 よくあてはまる

5 わからない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

5,712 4,446 760 413 32 48 13

34.5% 35.0% 33.1% 35.3% 24.4% 24.1% 50.0%

7,573 5,858 1,059 485 64 99 8

45.8% 46.1% 46.1% 41.5% 48.9% 49.7% 30.8%

2,673 2,016 378 209 26 41 3

16.2% 15.9% 16.4% 17.9% 19.8% 20.6% 11.5%

473 330 80 48 5 10 0

2.9% 2.6% 3.5% 4.1% 3.8% 5.0% 0.0%

39 22 8 5 3 0 1

0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 2.3% 0.0% 3.8%

70 44 14 9 1 1 1

0.4% 0.3% 0.6% 0.8% 0.8% 0.5% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 よく当てはまる

5 わからない

6 無回答

計

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 9】 

次の(１)から(８)で過去１か月のお子さんの様子についてあてはまるものそれぞれ１つに○をつ

けてください。 

(４) 近所の人にきちんとあいさつすることができる 

 

・ 収入階層別にみても、「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答した割合に、顕著な

差はみられない。 

・ また、前回調査と比較して、「よくあてはまる」と回答した割合は全ての収入階層でやや減少し、全

体では 5.5ポイント減少している。 

 

表 39 収入階層別にみた子どもの様子〈近所の人にきちんとあいさつすることができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

921 485 350 86
27.1% 25.9% 29.4% 26.1%
1,863 1,067 612 184
54.9% 57.0% 51.3% 55.8%

496 271 182 43
14.6% 14.5% 15.3% 13.0%

43 19 16 8
1.3% 1.0% 1.3% 2.4%

72 31 32 9
2.1% 1.7% 2.7% 2.7%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

回答者数計

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4,207 2,094 1,642 471 1,224

32.6% 32.4% 32.8% 33.4% 33.5%

6,542 3,349 2,514 679 1,686

50.8% 51.8% 50.2% 48.1% 46.2%

1,763 857 705 201 583

13.7% 13.3% 14.1% 14.2% 16.0%

183 74 77 32 68

1.4% 1.1% 1.5% 2.3% 1.9%

166 79 63 24 68

1.3% 1.2% 1.3% 1.7% 1.9%

27 12 11 4 23

0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.6%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

1 よく当てはまる

計

5 わからない

6 無回答

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答し

た割合に、顕著な差はみられない。 

・ また、前回調査と比較して、小学５年生、中学２年生ともに、全ての収入階層で「よくあてはまる」

と回答した割合が減少している。 

 

表 40 収入階層別にみた子どもの様子〈近所の人にきちんとあいさつすることができる〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

512 260 202 50 409 225 148 36
26.8% 25.3% 28.7% 27.8% 27.6% 26.6% 30.4% 24.0%
1,050 586 363 101 813 481 249 83
54.9% 57.0% 51.5% 56.1% 54.9% 56.9% 51.1% 55.3%

299 164 115 20 197 107 67 23
15.6% 16.0% 16.3% 11.1% 13.3% 12.7% 13.8% 15.3%

21 3 12 6 22 16 4 2
1.1% 0.3% 1.7% 3.3% 1.5% 1.9% 0.8% 1.3%

31 15 13 3 41 16 19 6
1.6% 1.5% 1.8% 1.7% 2.8% 1.9% 3.9% 4.0%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,031 983 804 244 2,176 1,111 838 227

32.2% 31.1% 32.7% 35.6% 33.0% 33.6% 32.8% 31.3%

3,202 1,647 1,241 314 3,340 1,702 1,273 365

50.8% 52.2% 50.5% 45.8% 50.7% 51.5% 49.8% 50.3%

920 454 359 107 843 403 346 94

14.6% 14.4% 14.6% 15.6% 12.8% 12.2% 13.5% 13.0%

82 41 31 10 101 33 46 22

1.3% 1.3% 1.3% 1.5% 1.5% 1.0% 1.8% 3.0%

54 28 18 8 112 51 45 16

0.9% 0.9% 0.7% 1.2% 1.7% 1.5% 1.8% 2.2%

10 4 3 3 17 8 8 1

0.2% 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

計

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

6 無回答
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と母子世帯で顕著な差はみられない。 

・ また、前回調査と比較して、「よくあてはまる」と回答した割合は世帯類型で減少している。 

 

表 41 世帯類型別にみた子どもの様子〈近所の人にきちんとあいさつすることができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

921 813 49 41 3 12 3
27.1% 27.3% 27.4% 22.9% 21.4% 38.7% 23.1%
1,863 1,638 94 105 6 14 6
54.9% 55.0% 52.5% 58.7% 42.9% 45.2% 46.2%

496 437 25 24 3 4 3
14.6% 14.7% 14.0% 13.4% 21.4% 12.9% 23.1%

43 29 6 5 2 1 0
1.3% 1.0% 3.4% 2.8% 14.3% 3.2% 0.0%

72 62 5 4 0 0 1
2.1% 2.1% 2.8% 2.2% 0.0% 0.0% 7.7%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5 わからない

回答者数計

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

1 よくあてはまる

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

5,431 4,169 694 433 38 79 18

32.8% 32.8% 30.2% 37.0% 29.0% 39.7% 69.2%

8,228 6,423 1,122 536 62 80 5

49.7% 50.5% 48.8% 45.9% 47.3% 40.2% 19.2%

2,346 1,756 381 148 24 35 2

14.2% 13.8% 16.6% 12.7% 18.3% 17.6% 7.7%

251 182 45 19 2 3 0

1.5% 1.4% 2.0% 1.6% 1.5% 1.5% 0.0%

234 160 45 24 4 1 0

1.4% 1.3% 2.0% 2.1% 3.1% 0.5% 0.0%

50 26 12 9 1 1 1

0.3% 0.2% 0.5% 0.8% 0.8% 0.5% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

1 よく当てはまる

5 わからない

6 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 9】 

次の(１)から(８)で過去１か月のお子さんの様子についてあてはまるものそれぞれ１つに○をつ

けてください。 

(５) 大人が指示しなくても、自分で学校の準備、宿題、家の手伝いができる 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回

答した割合が低い傾向がみられる。 

・ また、前回調査と比較して、「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答した割合は、

全ての収入階層で増加している。 

 

表 42 収入階層別にみた子どもの様子〈大人が指示しなくても、自分で学校の準備、宿題、家の手伝いができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

644 356 215 73
19.0% 19.0% 18.0% 22.1%
1,739 998 592 149
51.2% 53.3% 49.7% 45.2%

858 446 326 86
25.3% 23.8% 27.3% 26.1%

151 73 58 20
4.4% 3.9% 4.9% 6.1%

3 0 1 2
0.1% 0.0% 0.1% 0.6%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 わからない

回答者数計

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

1 よくあてはまる

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,474 1,279 913 282 667

19.2% 19.8% 18.2% 20.0% 18.3%

6,095 3,178 2,303 614 1,508

47.3% 49.2% 45.9% 43.5% 41.3%

3,473 1,665 1,420 388 1,104

26.9% 25.8% 28.3% 27.5% 30.2%

794 324 354 116 335

6.2% 5.0% 7.1% 8.2% 9.2%

26 6 12 8 16

0.2% 0.1% 0.2% 0.6% 0.4%

26 13 10 3 22

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.6%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

6 無回答

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

計

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 小学５年生と中学２年生を比較すると、全ての収入階層で、小学５年生と比べて中学２年生におい

て「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、小学５年生、中学２年生ともに、全ての収入階層で「よくあてはまる」また

は「だいたいあてはまる」と回答した割合が増加している。 

 

表 43 収入階層別にみた子どもの様子〈大人が指示しなくても、自分で学校の準備、宿題、家の手伝いができる〉（小

５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

338 180 126 32 306 176 89 41
17.7% 17.5% 17.9% 17.8% 20.6% 20.8% 18.3% 27.3%

960 541 338 81 779 457 254 68
50.2% 52.6% 47.9% 45.0% 52.6% 54.1% 52.2% 45.3%

527 267 209 51 331 179 117 35
27.5% 26.0% 29.6% 28.3% 22.3% 21.2% 24.0% 23.3%

86 40 31 15 65 33 27 5
4.5% 3.9% 4.4% 8.3% 4.4% 3.9% 5.5% 3.3%

2 0 1 1 1 0 0 1
0.1% 0.0% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.7%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,162 607 437 118 1,312 672 476 164

18.4% 19.2% 17.8% 17.2% 19.9% 20.3% 18.6% 22.6%

2,938 1,514 1,119 305 3,157 1,664 1,184 309

46.6% 48.0% 45.6% 44.5% 47.9% 50.3% 46.3% 42.6%

1,798 871 723 204 1,675 794 697 184

28.5% 27.6% 29.4% 29.7% 25.4% 24.0% 27.3% 25.4%

382 159 169 54 412 165 185 62

6.1% 5.0% 6.9% 7.9% 6.3% 5.0% 7.2% 8.6%

11 2 5 4 15 4 7 4

0.2% 0.1% 0.2% 0.6% 0.2% 0.1% 0.3% 0.6%

8 4 3 1 18 9 7 2

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

6 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答した割合は、母子世

帯と比べて両親のいる世帯が高くなっている。一方で、「よくあてはまる」と回答した割合は、母子世

帯（母及び 18歳未満の子のみ）が最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）において「よくあてはまる」と回答

した割合が増加している。 

 

表 44 世帯類型別にみた子どもの様子〈大人が指示しなくても、自分で学校の準備、宿題、家の手伝いができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

644 557 42 29 5 7 4
19.0% 18.7% 23.5% 16.2% 35.7% 22.6% 30.8%
1,739 1,552 75 84 5 17 6
51.2% 52.1% 41.9% 46.9% 35.7% 54.8% 46.2%

858 741 52 56 2 5 2
25.3% 24.9% 29.1% 31.3% 14.3% 16.1% 15.4%

151 126 10 10 2 2 1
4.4% 4.2% 5.6% 5.6% 14.3% 6.5% 7.7%

3 3 0 0 0 0 0
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 よくあてはまる

5 わからない

回答者数計

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,141 2,441 426 210 24 31 9

19.0% 19.2% 18.5% 18.0% 18.3% 15.6% 34.6%

7,603 6,024 949 483 56 81 10

46.0% 47.4% 41.3% 41.3% 42.7% 40.7% 38.5%

4,577 3,422 675 364 39 73 4

27.7% 26.9% 29.4% 31.1% 29.8% 36.7% 15.4%

1,129 779 229 99 8 12 2

6.8% 6.1% 10.0% 8.5% 6.1% 6.0% 7.7%

42 24 8 6 3 1 0

0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 2.3% 0.5% 0.0%

48 26 12 7 1 1 1

0.3% 0.2% 0.5% 0.6% 0.8% 0.5% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 わからない

6 無回答

計

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

1 よく当てはまる

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【児童生徒調査票 問 10】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。（１）から（９）について、それぞれ１つ

えらぶ） 

(４) 家の手伝いをする 

 

・ 「よくある」と回答した割合は、中学２年生と比べて小学５年生が高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、「よくある」「どちらかといえば、あてはまる」と回答した割合はともに増加

している。 

 

表 45 家の手伝いをする 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

3,142 1,688 1,454

29.5% 31.5% 27.4%

4,778 2,454 2,324

44.8% 45.7% 43.9%

2,216 994 1,222

20.8% 18.5% 23.1%

526 228 298

4.9% 4.3% 5.6%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

3,664 2,018 1,646
28.4% 32.0% 25.0%
5,782 2,871 2,911
44.9% 45.6% 44.2%
2,491 996 1,495
19.3% 15.8% 22.7%
646 246 400
5.0% 3.9% 6.1%
305 168 137
2.4% 2.7% 2.1%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

3 ほとんどない

4 まったくない

5 無回答

1 よくある

2 ときどきある

計

小学５年生・中学２年生
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【保護者調査票 問 9】 

次の(１)から(８)で過去１か月のお子さんの様子についてあてはまるものそれぞれ１つに○をつ

けてください。 

(６) 必要な時には助けを求めることができる 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回

答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答した割合は、やや減

少している。 

 

表 46 収入階層別にみた子どもの様子〈必要な時には助けを求めることができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

994 570 342 82
29.3% 30.4% 28.7% 24.8%
2,019 1,124 700 195
59.5% 60.0% 58.7% 59.1%

311 143 125 43
9.2% 7.6% 10.5% 13.0%

18 7 6 5
0.5% 0.4% 0.5% 1.5%

53 29 19 5
1.6% 1.5% 1.6% 1.5%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4,080 2,162 1,509 409 1,056

31.7% 33.4% 30.1% 29.0% 28.9%

7,211 3,639 2,815 757 1,881

56.0% 56.3% 56.2% 53.6% 51.5%

1,228 510 532 186 519

9.5% 7.9% 10.6% 13.2% 14.2%

137 50 63 24 83

1.1% 0.8% 1.3% 1.7% 2.3%

193 88 77 28 84

1.5% 1.4% 1.5% 2.0% 2.3%

39 16 16 7 29

0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 0.8%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 わからない

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

1 よく当てはまる

6 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 小学５年生と中学２年生を比較すると、小学５年生と比べて、中学２年生において「よくあてはま

る」または「だいたいあてはまる」と回答した割合が低い傾向がみられる。 

・ 前回調査と比較して、小学５年生、中学２年生ともに「よくあてはまる」または「だいたいあては

まる」と回答した割合はやや増加している。 

 

表 47 収入階層別にみた子どもの様子〈必要な時には助けを求めることができる〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

602 338 222 42 392 232 120 40
31.5% 32.9% 31.5% 23.3% 26.5% 27.5% 24.6% 26.7%
1,121 607 405 109 898 517 295 86
58.6% 59.0% 57.4% 60.6% 60.6% 61.2% 60.6% 57.3%

151 64 64 23 160 79 61 20
7.9% 6.2% 9.1% 12.8% 10.8% 9.3% 12.5% 13.3%

11 2 5 4 7 5 1 1
0.6% 0.2% 0.7% 2.2% 0.5% 0.6% 0.2% 0.7%

28 17 9 2 25 12 10 3
1.5% 1.7% 1.3% 1.1% 1.7% 1.4% 2.1% 2.0%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

回答者数計

1 よくあてはまる

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,187 1,161 805 221 1,893 1,001 704 188

34.7% 36.8% 32.8% 32.2% 28.7% 30.3% 27.5% 25.9%

3,413 1,708 1,350 355 3,798 1,931 1,465 402

54.2% 54.1% 55.0% 51.7% 57.6% 58.4% 57.3% 55.4%

552 226 240 86 676 284 292 100

8.8% 7.2% 9.8% 12.5% 10.3% 8.6% 11.4% 13.8%

53 20 25 8 84 30 38 16

0.8% 0.6% 1.0% 1.2% 1.3% 0.9% 1.5% 2.2%

77 36 28 13 116 52 49 15

1.2% 1.1% 1.1% 1.9% 1.8% 1.6% 1.9% 2.1%

17 6 8 3 22 10 8 4

0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.6%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

6 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と比べて、母子世帯において「よくあてはまる」または「だ

いたいあてはまる」と回答した割合が低くなっている。 

・ 前回調査と比較して、全ての世帯類型において「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」

と回答した割合が増加している。 

 

表 48 世帯類型別にみた子どもの様子〈必要な時には助けを求めることができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

994 886 47 43 8 7 3
29.3% 29.7% 26.3% 24.0% 57.1% 22.6% 23.1%
2,019 1,776 102 110 5 19 7
59.5% 59.6% 57.0% 61.5% 35.7% 61.3% 53.8%

311 257 26 20 1 4 3
9.2% 8.6% 14.5% 11.2% 7.1% 12.9% 23.1%

18 15 2 1 0 0 0
0.5% 0.5% 1.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

53 45 2 5 0 1 0
1.6% 1.5% 1.1% 2.8% 0.0% 3.2% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

1 よくあてはまる

5 わからない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

5,136 4,025 664 362 36 40 9

31.1% 31.7% 28.9% 31.0% 27.5% 20.1% 34.6%

9,092 7,095 1,199 604 69 110 15

55.0% 55.8% 52.2% 51.7% 52.7% 55.3% 57.7%

1,747 1,235 311 147 20 33 1

10.6% 9.7% 13.5% 12.6% 15.3% 16.6% 3.8%

220 139 49 19 3 10 0

1.3% 1.1% 2.1% 1.6% 2.3% 5.0% 0.0%

277 187 60 24 2 4 0

1.7% 1.5% 2.6% 2.1% 1.5% 2.0% 0.0%

68 35 16 13 1 2 1

0.4% 0.3% 0.7% 1.1% 0.8% 1.0% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 よく当てはまる

5 わからない

6 無回答

計

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 9】 

次の(１)から(８)で過去１か月のお子さんの様子についてあてはまるものそれぞれ１つに○をつ

けてください。 

(７) 目的を達成するために、必要な我慢をすることができる 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回

答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、全ての収入階層において「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」

と回答した人の割合が増加している。 

 

表 49 収入階層別にみた子どもの様子〈目的を達成するために、必要な我慢をすることができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

617 356 209 52
18.2% 19.0% 17.5% 15.8%
2,091 1,183 716 192
61.6% 63.2% 60.1% 58.2%

568 278 217 73
16.7% 14.8% 18.2% 22.1%

69 36 27 6
2.0% 1.9% 2.3% 1.8%

50 20 23 7
1.5% 1.1% 1.9% 2.1%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

回答者数計

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,561 1,401 902 258 603

19.9% 21.7% 18.0% 18.3% 16.5%

7,239 3,694 2,787 758 1,878

56.2% 57.1% 55.6% 53.7% 51.4%

2,531 1,147 1,064 320 875

19.6% 17.7% 21.2% 22.7% 24.0%

407 154 194 59 221

3.2% 2.4% 3.9% 4.2% 6.1%

130 60 56 14 50

1.0% 0.9% 1.1% 1.0% 1.4%

20 9 9 2 25

0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.7%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

6 無回答

計

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 小学５年生、中学２年生ともに、収入が高い階層ほど「よくあてはまる」または「だいたいあては

まる」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、「よくあてはまる」と回答した割合は、中学２年生ではおおむね横ばいで推移

しているのに対し、小学５年生ではやや減少している。 

 

表 50 収入階層別にみた子どもの様子〈目的を達成するために、必要な我慢をすることができる〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

331 187 119 25 286 169 90 27
17.3% 18.2% 16.9% 13.9% 19.3% 20.0% 18.5% 18.0%
1,203 668 430 105 888 515 286 87
62.9% 65.0% 61.0% 58.3% 59.9% 60.9% 58.7% 58.0%

320 147 131 42 248 131 86 31
16.7% 14.3% 18.6% 23.3% 16.7% 15.5% 17.7% 20.7%

31 16 12 3 38 20 15 3
1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 2.6% 2.4% 3.1% 2.0%

28 10 13 5 22 10 10 2
1.5% 1.0% 1.8% 2.8% 1.5% 1.2% 2.1% 1.3%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

1 よくあてはまる

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,280 714 450 116 1,281 687 452 142

20.3% 22.6% 18.3% 16.9% 19.4% 20.8% 17.7% 19.6%

3,532 1,790 1,365 377 3,707 1,904 1,422 381

56.1% 56.7% 55.6% 55.0% 56.3% 57.6% 55.6% 52.6%

1,255 564 533 158 1,276 583 531 162

19.9% 17.9% 21.7% 23.0% 19.4% 17.6% 20.8% 22.3%

170 61 84 25 237 93 110 34

2.7% 1.9% 3.4% 3.6% 3.6% 2.8% 4.3% 4.7%

54 26 20 8 76 34 36 6

0.9% 0.8% 0.8% 1.2% 1.2% 1.0% 1.4% 0.8%

8 2 4 2 12 7 5 0

0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

6 無回答

計

1 よく当てはまる
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯や母子世帯（母及び 18歳未満以上の親族等同居）と比べて、

母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）において「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と

回答した割合が低くなっている。 

・ 前回調査と比較して、全ての世帯類型において「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」

と回答した割合が増加している。 

 

表 51 世帯類型別にみた子どもの様子〈目的を達成するために、必要な我慢をすることができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

617 549 28 27 4 7 2
18.2% 18.4% 15.6% 15.1% 28.6% 22.6% 15.4%
2,091 1,836 106 118 7 18 6
61.6% 61.6% 59.2% 65.9% 50.0% 58.1% 46.2%

568 494 35 29 2 5 3
16.7% 16.6% 19.6% 16.2% 14.3% 16.1% 23.1%

69 57 4 4 1 1 2
2.0% 1.9% 2.2% 2.2% 7.1% 3.2% 15.4%

50 43 6 1 0 0 0
1.5% 1.4% 3.4% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5 わからない

回答者数計

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

1 よくあてはまる

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,164 2,545 385 189 10 27 8

19.1% 20.0% 16.7% 16.2% 7.6% 13.6% 30.8%

9,117 7,169 1,174 593 67 104 10

55.1% 56.4% 51.1% 50.7% 51.1% 52.3% 38.5%

3,406 2,440 564 300 42 54 6

20.6% 19.2% 24.5% 25.7% 32.1% 27.1% 23.1%

628 410 135 67 7 8 1

3.8% 3.2% 5.9% 5.7% 5.3% 4.0% 3.8%

180 129 31 12 4 4 0

1.1% 1.0% 1.3% 1.0% 3.1% 2.0% 0.0%

45 23 10 8 1 2 1

0.3% 0.2% 0.4% 0.7% 0.8% 1.0% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

1 よく当てはまる

5 わからない

6 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 9】 

次の(１)から(８)で過去１か月のお子さんの様子についてあてはまるものそれぞれ１つに○をつ

けてください。 

(８) わからないことがあるとき、質問をすることができる 

 

・ 収入階層別にみると、「よくあてはまる」と回答した割合は、中央値以上が最も高く、３割を超えて

いる。 

・ 前回調査と比較して、全ての収入階層において、「よくあてはまる」と回答した割合はやや減少した

ものの、「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答した割合はやや増加している。 

 

表 52 収入階層別にみた子どもの様子〈わからないことがあるとき、質問をすることができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

980 585 309 86
28.9% 31.2% 25.9% 26.1%
1,842 1,015 646 181
54.3% 54.2% 54.2% 54.8%

490 239 201 50
14.4% 12.8% 16.9% 15.2%

57 23 26 8
1.7% 1.2% 2.2% 2.4%

26 11 10 5
0.8% 0.6% 0.8% 1.5%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 わからない

回答者数計

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

1 よくあてはまる

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,921 2,155 1,388 378 1,042

30.4% 33.3% 27.7% 26.8% 28.5%

6,643 3,339 2,613 691 1,715

51.5% 51.6% 52.1% 49.0% 47.0%

1,926 824 826 276 694

14.9% 12.7% 16.5% 19.6% 19.0%

272 96 130 46 126

2.1% 1.5% 2.6% 3.3% 3.5%

102 37 47 18 51

0.8% 0.6% 0.9% 1.3% 1.4%

24 14 8 2 24

0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.7%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 わからない

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

6 無回答

計

1 よく当てはまる

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 中学２年生と比べて小学５年生において、「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答

した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答した割合は、小学５

年生ではおおむね横ばいで推移しているのに対し、中学２年生では増加している。 

 

表 53 収入階層別にみた子どもの様子〈わからないことがあるとき、質問をすることができる〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

613 363 202 48 367 222 107 38
32.0% 35.3% 28.7% 26.7% 24.8% 26.3% 22.0% 25.3%
1,030 546 386 98 812 469 260 83
53.8% 53.1% 54.8% 54.4% 54.8% 55.5% 53.4% 55.3%

235 106 99 30 255 133 102 20
12.3% 10.3% 14.0% 16.7% 17.2% 15.7% 20.9% 13.3%

22 6 13 3 35 17 13 5
1.2% 0.6% 1.8% 1.7% 2.4% 2.0% 2.7% 3.3%

13 7 5 1 13 4 5 4
0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.9% 0.5% 1.0% 2.7%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

5 わからない

1 よくあてはまる

2 だいたいあてはまる

3

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,226 1,202 801 223 1,695 953 587 155

35.3% 38.1% 32.6% 32.5% 25.7% 28.8% 23.0% 21.4%

3,167 1,570 1,266 331 3,476 1,769 1,347 360

50.3% 49.7% 51.5% 48.3% 52.8% 53.5% 52.7% 49.7%

780 340 328 112 1,146 484 498 164

12.4% 10.8% 13.4% 16.3% 17.4% 14.6% 19.5% 22.6%

87 30 44 13 185 66 86 33

1.4% 1.0% 1.8% 1.9% 2.8% 2.0% 3.4% 4.6%

31 12 14 5 71 25 33 13

0.5% 0.4% 0.6% 0.7% 1.1% 0.8% 1.3% 1.8%

8 3 3 2 16 11 5 0

0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.0%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 よく当てはまる

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

5 わからない

6 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」と回答した割合は、母子世

帯（母及び 18歳以上の親族等同居）が最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての世帯類型において「よくあてはまる」または「だいたいあてはまる」

と回答した割合が増加している。 

 

表 54 世帯類型別にみた子どもの様子〈わからないことがあるとき、質問をすることができる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

980 880 47 41 3 6 3
28.9% 29.5% 26.3% 22.9% 21.4% 19.4% 23.1%
1,842 1,601 98 110 7 19 7
54.3% 53.7% 54.7% 61.5% 50.0% 61.3% 53.8%

490 429 26 24 4 6 1
14.4% 14.4% 14.5% 13.4% 28.6% 19.4% 7.7%

57 47 5 3 0 0 2
1.7% 1.6% 2.8% 1.7% 0.0% 0.0% 15.4%

26 22 3 1 0 0 0
0.8% 0.7% 1.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 よくあてはまる

5 わからない

回答者数計

2 だいたいあてはまる

3 あまりあてはまらない

4
まったくあてはまらな
い

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

4,963 3,870 642 354 37 48 12

30.0% 30.4% 27.9% 30.3% 28.2% 24.1% 46.2%

8,358 6,545 1,094 541 65 103 10

50.5% 51.5% 47.6% 46.3% 49.6% 51.8% 38.5%

2,620 1,898 433 227 25 34 3

15.8% 14.9% 18.8% 19.4% 19.1% 17.1% 11.5%

398 273 82 29 3 11 0

2.4% 2.1% 3.6% 2.5% 2.3% 5.5% 0.0%

153 105 35 11 0 2 0

0.9% 0.8% 1.5% 0.9% 0.0% 1.0% 0.0%

48 25 13 7 1 1 1

0.3% 0.2% 0.6% 0.6% 0.8% 0.5% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 わからない

6 無回答

計

2
だいたい当てはま
る

3
あまり当てはまら
ない

4
まったく当てはま
らない

1 よく当てはまる

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 10】 

問１０．次の（1）から（6）で調査対象のお子さんとする会話についてあてはまるものをそれぞれ

１つ選択してください。 

（１）学校での出来事について 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「よくする」または「ときどきする」と回答した割合が

高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「よくする」または「ときどきする」と回答した

割合が増加している。 

 

表 55 収入階層別にみた子どもとの会話〈学校での出来事について〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,992 1,118 685 189
58.7% 59.7% 57.5% 57.3%
1,269 690 458 121
37.4% 36.8% 38.4% 36.7%

119 57 43 19
3.5% 3.0% 3.6% 5.8%

15 8 6 1
0.4% 0.4% 0.5% 0.3%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

6,977 3,582 2,667 728 1,840

54.1% 55.4% 53.2% 51.6% 50.4%

5,195 2,574 2,024 597 1,520

40.3% 39.8% 40.4% 42.3% 41.6%

640 276 284 80 241

5.0% 4.3% 5.7% 5.7% 6.6%

55 24 27 4 38

0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 1.0%

21 9 10 2 13

0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.4%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくしない

5 無回答

計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 小学５年生と中学２年生を比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全

ての収入階層において小学５年生のほうが高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「よくする」または「ときどきする」と回

答した割合が増加している。 

 

表 56 収入階層別にみた子どもとの会話〈学校での出来事について〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,181 654 427 100 811 464 258 89
61.7% 63.6% 60.6% 55.6% 54.7% 54.9% 53.0% 59.3%

680 352 258 70 589 338 200 51
35.5% 34.2% 36.6% 38.9% 39.7% 40.0% 41.1% 34.0%

50 21 20 9 69 36 23 10
2.6% 2.0% 2.8% 5.0% 4.7% 4.3% 4.7% 6.7%

2 1 0 1 13 7 6 0
0.1% 0.1% 0.0% 0.6% 0.9% 0.8% 1.2% 0.0%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,777 1,939 1,444 394 3,200 1,643 1,223 334

60.0% 61.4% 58.8% 57.4% 48.6% 49.7% 47.8% 46.1%

2,291 1,117 903 271 2,904 1,457 1,121 326

36.4% 35.4% 36.8% 39.5% 44.1% 44.0% 43.9% 45.0%

209 90 100 19 431 186 184 61

3.3% 2.9% 4.1% 2.8% 6.5% 5.6% 7.2% 8.4%

14 7 6 1 41 17 21 3

0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.6% 0.5% 0.8% 0.4%

8 4 3 1 13 5 7 1

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

5 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、母子世帯（母子及び

18歳未満の子のみ）において最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての世帯類型において、「よくする」または「ときどきする」と回答した

割合が増加している。 

 

表 57 世帯類型別にみた子どもとの会話〈学校での出来事について〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,992 1,740 110 112 8 15 7
58.7% 58.4% 61.5% 62.6% 57.1% 48.4% 53.8%
1,269 1,127 64 54 4 16 4
37.4% 37.8% 35.8% 30.2% 28.6% 51.6% 30.8%

119 100 3 13 2 0 1
3.5% 3.4% 1.7% 7.3% 14.3% 0.0% 7.7%

15 12 2 0 0 0 1
0.4% 0.4% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

ほとんどしない

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

3

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

8,817 6,911 1,169 600 57 65 15

53.3% 54.3% 50.8% 51.3% 43.5% 32.7% 57.7%

6,715 5,095 953 484 62 113 8

40.6% 40.1% 41.5% 41.4% 47.3% 56.8% 30.8%

881 636 145 69 11 17 3

5.3% 5.0% 6.3% 5.9% 8.4% 8.5% 11.5%

93 53 24 13 1 2 0

0.6% 0.4% 1.0% 1.1% 0.8% 1.0% 0.0%

34 21 8 3 0 2 0

0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.0% 1.0% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 よくする

5 無回答

計

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【児童生徒調査票 問 10】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。（１）から（９）について、それぞれ１つ

えらぶ） 

(６) 家で学校の出来事を話す 

 

・ 「よくある」と回答した割合は、中学２年生と比べて小学５年生が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「よくある」または「ときどきある」と回

答した割合は減少している。 

 

表 58 家で学校の出来事を話す 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

4,317 2,296 2,021

40.5% 42.8% 38.1%

4,064 1,988 2,076

38.1% 37.1% 39.2%

1,630 769 861

15.3% 14.3% 16.3%

651 311 340

6.1% 5.8% 6.4%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

6,304 3,292 3,012
48.9% 52.3% 45.7%
4,065 1,895 2,170
31.5% 30.1% 32.9%
1,543 649 894
12.0% 10.3% 13.6%

663 292 371
5.1% 4.6% 5.6%
313 171 142
2.4% 2.7% 2.2%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくない

5 無回答

計

1 よくある

2 ときどきある

3 ほとんどない

計

小学５年生・中学２年生
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【保護者調査票 問 10】 

問１０．次の（1）から（6）で調査対象のお子さんとする会話についてあてはまるものをそれぞれ

１つ選択してください。 

(２) 友達のことについて 

 

・ 収入階層別では、収入が高い階層ほど「よくする」または「ときどきする」と回答した割合が高く

なっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、中央値以上、中央

値未満においては増加している。 

 

表 59 収入階層別にみた子どもとの会話〈友達のことについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,761 982 616 163
51.9% 52.4% 51.7% 49.4%
1,458 818 504 136
42.9% 43.7% 42.3% 41.2%

157 65 65 27
4.6% 3.5% 5.5% 8.2%

19 8 7 4
0.6% 0.4% 0.6% 1.2%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 ほとんどしない

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

6,092 3,141 2,312 639 1,651

47.3% 48.6% 46.1% 45.3% 45.2%

5,921 2,915 2,339 667 1,643

45.9% 45.1% 46.7% 47.3% 45.0%

773 364 313 96 302

6.0% 5.6% 6.2% 6.8% 8.3%

81 37 37 7 46

0.6% 0.6% 0.7% 0.5% 1.3%

21 8 11 2 10

0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.3%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくしない

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

5 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての収入階層において、中学２年生と

比べて小学５年生が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、小学５年生、中学

２年生ともに、おおむね増加傾向がみられる 

 

表 60 収入階層別にみた子どもとの会話〈友達のことについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,077 590 396 91 684 392 220 72
56.3% 57.4% 56.2% 50.6% 46.2% 46.4% 45.2% 48.0%

760 409 277 74 698 409 227 62
39.7% 39.8% 39.3% 41.1% 47.1% 48.4% 46.6% 41.3%

72 29 31 12 85 36 34 15
3.8% 2.8% 4.4% 6.7% 5.7% 4.3% 7.0% 10.0%

4 0 1 3 15 8 6 1
0.2% 0.0% 0.1% 1.7% 1.0% 0.9% 1.2% 0.7%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 ほとんどしない

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,385 1,735 1,302 348 2,707 1,406 1,010 291

53.7% 55.0% 53.0% 50.7% 41.1% 42.5% 39.5% 40.1%

2,616 1,282 1,031 303 3,305 1,633 1,308 364

41.5% 40.6% 42.0% 44.2% 50.2% 49.4% 51.2% 50.2%

262 123 107 32 511 241 206 64

4.2% 3.9% 4.4% 4.7% 7.8% 7.3% 8.1% 8.8%

27 14 11 2 54 23 26 5

0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.8% 0.7% 1.0% 0.7%

9 3 5 1 12 5 6 1

0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

5 無回答



61 

・ 世帯類型別にみると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、両親のいる世帯が最

も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、両親のいる世帯、

母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）においては増加している。 

 

表 61 世帯類型別にみた子どもとの会話〈友達のことについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,761 1,533 97 99 9 16 7
51.9% 51.5% 54.2% 55.3% 64.3% 51.6% 53.8%
1,458 1,297 72 66 5 14 4
42.9% 43.5% 40.2% 36.9% 35.7% 45.2% 30.8%

157 132 8 14 0 1 2
4.6% 4.4% 4.5% 7.8% 0.0% 3.2% 15.4%

19 17 2 0 0 0 0
0.6% 0.6% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

7,743 6,038 1,042 544 49 60 10

46.8% 47.5% 45.3% 46.5% 37.4% 30.2% 38.5%

7,564 5,776 1,064 535 63 116 10

45.7% 45.4% 46.3% 45.8% 48.1% 58.3% 38.5%

1,075 796 163 76 16 18 6

6.5% 6.3% 7.1% 6.5% 12.2% 9.0% 23.1%

127 84 26 11 3 3 0

0.8% 0.7% 1.1% 0.9% 2.3% 1.5% 0.0%

31 22 4 3 0 2 0

0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.0% 1.0% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 ほとんどしない

4 まったくしない

5 無回答

1 よくする

2 ときどきする

計

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 10】 

問１０．次の（1）から（6）で調査対象のお子さんとする会話についてあてはまるものをそれぞれ

１つ選択してください。 

(３) 将来や進路について 

 

・ 収入階層別にみると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、中央値以上において

最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての収入階層に

おいて増加しており、特に中央値 1/2未満において大きく増加している。 

 

表 62 収入階層別にみた子どもとの会話〈友達のことについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

583 352 172 59
17.2% 18.8% 14.4% 17.9%
1,977 1,120 675 182
58.2% 59.8% 56.6% 55.2%

746 359 311 76
22.0% 19.2% 26.1% 23.0%

89 42 34 13
2.6% 2.2% 2.9% 3.9%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

1 よくする

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,025 1,147 687 191 580

15.7% 17.7% 13.7% 13.5% 15.9%

7,118 3,667 2,688 763 1,762

55.2% 56.7% 53.6% 54.1% 48.2%

3,217 1,436 1,402 379 1,025

25.0% 22.2% 28.0% 26.9% 28.1%

498 201 224 73 273

3.9% 3.1% 4.5% 5.2% 7.5%

30 14 11 5 12

0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくしない

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

5 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての収入階層において、小学５年生と

比べて中学２年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、中学２年生におい

て大きく増加している。 

 

表 63 収入階層別にみた子どもとの会話〈友達のことについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

273 164 89 20 310 188 83 39
14.3% 16.0% 12.6% 11.1% 20.9% 22.2% 17.0% 26.0%
1,081 603 382 96 896 517 293 86
56.5% 58.7% 54.2% 53.3% 60.5% 61.2% 60.2% 57.3%

499 237 211 51 247 122 100 25
26.1% 23.1% 29.9% 28.3% 16.7% 14.4% 20.5% 16.7%

60 24 23 13 29 18 11 0
3.1% 2.3% 3.3% 7.2% 2.0% 2.1% 2.3% 0.0%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

951 543 318 90 1,074 604 369 101

15.1% 17.2% 12.9% 13.1% 16.3% 18.3% 14.4% 13.9%

3,290 1,696 1,235 359 3,828 1,971 1,453 404

52.2% 53.7% 50.3% 52.3% 58.1% 59.6% 56.8% 55.7%

1,751 781 778 192 1,466 655 624 187

27.8% 24.7% 31.7% 28.0% 22.2% 19.8% 24.4% 25.8%

291 129 121 41 207 72 103 32

4.6% 4.1% 4.9% 6.0% 3.1% 2.2% 4.0% 4.4%

16 8 4 4 14 6 7 1

0.3% 0.3% 0.2% 0.6% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

5 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、両親のいる世帯と母

子世帯で顕著な差はみられなかった。 

・ 前回調査と比較して、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての世帯類型にお

いて増加している。 

 

表 64 世帯類型別にみた子どもとの会話〈友達のことについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

583 512 32 31 5 3 0
17.2% 17.2% 17.9% 17.3% 35.7% 9.7% 0.0%
1,977 1,743 99 104 3 19 9
58.2% 58.5% 55.3% 58.1% 21.4% 61.3% 69.2%

746 647 41 41 5 9 3
22.0% 21.7% 22.9% 22.9% 35.7% 29.0% 23.1%

89 77 7 3 1 0 1
2.6% 2.6% 3.9% 1.7% 7.1% 0.0% 7.7%

計

小学５年生・中学２年生

3 ほとんどしない

4 まったくしない

1 よくする

2 ときどきする

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

2,605 1,992 382 189 10 22 10

15.7% 15.7% 16.6% 16.2% 7.6% 11.1% 38.5%

8,880 6,934 1,153 618 77 90 8

53.7% 54.5% 50.2% 52.9% 58.8% 45.2% 30.8%

4,242 3,237 592 289 40 77 7

25.6% 25.5% 25.8% 24.7% 30.5% 38.7% 26.9%

771 520 168 71 4 7 1

4.7% 4.1% 7.3% 6.1% 3.1% 3.5% 3.8%

42 33 4 2 0 3 0

0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 1.5% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくしない

5 無回答

計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯



65 

【保護者調査票 問 10】 

問１０．次の（1）から（6）で調査対象のお子さんとする会話についてあてはまるものをそれぞれ

１つ選択してください。 

(４) 勉強や成績について 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「よくする」または「ときどきする」と回答した割合が

高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、中央値未満において

特に大きく増加している。 

 

表 65 収入階層別にみた子どもとの会話〈友達のことについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,061 638 318 105
31.3% 34.1% 26.7% 31.8%
1,940 1,074 708 158
57.1% 57.3% 59.4% 47.9%

354 136 158 60
10.4% 7.3% 13.3% 18.2%

40 25 8 7
1.2% 1.3% 0.7% 2.1%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

小学５年生・中学２年生

計

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,429 1,975 1,143 311 849

26.6% 30.5% 22.8% 22.0% 23.2%

7,417 3,689 2,914 814 1,899

57.5% 57.1% 58.1% 57.7% 52.0%

1,753 699 822 232 713

13.6% 10.8% 16.4% 16.4% 19.5%

253 85 119 49 173

2.0% 1.3% 2.4% 3.5% 4.7%

36 17 14 5 18

0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくしない

5 無回答

計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、中央値以上においては小学５年生が高く、

中央値未満、中央値の 1/2 未満においては中学２年生が高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、小学５年生、中学２

年生ともに増加傾向がみられる。 

 

表 66 収入階層別にみた子どもとの会話〈友達のことについて〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

564 339 174 51 497 299 144 54
29.5% 33.0% 24.7% 28.3% 33.5% 35.4% 29.6% 36.0%
1,129 604 435 90 811 470 273 68
59.0% 58.8% 61.7% 50.0% 54.7% 55.6% 56.1% 45.3%

202 77 92 33 152 59 66 27
10.6% 7.5% 13.0% 18.3% 10.3% 7.0% 13.6% 18.0%

18 8 4 6 22 17 4 1
0.9% 0.8% 0.6% 3.3% 1.5% 2.0% 0.8% 0.7%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,465 836 488 141 1,964 1,139 655 170

23.3% 26.5% 19.9% 20.6% 29.8% 34.4% 25.6% 23.4%

3,722 1,870 1,453 399 3,695 1,819 1,461 415

59.1% 59.2% 59.2% 58.2% 56.1% 55.0% 57.2% 57.2%

983 400 463 120 770 299 359 112

15.6% 12.7% 18.9% 17.5% 11.7% 9.0% 14.0% 15.4%

111 42 46 23 142 43 73 26

1.8% 1.3% 1.9% 3.4% 2.2% 1.3% 2.9% 3.6%

18 9 6 3 18 8 8 2

0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

5 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、母子世帯（18歳以上

の親族等同居）においてやや低くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての世帯類型に

おいて増加しており、特に母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）において大きく増加している。 

   

表 67 世帯類型別にみた子どもとの会話〈友達のことについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,061 929 60 54 7 7 4
31.3% 31.2% 33.5% 30.2% 50.0% 22.6% 30.8%
1,940 1,714 99 98 3 20 6
57.1% 57.5% 55.3% 54.7% 21.4% 64.5% 46.2%

354 299 19 26 4 4 2
10.4% 10.0% 10.6% 14.5% 28.6% 12.9% 15.4%

40 37 1 1 0 0 1
1.2% 1.2% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 7.7%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

4,278 3,394 550 271 20 30 13

25.9% 26.7% 23.9% 23.2% 15.3% 15.1% 50.0%

9,316 7,293 1,203 619 82 112 7

56.3% 57.4% 52.3% 53.0% 62.6% 56.3% 26.9%

2,466 1,739 429 225 23 45 5

14.9% 13.7% 18.7% 19.2% 17.6% 22.6% 19.2%

426 252 109 51 4 9 1

2.6% 2.0% 4.7% 4.4% 3.1% 4.5% 3.8%

54 38 8 3 2 3 0

0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 1.5% 1.5% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

1 よくする

5 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 10】 

問１０．次の（1）から（6）で調査対象のお子さんとする会話についてあてはまるものをそれぞれ

１つ選択してください。 

(５) スポーツや音楽、芸術について 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「よくする」または「ときどきする」と回答した割合が

高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての世帯類型に

おいて増加している。 

 

表 68 収入階層別にみた子どもとの会話〈スポーツや音楽、芸術について〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,491 891 474 126
43.9% 47.6% 39.8% 38.2%
1,546 826 567 153
45.5% 44.1% 47.6% 46.4%

312 130 138 44
9.2% 6.9% 11.6% 13.3%

46 26 13 7
1.4% 1.4% 1.1% 2.1%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 ほとんどしない

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

5,132 2,826 1,821 485 1,162

39.8% 43.7% 36.3% 34.4% 31.8%

6,000 2,935 2,400 665 1,657

46.6% 45.4% 47.9% 47.1% 45.4%

1,521 614 682 225 671

11.8% 9.5% 13.6% 15.9% 18.4%

203 78 95 30 149

1.6% 1.2% 1.9% 2.1% 4.1%

32 12 14 6 13

0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 無回答

4 まったくしない

計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての収入階層において、小学５年生と

比べて中学２年生が高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、小学５年生、中学２

年生ともに増加している。 

 

表 69 収入階層別にみた子どもとの会話〈スポーツや音楽、芸術について〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

787 463 267 57 704 428 207 69
41.1% 45.0% 37.9% 31.7% 47.5% 50.7% 42.5% 46.0%

911 474 348 89 635 352 219 64
47.6% 46.1% 49.4% 49.4% 42.8% 41.7% 45.0% 42.7%

194 80 85 29 118 50 53 15
10.1% 7.8% 12.1% 16.1% 8.0% 5.9% 10.9% 10.0%

21 11 5 5 25 15 8 2
1.1% 1.1% 0.7% 2.8% 1.7% 1.8% 1.6% 1.3%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,383 1,315 850 218 2,749 1,511 971 267

37.8% 41.7% 34.6% 31.8% 41.7% 45.7% 38.0% 36.8%

2,969 1,453 1,185 331 3,031 1,482 1,215 334

47.1% 46.0% 48.2% 48.3% 46.0% 44.8% 47.5% 46.1%

842 346 375 121 679 268 307 104

13.4% 11.0% 15.3% 17.6% 10.3% 8.1% 12.0% 14.3%

92 37 42 13 111 41 53 17

1.5% 1.2% 1.7% 1.9% 1.7% 1.2% 2.1% 2.3%

13 6 4 3 19 6 10 3

0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

4 まったくしない

5 無回答

計

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない
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・ 世帯類型別にみると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、両親のいる世帯が最

も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、両親のいる世帯、

母子世帯ともに増加している。 

 

表 70 世帯類型別にみた子どもとの会話〈スポーツや音楽、芸術について〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,491 1,318 69 78 10 12 4
43.9% 44.2% 38.5% 43.6% 71.4% 38.7% 30.8%
1,546 1,353 87 80 4 16 6
45.5% 45.4% 48.6% 44.7% 28.6% 51.6% 46.2%

312 270 20 17 0 3 2
9.2% 9.1% 11.2% 9.5% 0.0% 9.7% 15.4%

46 38 3 4 0 0 1
1.4% 1.3% 1.7% 2.2% 0.0% 0.0% 7.7%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

1 よくする

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

6,294 4,989 776 417 46 53 13

38.1% 39.2% 33.8% 35.7% 35.1% 26.6% 50.0%

7,657 5,914 1,055 521 62 100 5

46.3% 46.5% 45.9% 44.6% 47.3% 50.3% 19.2%

2,192 1,563 374 194 17 39 5

13.3% 12.3% 16.3% 16.6% 13.0% 19.6% 19.2%

352 214 92 33 6 5 2

2.1% 1.7% 4.0% 2.8% 4.6% 2.5% 7.7%

45 36 2 4 0 2 1

0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 1.0% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
計

3 ほとんどしない

4 まったくしない

5 無回答

1 よくする

2 ときどきする

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 10】 

問１０．次の（1）から（6）で調査対象のお子さんとする会話についてあてはまるものをそれぞれ

１つ選択してください。 

(６) 社会の出来事やニュースについて 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「よくする」または「ときどきする」と回答した割合が

高くなっている。 

・ 前回調査と比較して、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての収入階層にお

いて増加している。 

 

表 71 収入階層別にみた子どもとの会話〈社会の出来事やニュースについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

769 457 243 69
22.7% 24.4% 20.4% 20.9%
2,029 1,133 710 186
59.8% 60.5% 59.6% 56.4%

533 254 218 61
15.7% 13.6% 18.3% 18.5%

64 29 21 14
1.9% 1.5% 1.8% 4.2%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

1 よくする

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,917 1,656 987 274 759

22.6% 25.6% 19.7% 19.4% 20.8%

7,186 3,616 2,824 746 1,763

55.8% 55.9% 56.3% 52.9% 48.3%

2,372 1,033 1,027 312 849

18.4% 16.0% 20.5% 22.1% 23.2%

378 145 159 74 261

2.9% 2.2% 3.2% 5.2% 7.1%

35 15 15 5 20

0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくしない

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

5 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、中央値以上、中央値未満においては小学

５年生が高く、中央値の 1/2未満においては中学２年生が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての収入階層に

おいて、小学５年生、中学２年生ともに増加している。 

 

表 72 収入階層別にみた子どもとの会話〈社会の出来事やニュースについて〉（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

433 259 143 31 336 198 100 38
22.6% 25.2% 20.3% 17.2% 22.7% 23.4% 20.5% 25.3%
1,155 626 427 102 874 507 283 84
60.4% 60.9% 60.6% 56.7% 59.0% 60.0% 58.1% 56.0%

292 130 124 38 241 124 94 23
15.3% 12.6% 17.6% 21.1% 16.3% 14.7% 19.3% 15.3%

33 13 11 9 31 16 10 5
1.7% 1.3% 1.6% 5.0% 2.1% 1.9% 2.1% 3.3%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,543 869 526 148 1,374 787 461 126

24.5% 27.5% 21.4% 21.6% 20.9% 23.8% 18.0% 17.4%

3,432 1,729 1,351 352 3,754 1,887 1,473 394

54.5% 54.8% 55.0% 51.3% 57.0% 57.0% 57.6% 54.3%

1,140 483 503 154 1,232 550 524 158

18.1% 15.3% 20.5% 22.4% 18.7% 16.6% 20.5% 21.8%

163 64 70 29 215 81 89 45

2.6% 2.0% 2.9% 4.2% 3.3% 2.4% 3.5% 6.2%

21 12 6 3 14 3 9 2

0.3% 0.4% 0.2% 0.4% 0.2% 0.1% 0.4% 0.3%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

5 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、両親のいる世帯にお

いて最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくする」または「ときどきする」と回答した割合は、全ての世帯類型に

おいて増加している。 

 

表 73 世帯類型別にみた子どもとの会話〈社会の出来事やニュースについて〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

769 680 49 33 4 3 0
22.7% 22.8% 27.4% 18.4% 28.6% 9.7% 0.0%
2,029 1,790 95 107 6 23 8
59.8% 60.1% 53.1% 59.8% 42.9% 74.2% 61.5%

533 459 28 36 2 4 4
15.7% 15.4% 15.6% 20.1% 14.3% 12.9% 30.8%

64 50 7 3 2 1 1
1.9% 1.7% 3.9% 1.7% 14.3% 3.2% 7.7%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 ほとんどしない

4 まったくしない

回答者数計

1 よくする

2 ときどきする

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,676 2,863 520 249 18 20 6

22.2% 22.5% 22.6% 21.3% 13.7% 10.1% 23.1%

8,949 7,026 1,159 585 77 90 12

54.1% 55.3% 50.4% 50.0% 58.8% 45.2% 46.2%

3,221 2,389 471 257 29 69 6

19.5% 18.8% 20.5% 22.0% 22.1% 34.7% 23.1%

639 402 139 73 7 17 1

3.9% 3.2% 6.0% 6.2% 5.3% 8.5% 3.8%

55 36 10 5 0 3 1

0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 1.5% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 よくする

2 ときどきする

3 ほとんどしない

4 まったくしない

5 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【児童生徒調査票 問 13】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。（(１)から(９)それぞれ１つに○） 

(８) 家族でニュースの話しをする 

 

・ 「よくある」または「ときどきある」と回答した割合は、顕著な差はみられなかった。 

・ 前回調査と比較すると、「よくある」または「ときどきある」と回答した割合は、小学５年生、中学

２年生ともに減少している。 

 

表 74 家族でニュースの話しをする 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

2,072 1,087 985

19.4% 20.3% 18.6%

4,412 2,178 2,234

41.4% 40.6% 42.2%

2,941 1,484 1,457

27.6% 27.7% 27.5%

1,237 615 622

11.6% 11.5% 11.7%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

3,310 1,672 1,638
25.7% 26.5% 24.9%
4,796 2,379 2,417
37.2% 37.8% 36.7%
3,117 1,439 1,678
24.2% 22.8% 25.5%
1,346 641 705
10.4% 10.2% 10.7%

319 168 151
2.5% 2.7% 2.3%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 よくある

4 まったくない

5 無回答

計

2 ときどきある

3 ほとんどない
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７ 学校生活の状況 

 

【保護者調査票 問 11】 

あなたからみて、調査対象のお子さんの学校での学習の理解状況についてあてはまるものを１つ

選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「よく理解できている」または「大体理解できている」

と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よく理解できている」または「大体理解できている」と回答した割合は、

中央値以上、中央値未満においては増加しているのに対し、中央値 1/2未満においては減少している。 

 

表 75 収入階層別にみた子どもの学校での学習の理解状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

452 306 110 36
13.3% 16.3% 9.2% 10.9%
1,314 784 432 98
38.7% 41.9% 36.2% 29.7%
1,078 537 422 119
31.8% 28.7% 35.4% 36.1%

440 202 180 58
13.0% 10.8% 15.1% 17.6%

78 33 34 11
2.3% 1.8% 2.9% 3.3%

33 11 14 8
1.0% 0.6% 1.2% 2.4%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

4
あまり理解できていな
い

5
ほとんど理解できてい
ない

6
理解しているか、理解
していないかわからな

1 よく理解できている

2 大体理解できている

3 普通

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,734 1,091 518 125 368

13.5% 16.9% 10.3% 8.9% 10.1%

4,710 2,573 1,673 464 1,196

36.5% 39.8% 33.4% 32.9% 32.7%

4,132 1,881 1,771 480 1,176

32.1% 29.1% 35.3% 34.0% 32.2%

1,861 766 825 270 689

14.4% 11.8% 16.5% 19.1% 18.9%

276 83 144 49 125

2.1% 1.3% 2.9% 3.5% 3.4%

138 51 68 19 70

1.1% 0.8% 1.4% 1.3% 1.9%

37 20 13 4 28

0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.8%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
よく理解できてい
る

2
大体理解できてい
る

3 普通

4
あまり理解できて
いない

5
ほとんど理解でき
ていない

6
理解しているか、
いないかわからな
い

7 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 「よく理解できている」または「大体理解できている」と回答した割合は、全ての収入階層におい

て、中学２年生と比べて小学５年生が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よく理解できている」または「大体理解できている」と回答した割合は、

中学２年生の中央値未満を除く全ての収入階層において、減少している。 

 

表 76 収入階層別にみた子どもの学校での学習の理解状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

266 180 70 16 186 126 40 20
13.9% 17.5% 9.9% 8.9% 12.6% 14.9% 8.2% 13.3%

825 480 285 60 489 304 147 38
43.1% 46.7% 40.4% 33.3% 33.0% 36.0% 30.2% 25.3%

607 284 251 72 471 253 171 47
31.7% 27.6% 35.6% 40.0% 31.8% 29.9% 35.1% 31.3%

182 74 83 25 258 128 97 33
9.5% 7.2% 11.8% 13.9% 17.4% 15.1% 19.9% 22.0%

19 7 8 4 59 26 26 7
1.0% 0.7% 1.1% 2.2% 4.0% 3.1% 5.3% 4.7%

14 3 8 3 19 8 6 5
0.7% 0.3% 1.1% 1.7% 1.3% 0.9% 1.2% 3.3%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

大体理解できている

3 普通

4
あまり理解できていな
い

5
ほとんど理解できてい
ない

1 よく理解できている

2

6
理解しているか、理解
していないかわからな

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,026 628 325 73 708 463 193 52

16.3% 19.9% 13.2% 10.6% 10.7% 14.0% 7.6% 7.2%

2,675 1,444 959 272 2,035 1,129 714 192

42.5% 45.7% 39.0% 39.7% 30.9% 34.1% 27.9% 26.5%

1,907 818 851 238 2,225 1,063 920 242

30.3% 25.9% 34.6% 34.7% 33.8% 32.1% 36.0% 33.4%

579 228 265 86 1,282 538 560 184

9.2% 7.2% 10.8% 12.5% 19.5% 16.3% 21.9% 25.4%

47 12 25 10 229 71 119 39

0.7% 0.4% 1.0% 1.5% 3.5% 2.1% 4.7% 5.4%

48 18 24 6 90 33 44 13

0.8% 0.6% 1.0% 0.9% 1.4% 1.0% 1.7% 1.8%

17 9 7 1 20 11 6 3

0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1
よく理解できてい
る

2
大体理解できてい
る

3 普通

4
あまり理解できて
いない

5
ほとんど理解でき
ていない

6
理解しているか、
いないかわからな
い

7 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、「よく理解できている」または「大体理解できている」と回答した割合は、両

親のいる世帯と比べて母子世帯において低くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「よく理解できている」または「大体理解できている」と回答した割合は、

両親のいる世帯、母子世帯ともに増加している。 

 

表 77 世帯類型別にみた子どもの学校での学習の理解状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

452 405 20 21 2 4 0
13.3% 13.6% 11.2% 11.7% 14.3% 12.9% 0.0%
1,314 1,172 60 61 5 13 3
38.7% 39.3% 33.5% 34.1% 35.7% 41.9% 23.1%
1,078 941 60 57 4 12 4
31.8% 31.6% 33.5% 31.8% 28.6% 38.7% 30.8%

440 364 35 32 3 1 5
13.0% 12.2% 19.6% 17.9% 21.4% 3.2% 38.5%

78 67 4 6 0 0 1
2.3% 2.2% 2.2% 3.4% 0.0% 0.0% 7.7%

33 30 0 2 0 1 0
1.0% 1.0% 0.0% 1.1% 0.0% 3.2% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 よく理解できている

2 大体理解できている

3 普通

回答者数計

4
あまり理解できていな
い

5
ほとんど理解できてい
ない

6
理解しているか、理解
していないかわからな

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

2,102 1,748 223 104 14 10 3

12.7% 13.7% 9.7% 8.9% 10.7% 5.0% 11.5%

5,906 4,685 716 390 43 69 3

35.7% 36.8% 31.1% 33.4% 32.8% 34.7% 11.5%

5,308 4,023 762 387 47 75 14

32.1% 31.6% 33.1% 33.1% 35.9% 37.7% 53.8%

2,550 1,830 451 208 24 32 5

15.4% 14.4% 19.6% 17.8% 18.3% 16.1% 19.2%

401 264 85 43 2 7 0

2.4% 2.1% 3.7% 3.7% 1.5% 3.5% 0.0%

208 130 49 24 1 3 1

1.3% 1.0% 2.1% 2.1% 0.8% 1.5% 3.8%

65 36 13 13 0 3 0

0.4% 0.3% 0.6% 1.1% 0.0% 1.5% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7 無回答

計

4
あまり理解できて
いない

5
ほとんど理解でき
ていない

6
理解しているか、
いないかわからな
い

1
よく理解できてい
る

2
大体理解できてい
る

3 普通

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【児童生徒調査票 問６】 

あなたは、学校の授業がどのくらいわかりますか。（１つに○） 

 

・ 「全部わかる」または「大体わかる」と回答した割合は、中学２年生と比べて小学５年生が高くな

っている。また、「全部わかる」と回答した割合は、学２年生と比べて小学５年生が 10ポイント以上

高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「全部わかる」または「大体わかる」と回答した割合は、小学５年生、中学

２年生ともに増加している。 

   

表 78 学校の授業の理解状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

1,727 1,163 564

16.2% 21.7% 10.6%

7,111 3,587 3,524

66.7% 66.9% 66.5%

1,581 527 1,054

14.8% 9.8% 19.9%

243 87 156

2.3% 1.6% 2.9%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 大体わかる

3 わからないことが多い

4 ほとんどわからない

1 全部わかる

小学５年生 中学２年生

1,622 1,115 507
12.6% 17.7% 7.7%
8,472 4,307 4,165
65.7% 68.4% 63.2%
2,074 614 1,460
16.1% 9.7% 22.2%
272 60 212
2.1% 1.0% 3.2%
448 203 245
3.5% 3.2% 3.7%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2 大体わかる

3 わからないことが多い

4 ほとんどわからない

5 無回答

計

1 全部わかる
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【児童生徒調査票 問７】 

（問６で「３．わからないことが多い」、「４.ほとんどわからない」のいずれかに○をした方にお聞

きします。） 

授業がわからない理由は何ですか（あてはまるものすべてに○） 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに、「授業の内容がむずかしいから」と回答した割合が最も高く、次い

で「苦手・きらいな教科が多いから」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「授業の内容がむずかしいから」「苦手・きらいな教科が多いから」「勉強す

る気がおきないから」と回答した割合が特に増加している。 

   

表 79 授業がわからない理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

小学５年生 中学２年生

417 132 285

22.9% 21.5% 23.6%

1,229 417 812

67.4% 67.9% 67.1%

487 107 380

26.7% 17.4% 31.4%

226 60 166

12.4% 9.8% 13.7%

487 102 385

26.7% 16.6% 31.8%

1,131 343 788

62.0% 55.9% 65.1%

766 195 571

42.0% 31.8% 47.2%

108 40 68

5.9% 6.5% 5.6%

1,824 614 1,210

100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1
授業の進み方が早すぎるか
ら

5
予習・復習をしていないか
ら

6
苦手・きらいな教科が多い
から

7
勉強をする気が起きないか
ら

2
授業の内容がむずかしいか
ら

3
今まで習ってきたことがわ
からないから

4
宿題や課題をしていないか
ら

8 その他

回答者数計

小学５年生 中学２年生

535 128 407
22.8% 19.0% 24.3%
1,308 408 900
55.8% 60.5% 53.8%
623 114 509

26.6% 16.9% 30.4%
223 36 187
9.5% 5.3% 11.2%
693 122 571

29.5% 18.1% 34.2%
1,337 348 989
57.0% 51.6% 59.2%
796 185 611

33.9% 27.4% 36.5%
181 42 139
7.7% 6.2% 8.3%
37 16 21

1.6% 2.4% 1.3%

計

小学５年生・中学２年生

7
勉強をする気がおきな
いから

8 その他

9 無回答

4
宿題や課題をしていな
いから

5
予習・復習をしていな
いから

6
苦手・きらいな教科が
多いから

1
授業の進み方が早すぎ
るから

2
授業の内容がむずかし
いから

3
今まで習ってきたこと
がわからないから
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【保護者調査票 問 12】 

調査対象のお子さんの、平日の学校が終わった後の過ごし方についてあてはまるものをすべて選

択してください。 

 

・ 全ての収入階層において「自分の家で、家族と過ごす」と回答した割合が最も高くなっている。 

・ 一方、収入が低い階層ほど「学習塾や習い事、スポーツクラブに行く」と回答した割合が低くなっ

ている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において、「友達と遊ぶ」と回答した割合が特に減少してい

る。 

 

表 80 収入階層別にみた平日の学校が終わった後の過ごし方 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

844 492 288 64
24.9% 26.3% 24.2% 19.4%
1,975 1,049 734 192
58.2% 56.0% 61.6% 58.2%

320 170 115 35
9.4% 9.1% 9.6% 10.6%
589 331 217 41

17.3% 17.7% 18.2% 12.4%
1,009 641 315 53
29.7% 34.2% 26.4% 16.1%

900 524 290 86
26.5% 28.0% 24.3% 26.1%

10 3 5 2

0.3% 0.2% 0.4% 0.6%

135 80 40 15
4.0% 4.3% 3.4% 4.5%

0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

7
ゲームセンターや
ショッピングセンター
へ遊びに行く

8 その他

9 わからない

4 友達と遊ぶ

5
学習塾や習い事、ス
ポーツクラブに行く

6
学校のクラブ活動に参
加する

1
自分の家で、一人で過
ごす

2
自分の家で、家族と過
ごす

3
児童館、放課後児童ク
ラブで過ごす

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,559 1,815 1,374 370 1,179

27.6% 28.1% 27.4% 26.2% 32.3%

8,304 4,117 3,247 940 2,036

64.4% 63.7% 64.8% 66.6% 55.8%

951 467 378 106 676

7.4% 7.2% 7.5% 7.5% 18.5%

4,133 2,001 1,663 469 1,156

32.1% 31.0% 33.2% 33.2% 31.7%

4,633 2,799 1,495 339 708

35.9% 43.3% 29.8% 24.0% 19.4%

5,469 2,798 2,118 553 961

42.4% 43.3% 42.3% 39.2% 26.3%

44 21 12 11 28

0.3% 0.3% 0.2% 0.8% 0.8%

850 458 325 67 305

6.6% 7.1% 6.5% 4.7% 8.4%

40 12 18 10 33

0.3% 0.2% 0.4% 0.7% 0.9%

59 25 27 7 25

0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.7%

4 友達と遊ぶ

5
学習塾や習い事、
スポーツクラブに
行く

6
学校のクラブ活動
に参加する

10 無回答

1
自分の家で、一人
で過ごす

2
自分の家で、家族
と過ごす

3
児童館、放課後児
童クラブで過ごす

7
ゲームセンターや
ショッピングセン
ターへ遊びに行く

8 その他

9 わからない

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 小学５年生では、全ての収入階層において「自分の家で、家族と過ごす」と回答した割合が最も高

くなっている。 

・ 一方、中学２年生では、中央値以上においては「学校のクラブ活動に参加する」と回答した割合が

最も高く、中央値未満、中央値の 1/2未満においては、「自分の家で、家族と過ごす」と回答した割合

が最も高くなっている。 

・ 「友達と遊ぶ」と回答した割合は、全ての収入階層において、小学５年生と比べて中学２年生が特

に低くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「友達と遊ぶ」「学校のクラブ活動に参加す

る」と回答した割合が特に減少している。 

 

表 81 収入階層別にみた平日の学校が終わった後の過ごし方（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

498 277 183 38 346 215 105 26
26.0% 26.9% 26.0% 21.1% 23.3% 25.4% 21.6% 17.3%
1,147 587 450 110 828 462 284 82
60.0% 57.1% 63.8% 61.1% 55.9% 54.7% 58.3% 54.7%

316 166 115 35 4 4 0 0
16.5% 16.1% 16.3% 19.4% 0.3% 0.5% 0.0% 0.0%

472 259 182 31 117 72 35 10
24.7% 25.2% 25.8% 17.2% 7.9% 8.5% 7.2% 6.7%

672 416 221 35 337 225 94 18
35.1% 40.5% 31.3% 19.4% 22.7% 26.6% 19.3% 12.0%

84 40 33 11 816 484 257 75
4.4% 3.9% 4.7% 6.1% 55.1% 57.3% 52.8% 50.0%

4 1 3 0 6 2 2 2

0.2% 0.1% 0.4% 0.0% 0.4% 0.2% 0.4% 1.3%

95 59 28 8 40 21 12 7
5.0% 5.7% 4.0% 4.4% 2.7% 2.5% 2.5% 4.7%

0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
自分の家で、一人で過
ごす

7
ゲームセンターや
ショッピングセンター
へ遊びに行く

8 その他

9 わからない

回答者数計

2
自分の家で、家族と過
ごす

3
児童館、放課後児童ク
ラブで過ごす

4 友達と遊ぶ

5
学習塾や習い事、ス
ポーツクラブに行く

6
学校のクラブ活動に参
加する

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,704 861 663 180 1,855 954 711 190

27.1% 27.3% 27.0% 26.2% 28.2% 28.8% 27.8% 26.2%

4,159 2,044 1,651 464 4,145 2,073 1,596 476

66.0% 64.7% 67.2% 67.6% 62.9% 62.7% 62.4% 65.7%

923 457 363 103 28 10 15 3

14.7% 14.5% 14.8% 15.0% 0.4% 0.3% 0.6% 0.4%

2,887 1,442 1,134 311 1,246 559 529 158

45.8% 45.7% 46.2% 45.3% 18.9% 16.9% 20.7% 21.8%

2,941 1,720 994 227 1,692 1,079 501 112

46.7% 54.5% 40.5% 33.1% 25.7% 32.6% 19.6% 15.4%

767 388 301 78 4,702 2,410 1,817 475

12.2% 12.3% 12.3% 11.4% 71.4% 72.9% 71.1% 65.5%

23 12 5 6 21 9 7 5

0.4% 0.4% 0.2% 0.9% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7%

591 314 233 44 259 144 92 23

9.4% 9.9% 9.5% 6.4% 3.9% 4.4% 3.6% 3.2%

17 5 9 3 23 7 9 7

0.3% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.4% 1.0%

31 12 16 3 28 13 11 4

0.5% 0.4% 0.7% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6%

計

小学５年生

計

中学２年生

1
自分の家で、一人
で過ごす

2
自分の家で、家族
と過ごす

3
児童館、放課後児
童クラブで過ごす

4 友達と遊ぶ

5
学習塾や習い事、
スポーツクラブに
行く

6
学校のクラブ活動
に参加する

7
ゲームセンターや
ショッピングセン
ターへ遊びに行く

8 その他

9 わからない

10 無回答
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）では、両親のいる世帯や母子世帯（18

歳以上の家族等同居）と比べて「自分の家で、家族と過ごす」と回答した割合が低く、「自分の家で、

一人で過ごす」と回答した割合が高くなっている。 

・ 母子世帯では、両親がいる世帯と比べて「学習塾や習い事、スポーツクラブに行く」と回答した割

合が低くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯（18歳以上の親族等同居）において、「学校のク

ラブ活動に参加する」と回答した割合が特に減少している。 

 

表 82 世帯類型別にみた平日の学校が終わった後の過ごし方 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

844 726 64 42 8 1 3
24.9% 24.4% 35.8% 23.5% 57.1% 3.2% 23.1%
1,975 1,761 75 107 6 21 5
58.2% 59.1% 41.9% 59.8% 42.9% 67.7% 38.5%

320 270 23 22 1 2 2
9.4% 9.1% 12.8% 12.3% 7.1% 6.5% 15.4%
589 512 34 30 7 5 1

17.3% 17.2% 19.0% 16.8% 50.0% 16.1% 7.7%
1,009 912 36 42 8 9 2
29.7% 30.6% 20.1% 23.5% 57.1% 29.0% 15.4%

900 792 48 44 4 10 2
26.5% 26.6% 26.8% 24.6% 28.6% 32.3% 15.4%

10 10 0 0 0 0 0

0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

135 114 14 5 0 0 2
4.0% 3.8% 7.8% 2.8% 0.0% 0.0% 15.4%

0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3
児童館、放課後児童ク
ラブで過ごす

4 友達と遊ぶ

5
学習塾や習い事、ス
ポーツクラブに行く

1
自分の家で、一人で過
ごす

2
自分の家で、家族と過
ごす

9 わからない

回答者数計

6
学校のクラブ活動に参
加する

7
ゲームセンターや
ショッピングセンター
へ遊びに行く

8 その他

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

4,738 3,397 932 301 59 46 3

28.6% 26.7% 40.5% 25.7% 45.0% 23.1% 11.5%

10,340 8,373 959 790 65 135 18

62.5% 65.8% 41.7% 67.6% 49.6% 67.8% 69.2%

1,627 1,007 433 150 17 16 4

9.8% 7.9% 18.8% 12.8% 13.0% 8.0% 15.4%

5,289 4,073 723 372 46 68 7

32.0% 32.0% 31.4% 31.8% 35.1% 34.2% 26.9%

5,341 4,462 505 309 19 40 6

32.3% 35.1% 22.0% 26.4% 14.5% 20.1% 23.1%

6,430 5,158 686 432 53 91 10

38.9% 40.6% 29.8% 37.0% 40.5% 45.7% 38.5%

72 49 11 10 0 2 0

0.4% 0.4% 0.5% 0.9% 0.0% 1.0% 0.0%

1,155 855 230 54 8 7 1

7.0% 6.7% 10.0% 4.6% 6.1% 3.5% 3.8%

73 42 18 9 4 0 0

0.4% 0.3% 0.8% 0.8% 3.1% 0.0% 0.0%

84 64 15 4 1 0 0

0.5% 0.5% 0.7% 0.3% 0.8% 0.0% 0.0%

1
自分の家で、一人
で過ごす

2
自分の家で、家族
と過ごす

9 わからない

10 無回答

6
学校のクラブ活動
に参加する

7
ゲームセンターや
ショッピングセン
ターへ遊びに行く

8 その他

3
児童館、放課後児
童クラブで過ごす

4 友達と遊ぶ

5
学習塾や習い事、
スポーツクラブに
行く

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 13】 

 調査対象のお子さんは、学校のクラブ活動や部活動以外で、習い事（学習塾を含む）に通っていま

すか。 

調査対象のお子さんが学校のクラブ活動や部活動以外で、習い事やスポーツクラブなど通っている

ものすべてに〇をつけてください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「通っている」と回答した割合が高くなっており、中央

値以上では６割以上が「通っている」と回答している。 

 

表 83 収入階層別にみた習い事やスポーツクラブの状況 

 

 

・ 全ての収入階層において、中学２年生と比べて小学５年生において「通っている」と回答した割合

が高くなっている。 

 

表 84 収入階層別にみた習い事やスポーツクラブの状況（小５・中２別） 

 
 

・ 母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）では、両親のいる世帯やと母子家庭（母及び 18歳未満の子

のみ）と比べて、「通っていない」をと回答した割合が高くなっている。 

 

表 85 世帯類型別にみた習い事やスポーツクラブの状況 

 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,010 1,242 642 126
59.2% 66.3% 53.9% 38.2%
1,385 631 550 204
40.8% 33.7% 46.1% 61.8%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 通っている

2 通っていない

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,307 787 438 82 703 455 204 44
68.3% 76.6% 62.1% 45.6% 47.4% 53.8% 41.9% 29.3%

606 241 267 98 779 390 283 106
31.7% 23.4% 37.9% 54.4% 52.6% 46.2% 58.1% 70.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

通っていない

回答者数計

1 通っている

2

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

2,010 1,785 90 104 8 18 5
59.2% 59.9% 50.3% 58.1% 57.1% 58.1% 38.5%
1,385 1,194 89 75 6 13 8
40.8% 40.1% 49.7% 41.9% 42.9% 41.9% 61.5%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2 通っていない

回答者数計

1 通っている
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【保護者調査票 問 15】 

（問 13で「２．通っていない」と回答した方にお聞きします。） 

 調査対象のお子さんが、学校のクラブ活動や部活動以外で、習い事（学習塾を含む）に通ってみた

いと望んでいるかどうか、あてはまるものを１つ選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、中央値未満、中央値の 1/2未満では、中央値以上と比べて「望んでいる」と

回答した割合が高く、中央値以上では「望んでいない」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、中央値未満、中央値の 1/2未満において「望んでいる」と回答した割合が

減少している。 

 

表 86 習い事（学習塾を含む）に通ってみたいと望んでいる状況 

 
 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

214 80 98 36
15.5% 12.7% 17.8% 17.6%

956 469 366 121
69.0% 74.3% 66.5% 59.3%

215 82 86 47
15.5% 13.0% 15.6% 23.0%
1,385 631 550 204

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 望んでいる

2 望んでいない

3 わからない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

918 274 443 201 787

21.1% 16.6% 21.7% 30.7% 39.9%

2,325 996 1,054 275 662

53.5% 60.2% 51.7% 42.0% 33.6%

842 283 415 144 428

19.4% 17.1% 20.3% 22.0% 21.7%

263 101 128 34 94

6.0% 6.1% 6.3% 5.2% 4.8%

4,348 1,654 2,040 654 1,971

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
望んでいる⇒問21
へ

2
望んでいない⇒問
22へ

3
わからない⇒問22
へ

4 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 「望んでいる」と回答した割合は、全ての収入階層において、中学２年生と比べて小学５年生が高

くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「望んでいる」と回答した割合が減少して

いる。 

 

表 87 習い事（学習塾を含む）に通ってみたいと望んでいる状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

124 42 61 21 90 38 37 15
20.5% 17.4% 22.8% 21.4% 11.6% 9.7% 13.1% 14.2%

387 169 162 56 569 300 204 65
63.9% 70.1% 60.7% 57.1% 73.0% 76.9% 72.1% 61.3%

95 30 44 21 120 52 42 26
15.7% 12.4% 16.5% 21.4% 15.4% 13.3% 14.8% 24.5%

606 241 267 98 779 390 283 106
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 わからない

回答者数計

1 望んでいる

2 望んでいない

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

464 119 229 116 454 155 214 85

32.3% 25.5% 32.2% 45.1% 15.6% 13.1% 16.1% 21.4%

645 257 305 83 1,680 739 749 192

44.9% 55.0% 42.9% 32.3% 57.7% 62.3% 56.4% 48.4%

237 62 129 46 605 221 286 98

16.5% 13.3% 18.1% 17.9% 20.8% 18.6% 21.5% 24.7%

89 29 48 12 174 72 80 22

6.2% 6.2% 6.8% 4.7% 6.0% 6.1% 6.0% 5.5%

1,435 467 711 257 2,913 1,187 1,329 397

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1
望んでいる⇒問21
へ

2
望んでいない⇒問
22へ

3
わからない⇒問22
へ

4 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と比べて母子世帯において「望んでいる」と回答した割合が

高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯ともに、「望んでいる」と回答した割合が減少し

ている。 

 

表 88 世帯類型別にみた習い事（学習塾を含む）に通ってみたいと望んでいる状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

214 166 22 22 1 3 0
15.5% 13.9% 24.7% 29.3% 16.7% 23.1% 0.0%

956 849 52 37 5 7 6
69.0% 71.1% 58.4% 49.3% 83.3% 53.8% 75.0%

215 179 15 16 0 3 2
15.5% 15.0% 16.9% 21.3% 0.0% 23.1% 25.0%
1,385 1,194 89 75 6 13 8

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2

1 望んでいる

望んでいない

3 わからない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,705 1,023 450 191 19 18 4

27.0% 23.0% 39.6% 35.4% 23.8% 17.6% 26.7%

2,987 2,282 399 217 35 50 4

47.3% 51.3% 35.2% 40.2% 43.8% 49.0% 26.7%

1,270 873 237 107 20 26 7

20.1% 19.6% 20.9% 19.8% 25.0% 25.5% 46.7%

357 269 49 25 6 8 0

5.6% 6.0% 4.3% 4.6% 7.5% 7.8% 0.0%

6,319 4,447 1,135 540 80 102 15

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
望んでいる⇒問21
へ

2
望んでいない⇒問
22へ

3
わからない⇒問22
へ

4 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 16】 

（問 15で「１．望んでいる」と回答した方にお聞きします。） 

調査対象のお子さんが望んでいるにもかかわらずできない理由についてあてはまるものをすべて

選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「経済的に通わせることができない」と回答した割合が

高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「経済的に通わせることができない」と回答した

割合が減少したのに対し、「通える範囲にない」と回答した割合が増加している。 

 

表 89 収入階層別にみた習い事（学習塾を含む）に通ってみたいと望んでいるができない理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

58 27 23 8
27.1% 33.8% 23.5% 22.2%

97 17 56 24
45.3% 21.3% 57.1% 66.7%

6 3 2 1
2.8% 3.8% 2.0% 2.8%

97 44 39 14
45.3% 55.0% 39.8% 38.9%

55 26 21 8
25.7% 32.5% 21.4% 22.2%

214 80 98 36
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 送迎ができない

5 その他

回答者数計

1 通える範囲にない

2
経済的に通わせること
ができない

3 通う必要がない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

148 57 67 24 104

16.1% 20.8% 15.1% 11.9% 13.2%

496 88 259 149 603

54.0% 32.1% 58.5% 74.1% 76.6%

36 15 18 3 8

3.9% 5.5% 4.1% 1.5% 1.0%

432 118 220 94 407

47.1% 43.1% 49.7% 46.8% 51.7%

201 95 83 23 87

21.9% 34.7% 18.7% 11.4% 11.1%

13 3 7 3 8

1.40% 1.10% 1.60% 1.50% 1.00%

4 送迎ができない

5 その他

6 無回答

1 通える範囲にない

2
経済的に通わせる
ことができない

3 通う必要がない

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 中学２年生と比べて小学５年生では、「送迎ができない」と回答した割合が高い傾向がみられる。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「経済的に通わせることができない」と回

答した割合に減少傾向がみられるのに対し、「通える範囲にない」と回答した割合に増加傾向がみられ

る。 

 

表 90 収入階層別にみた習い事（学習塾を含む）に通ってみたいと望んでいるができない理由（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

39 16 17 6 19 11 6 2
31.5% 38.1% 27.9% 28.6% 21.1% 28.9% 16.2% 13.3%

55 7 34 14 42 10 22 10
44.4% 16.7% 55.7% 66.7% 46.7% 26.3% 59.5% 66.7%

0 0 0 0 6 3 2 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 7.9% 5.4% 6.7%

66 30 29 7 31 14 10 7
53.2% 71.4% 47.5% 33.3% 34.4% 36.8% 27.0% 46.7%

25 12 8 5 30 14 13 3
20.2% 28.6% 13.1% 23.8% 33.3% 36.8% 35.1% 20.0%

124 42 61 21 90 38 37 15
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 通える範囲にない

2
経済的に通わせること
ができない

3 通う必要がない

4 送迎ができない

5 その他

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

67 26 28 13 81 31 39 11

14.4% 21.8% 12.2% 11.2% 17.8% 20.0% 18.2% 12.9%

241 35 124 82 255 53 135 67

51.9% 29.4% 54.1% 70.7% 56.2% 34.2% 63.1% 78.8%

16 5 9 2 20 10 9 1

3.4% 4.2% 3.9% 1.7% 4.4% 6.5% 4.2% 1.2%

267 63 138 66 165 55 82 28

57.5% 52.9% 60.3% 56.9% 36.3% 35.5% 38.3% 32.9%

86 31 41 14 115 64 42 9

18.5% 26.1% 17.9% 12.1% 25.3% 41.3% 19.6% 10.6%

6 1 4 1 7 2 3 2

1.30% 0.80% 1.70% 0.90% 1.50% 1.30% 1.40% 2.40%

計

小学５年生

計

中学２年生

2
経済的に通わせる
ことができない

3 通う必要がない

4 送迎ができない

5 その他

6 無回答

1 通える範囲にない
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と比べて母子世帯において「経済的に通わせることができな

い」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子家庭ともに「経済的に通わせることができない」と

回答した割合が減少している。 

 

表 91 世帯類型別にみた習い事（学習塾を含む）に通ってみたいと望んでいるができない理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

58 45 5 7 1 0 0
27.1% 27.1% 22.7% 31.8% 100.0% 0.0% 0.0%

97 71 11 13 0 2 0
45.3% 42.8% 50.0% 59.1% 0.0% 66.7% 0.0%

6 6 0 0 0 0 0
2.8% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

97 71 13 11 1 1 0
45.3% 42.8% 59.1% 50.0% 100.0% 33.3% 0.0%

55 47 5 3 0 0 0
25.7% 28.3% 22.7% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0%

214 166 22 22 1 3 0
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%

計

小学５年生・中学２年生

送迎ができない

その他

回答者数計

1 通える範囲にない

2
経済的に通わせること
ができない

3 通う必要がない

4

5

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

252 152 64 24 3 9 0

14.8% 14.9% 14.2% 12.6% 15.8% 50.0% 0.0%

1,099 596 342 140 10 8 3

64.5% 58.3% 76.0% 73.3% 52.6% 44.4% 75.0%

44 36 5 1 2 0 0

2.6% 3.5% 1.1% 0.5% 10.5% 0.0% 0.0%

839 445 259 103 15 16 1

49.2% 43.5% 57.6% 53.9% 78.9% 88.9% 25.0%

288 213 49 23 2 1 0

16.9% 20.8% 10.9% 12.0% 10.5% 5.6% 0.0%

21 15 4 1 1 0 0

1.20% 1.50% 0.90% 0.50% 5.30% 0.00% 0.00%
6 無回答

3 通う必要がない

4 送迎ができない

5 その他

1 通える範囲にない

2
経済的に通わせる
ことができない

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 17】 

 調査対象のお子さんは学校が終わってから、普段（月～金曜日）、塾の時間も含めて家庭などで１

日あたりどのくらいの時間、勉強をしているかあてはまるものを１つ選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、中央値以上では「１時間以上、２時間まで」と回答が最も高いのに対し、中

央値未満、中央値 1/2未満では「30分以上、１時間まで」と回答した割合が最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において、1時間以上と回答した割合が減少している。 

 

表 92 収入階層別にみた平日１日あたりの勉強時間 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

33 18 10 5
1.0% 1.0% 0.8% 1.5%
245 145 69 31

7.2% 7.7% 5.8% 9.4%
1,334 778 443 113
39.3% 41.5% 37.2% 34.2%
1,351 728 494 129
39.8% 38.9% 41.4% 39.1%

302 150 119 33
8.9% 8.0% 10.0% 10.0%

75 35 29 11
2.2% 1.9% 2.4% 3.3%

55 19 28 8
1.6% 1.0% 2.3% 2.4%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

5 30分まで

6 まったくしない

7 わからない

2
２時間以上、３時間ま
で

3
１時間以上、２時間ま
で

4 30分以上、１時間まで

1 ３時間以上

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

146 78 49 19 46

1.1% 1.2% 1.0% 1.3% 1.3%

1,107 598 384 125 251

8.6% 9.2% 7.7% 8.9% 6.9%

5,395 2,861 2,010 524 1,162

41.9% 44.3% 40.1% 37.1% 31.8%

4,666 2,274 1,882 510 1,406

36.2% 35.2% 37.5% 36.1% 38.5%

802 340 342 120 449

6.2% 5.3% 6.8% 8.5% 12.3%

220 76 106 38 142

1.7% 1.2% 2.1% 2.7% 3.9%

221 84 101 36 80

1.7% 1.3% 2.0% 2.6% 2.2%

331 154 138 39 116

2.6% 2.4% 2.8% 2.8% 3.2%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 30分まで

6 まったくしない

7 わからない

8 無回答

計

2
２時間以上、３時
間まで

3
１時間以上、２時
間まで

4
30分以上、１時間
まで

1 ３時間以上

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 全ての収入階層において、小学５年生と比べて中学２年生では、１時間以上と回答した割合が高く

なっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、１時間以上と回答した割合に減少傾向が

みられる。 

 

表 93 収入階層別にみた平日１日あたりの勉強時間（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

15 6 6 3 18 12 4 2
0.8% 0.6% 0.9% 1.7% 1.2% 1.4% 0.8% 1.3%

89 50 28 11 156 95 41 20
4.7% 4.9% 4.0% 6.1% 10.5% 11.2% 8.4% 13.3%
698 400 235 63 636 378 208 50

36.5% 38.9% 33.3% 35.0% 42.9% 44.7% 42.7% 33.3%
918 490 355 73 433 238 139 56

48.0% 47.7% 50.4% 40.6% 29.2% 28.2% 28.5% 37.3%
175 76 74 25 127 74 45 8

9.1% 7.4% 10.5% 13.9% 8.6% 8.8% 9.2% 5.3%
12 4 4 4 63 31 25 7

0.6% 0.4% 0.6% 2.2% 4.3% 3.7% 5.1% 4.7%
6 2 3 1 49 17 25 7

0.3% 0.2% 0.4% 0.6% 3.3% 2.0% 5.1% 4.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

5 30分まで

6 まったくしない

7 わからない

2
２時間以上、３時間ま
で

3
１時間以上、２時間ま
で

4 30分以上、１時間まで

1 ３時間以上

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

46 27 12 7 100 51 37 12

0.7% 0.9% 0.5% 1.0% 1.5% 1.5% 1.4% 1.7%

350 195 121 34 757 403 263 91

5.6% 6.2% 4.9% 5.0% 11.5% 12.2% 10.3% 12.6%

2,585 1,372 968 245 2,810 1,489 1,042 279

41.0% 43.5% 39.4% 35.7% 42.6% 45.0% 40.8% 38.5%

2,746 1,337 1,103 306 1,920 937 779 204

43.6% 42.4% 44.9% 44.6% 29.1% 28.3% 30.5% 28.1%

363 141 158 64 439 199 184 56

5.8% 4.5% 6.4% 9.3% 6.7% 6.0% 7.2% 7.7%

37 10 18 9 183 66 88 29

0.6% 0.3% 0.7% 1.3% 2.8% 2.0% 3.4% 4.0%

38 17 17 4 183 67 84 32

0.6% 0.5% 0.7% 0.6% 2.8% 2.0% 3.3% 4.4%

134 58 59 17 197 96 79 22

2.1% 1.8% 2.4% 2.5% 3.0% 2.9% 3.1% 3.0%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 ３時間以上

2
２時間以上、３時
間まで

3
１時間以上、２時
間まで

4
30分以上、１時間
まで

5 30分まで

6 まったくしない

7 わからない

8 無回答

計
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・ 世帯類型別では、２時間以上と回答した割合は、母子世帯と比べて両親のいる世帯において、高く

なっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、１時間以上と回答した割合は減少して

いる。 

 

表 94 世帯類型別にみた平日１日あたりの勉強時間 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

33 29 2 0 1 1 0
1.0% 1.0% 1.1% 0.0% 7.1% 3.2% 0.0%
245 207 18 15 0 3 2

7.2% 6.9% 10.1% 8.4% 0.0% 9.7% 15.4%
1,334 1,186 53 79 5 9 2
39.3% 39.8% 29.6% 44.1% 35.7% 29.0% 15.4%
1,351 1,187 78 61 4 14 7
39.8% 39.8% 43.6% 34.1% 28.6% 45.2% 53.8%

302 256 22 17 3 2 2
8.9% 8.6% 12.3% 9.5% 21.4% 6.5% 15.4%

75 67 4 3 1 0 0
2.2% 2.2% 2.2% 1.7% 7.1% 0.0% 0.0%

55 47 2 4 0 2 0
1.6% 1.6% 1.1% 2.2% 0.0% 6.5% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1

回答者数計

5 30分まで

6 まったくしない

7 わからない

３時間以上

2
２時間以上、３時間ま
で

3
１時間以上、２時間ま
で

4 30分以上、１時間まで

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

192 147 25 14 2 3 1

1.2% 1.2% 1.1% 1.2% 1.5% 1.5% 3.8%

1,358 1,063 171 102 3 17 2

8.2% 8.4% 7.4% 8.7% 2.3% 8.5% 7.7%

6,557 5,268 789 386 42 63 9

39.6% 41.4% 34.3% 33.0% 32.1% 31.7% 34.6%

6,072 4,664 830 446 43 81 8

36.7% 36.7% 36.1% 38.2% 32.8% 40.7% 30.8%

1,251 836 258 115 23 15 4

7.6% 6.6% 11.2% 9.8% 17.6% 7.5% 15.4%

362 197 98 52 8 7 0

2.2% 1.5% 4.3% 4.4% 6.1% 3.5% 0.0%

301 207 61 22 5 5 1

1.8% 1.6% 2.7% 1.9% 3.8% 2.5% 3.8%

447 334 67 32 5 8 1

2.7% 2.6% 2.9% 2.7% 3.8% 4.0% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 ３時間以上

2
２時間以上、３時
間まで

計

6 まったくしない

7 わからない

8 無回答

3
１時間以上、２時
間まで

4
30分以上、１時間
まで

5 30分まで

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 18】 

あなたは調査対象のお子さんに、理想的には、どの段階の学校まで進んでほしいかあてはまるもの

を１つ選択してください。 

 

・ 収入階層別では、収入が高い階層ほど「大学まで」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「大学まで」と回答した割合が増加している。 

 

表 95 収入階層別にみた理想的な進学状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3 1 0 2
0.1% 0.1% 0.0% 0.6%
510 161 244 105

15.0% 8.6% 20.5% 31.8%
33 14 14 5

1.0% 0.7% 1.2% 1.5%
85 36 41 8

2.5% 1.9% 3.4% 2.4%
417 189 188 40

12.3% 10.1% 15.8% 12.1%
1,984 1,280 564 140
58.4% 68.3% 47.3% 42.4%

41 31 6 4
1.2% 1.7% 0.5% 1.2%
101 63 35 3

3.0% 3.4% 2.9% 0.9%
221 98 100 23

6.5% 5.2% 8.4% 7.0%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

7 大学院まで

8 その他

9 特に考えていない

4 短大まで

5 専門学校まで

6 大学まで

1 中学校まで

2 高校まで

3 高専まで

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

6 0 5 1 3

0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%

2,345 708 1,189 448 1,056

18.2% 11.0% 23.7% 31.8% 28.9%

115 49 50 16 31

0.9% 0.8% 1.0% 1.1% 0.8%

355 153 156 46 87

2.8% 2.4% 3.1% 3.3% 2.4%

1,679 651 780 248 591

13.0% 10.1% 15.6% 17.6% 16.2%

6,633 4,050 2,124 459 1,313

51.5% 62.6% 42.4% 32.5% 36.0%

155 114 31 10 33

1.2% 1.8% 0.6% 0.7% 0.9%

234 125 88 21 84

1.8% 1.9% 1.8% 1.5% 2.3%

651 299 278 74 214

5.1% 4.6% 5.5% 5.2% 5.9%

715 316 311 88 240

5.5% 4.9% 6.2% 6.2% 6.6%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7 大学院まで

8 その他

9 特に考えていない

4 短大まで

5 専門学校まで

6 大学まで

10 無回答

計

1 中学校まで

2 高校まで

3 高専まで

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 「大学まで」と回答した割合は、中学２年生と比べて小学５年生において、やや高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、全ての収入階層において「大学まで」と

回答した割合が増加している。 

 

表 96 収入階層別にみた理想的な進学状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2 0 0 2 1 1 0 0
0.1% 0.0% 0.0% 1.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
264 74 134 56 246 87 110 49

13.8% 7.2% 19.0% 31.1% 16.6% 10.3% 22.6% 32.7%
16 8 5 3 17 6 9 2

0.8% 0.8% 0.7% 1.7% 1.1% 0.7% 1.8% 1.3%
48 19 24 5 37 17 17 3

2.5% 1.8% 3.4% 2.8% 2.5% 2.0% 3.5% 2.0%
211 97 99 15 206 92 89 25

11.0% 9.4% 14.0% 8.3% 13.9% 10.9% 18.3% 16.7%
1,143 709 353 81 841 571 211 59
59.7% 69.0% 50.1% 45.0% 56.7% 67.6% 43.3% 39.3%

16 11 4 1 25 20 2 3
0.8% 1.1% 0.6% 0.6% 1.7% 2.4% 0.4% 2.0%

59 39 19 1 42 24 16 2
3.1% 3.8% 2.7% 0.6% 2.8% 2.8% 3.3% 1.3%
154 71 67 16 67 27 33 7

8.1% 6.9% 9.5% 8.9% 4.5% 3.2% 6.8% 4.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

9 特に考えていない

回答者数計

6 大学まで

7 大学院まで

8 その他

高校まで

3 高専まで

4 短大まで

5 専門学校まで

1 中学校まで

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4 0 3 1 2 0 2 0

0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

1,070 331 531 208 1,275 377 658 240

17.0% 10.5% 21.6% 30.3% 19.4% 11.4% 25.7% 33.1%

51 22 22 7 64 27 28 9

0.8% 0.7% 0.9% 1.0% 1.0% 0.8% 1.1% 1.2%

179 78 79 22 176 75 77 24

2.8% 2.5% 3.2% 3.2% 2.7% 2.3% 3.0% 3.3%

779 296 374 109 900 355 406 139

12.4% 9.4% 15.2% 15.9% 13.7% 10.7% 15.9% 19.2%

3,323 2,012 1,065 246 3,310 2,038 1,059 213

52.8% 63.7% 43.4% 35.9% 50.2% 61.6% 41.4% 29.4%

73 51 18 4 82 63 13 6

1.2% 1.6% 0.7% 0.6% 1.2% 1.9% 0.5% 0.8%

113 61 44 8 121 64 44 13

1.8% 1.9% 1.8% 1.2% 1.8% 1.9% 1.7% 1.8%

376 170 162 44 275 129 116 30

6.0% 5.4% 6.6% 6.4% 4.2% 3.9% 4.5% 4.1%

331 136 158 37 384 180 153 51

5.3% 4.3% 6.4% 5.4% 5.8% 5.4% 6.0% 7.0%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 中学校まで

2 高校まで

3 高専まで

4 短大まで

5 専門学校まで

6 大学まで

7 大学院まで

8 その他

9 特に考えていない

10 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、「大学まで」と回答した割合は、母子世帯と比べて両親のいる世帯において、

やや高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての世帯類型において、「大学まで」と回答した割合が増加している。 

 

表 97 世帯類型別にみた理想的な進学状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3 3 0 0 0 0 0
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
510 433 35 30 2 5 5

15.0% 14.5% 19.6% 16.8% 14.3% 16.1% 38.5%
33 28 2 1 0 2 0

1.0% 0.9% 1.1% 0.6% 0.0% 6.5% 0.0%
85 77 2 4 0 1 1

2.5% 2.6% 1.1% 2.2% 0.0% 3.2% 7.7%
417 361 27 23 1 3 2

12.3% 12.1% 15.1% 12.8% 7.1% 9.7% 15.4%
1,984 1,756 101 98 9 17 3
58.4% 58.9% 56.4% 54.7% 64.3% 54.8% 23.1%

41 38 1 2 0 0 0
1.2% 1.3% 0.6% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0%
101 96 0 3 1 1 0

3.0% 3.2% 0.0% 1.7% 7.1% 3.2% 0.0%
221 187 11 18 1 2 2

6.5% 6.3% 6.1% 10.1% 7.1% 6.5% 15.4%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 中学校まで

2 高校まで

9 特に考えていない

回答者数計

6 大学まで

7 大学院まで

8 その他

3 高専まで

4 短大まで

5 専門学校まで

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

9 7 0 2 0 0 0

0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

3,401 2,421 567 304 36 63 10

20.6% 19.0% 24.7% 26.0% 27.5% 31.7% 38.5%

146 108 18 11 3 5 1

0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 2.3% 2.5% 3.8%

442 355 44 34 3 6 0

2.7% 2.8% 1.9% 2.9% 2.3% 3.0% 0.0%

2,270 1,639 389 188 20 30 4

13.7% 12.9% 16.9% 16.1% 15.3% 15.1% 15.4%

7,946 6,425 931 457 51 72 10

48.0% 50.5% 40.5% 39.1% 38.9% 36.2% 38.5%

188 148 23 14 1 2 0

1.1% 1.2% 1.0% 1.2% 0.8% 1.0% 0.0%

318 245 53 18 1 1 0

1.9% 1.9% 2.3% 1.5% 0.8% 0.5% 0.0%

865 662 121 69 5 8 0

5.2% 5.2% 5.3% 5.9% 3.8% 4.0% 0.0%

955 706 153 72 11 12 1

5.8% 5.6% 6.7% 6.2% 8.4% 6.0% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 中学校まで

2 高校まで

3 高専まで

10 無回答

計

7 大学院まで

8 その他

9 特に考えていない

4 短大まで

5 専門学校まで

6 大学まで

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 19】 

 あなたは調査対象のお子さんが、現実的には、どの段階の学校まで進むと考えているかあてはまる

ものを１つ選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「大学まで」と回答した割合が高く、収入が低い階層ほ

ど「高校まで」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「大学まで」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 98 収入階層別にみた現実的な進学状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 
  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

7 3 0 4
0.2% 0.2% 0.0% 1.2%
832 310 379 143

24.5% 16.6% 31.8% 43.3%
36 18 11 7

1.1% 1.0% 0.9% 2.1%
79 37 38 4

2.3% 2.0% 3.2% 1.2%
571 265 252 54

16.8% 14.1% 21.1% 16.4%
1,560 1,087 392 81
45.9% 58.0% 32.9% 24.5%

23 18 2 3
0.7% 1.0% 0.2% 0.9%

43 26 14 3
1.3% 1.4% 1.2% 0.9%
244 109 104 31

7.2% 5.8% 8.7% 9.4%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

7 大学院まで

8 その他

9 特に考えていない

4 短大まで

5 専門学校まで

6 大学まで

1 中学校まで

2 高校まで

3 高専まで

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

43 11 19 13 53

0.3% 0.2% 0.4% 0.9% 1.5%

4,204 1,399 2,099 706 1,876

32.6% 21.6% 41.9% 50.0% 51.4%

106 36 53 17 32

0.8% 0.6% 1.1% 1.2% 0.9%

358 168 148 42 62

2.8% 2.6% 3.0% 3.0% 1.7%

2,220 1,012 957 251 547

17.2% 15.7% 19.1% 17.8% 15.0%

4,863 3,301 1,297 265 688

37.7% 51.1% 25.9% 18.8% 18.8%

71 50 16 5 12

0.6% 0.8% 0.3% 0.4% 0.3%

175 86 73 16 75

1.4% 1.3% 1.5% 1.1% 2.1%

447 212 177 58 171

3.5% 3.3% 3.5% 4.1% 4.7%

401 190 173 38 136

3.1% 2.9% 3.5% 2.7% 3.7%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7 大学院まで

8 その他

9 特にない

10 無回答

計

4 短大まで

5 専門学校まで

6 大学まで

1 中学校まで

2 高校まで

3 高専まで

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯



97 

・ 小学５年生、中学２年生ともに、収入が高い階層ほど「大学まで」と回答した割合が高くなってい

る。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「大学まで」と回答した割合が高くなって

いる。 

 

表 99 収入階層別にみた現実的な進学状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4 2 0 2 3 1 0 2
0.2% 0.2% 0.0% 1.1% 0.2% 0.1% 0.0% 1.3%
470 173 221 76 362 137 158 67

24.6% 16.8% 31.3% 42.2% 24.4% 16.2% 32.4% 44.7%
17 10 3 4 19 8 8 3

0.9% 1.0% 0.4% 2.2% 1.3% 0.9% 1.6% 2.0%
41 13 25 3 38 24 13 1

2.1% 1.3% 3.5% 1.7% 2.6% 2.8% 2.7% 0.7%
305 137 142 26 266 128 110 28

15.9% 13.3% 20.1% 14.4% 17.9% 15.1% 22.6% 18.7%
868 595 227 46 692 492 165 35

45.4% 57.9% 32.2% 25.6% 46.7% 58.2% 33.9% 23.3%
7 6 0 1 16 12 2 2

0.4% 0.6% 0.0% 0.6% 1.1% 1.4% 0.4% 1.3%
22 14 7 1 21 12 7 2

1.2% 1.4% 1.0% 0.6% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3%
179 78 80 21 65 31 24 10

9.4% 7.6% 11.3% 11.7% 4.4% 3.7% 4.9% 6.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

中学２年生

計

小学５年生

回答者数計

2 高校まで

3

1 中学校まで

7 大学院まで

8 その他

9 特に考えていない

高専まで

4 短大まで

5 専門学校まで

6 大学まで

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

14 4 7 3 29 7 12 10

0.2% 0.1% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2% 0.5% 1.4%

2,001 648 1,003 350 2,203 751 1,096 356

31.8% 20.5% 40.8% 51.0% 33.4% 22.7% 42.9% 49.1%

54 15 32 7 52 21 21 10

0.9% 0.5% 1.3% 1.0% 0.8% 0.6% 0.8% 1.4%

175 85 71 19 183 83 77 23

2.8% 2.7% 2.9% 2.8% 2.8% 2.5% 3.0% 3.2%

1,004 460 442 102 1,216 552 515 149

15.9% 14.6% 18.0% 14.9% 18.5% 16.7% 20.1% 20.6%

2,446 1,656 647 143 2,417 1,645 650 122

38.8% 52.5% 26.3% 20.8% 36.7% 49.7% 25.4% 16.8%

35 22 9 4 36 28 7 1

0.6% 0.7% 0.4% 0.6% 0.5% 0.8% 0.3% 0.1%

87 44 38 5 88 42 35 11

1.4% 1.4% 1.5% 0.7% 1.3% 1.3% 1.4% 1.5%

287 137 113 37 160 75 64 21

4.6% 4.3% 4.6% 5.4% 2.4% 2.3% 2.5% 2.9%

196 86 94 16 205 104 79 22

3.1% 2.7% 3.8% 2.3% 3.1% 3.1% 3.1% 3.0%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 中学校まで

2 高校まで

3 高専まで

4 短大まで

5 専門学校まで

6 大学まで

7 大学院まで

8 その他

9 特にない

10 無回答

計
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・ 世帯類型にみると、「大学まで」と回答した割合は、母子世帯と比べて両親のいる世帯において、高

くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに「大学まで」と回答した割合が増加して

いる。 

 

表 100 世帯類型別にみた現実的な進学状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

7 6 0 1 0 0 0
0.2% 0.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
832 684 62 62 8 9 7

24.5% 23.0% 34.6% 34.6% 57.1% 29.0% 53.8%
36 33 1 1 0 1 0

1.1% 1.1% 0.6% 0.6% 0.0% 3.2% 0.0%
79 76 1 1 0 0 1

2.3% 2.6% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 7.7%
571 497 35 31 1 5 2

16.8% 16.7% 19.6% 17.3% 7.1% 16.1% 15.4%
1,560 1,411 63 66 5 14 1
45.9% 47.4% 35.2% 36.9% 35.7% 45.2% 7.7%

23 21 1 1 0 0 0
0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

43 38 2 2 0 0 1
1.3% 1.3% 1.1% 1.1% 0.0% 0.0% 7.7%
244 213 14 14 0 2 1

7.2% 7.2% 7.8% 7.8% 0.0% 6.5% 7.7%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

8 その他

9 特に考えていない

回答者数計

5 専門学校まで

6 大学まで

1 中学校まで

7 大学院まで

2 高校まで

3 高専まで

4 短大まで

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

96 49 30 14 1 1 1

0.6% 0.4% 1.3% 1.2% 0.8% 0.5% 3.8%

6,080 4,248 1,118 540 60 102 12

36.8% 33.4% 48.6% 46.2% 45.8% 51.3% 46.2%

138 100 19 13 2 3 1

0.8% 0.8% 0.8% 1.1% 1.5% 1.5% 3.8%

420 353 37 25 3 2 0

2.5% 2.8% 1.6% 2.1% 2.3% 1.0% 0.0%

2,767 2,151 359 195 24 34 4

16.7% 16.9% 15.6% 16.7% 18.3% 17.1% 15.4%

5,551 4,704 493 274 28 45 7

33.6% 37.0% 21.4% 23.4% 21.4% 22.6% 26.9%

83 74 8 1 0 0 0

0.5% 0.6% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

250 185 47 15 1 1 1

1.5% 1.5% 2.0% 1.3% 0.8% 0.5% 3.8%

618 451 104 54 3 6 0

3.7% 3.5% 4.5% 4.6% 2.3% 3.0% 0.0%

537 401 84 38 9 5 0

3.2% 3.2% 3.7% 3.3% 6.9% 2.5% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 中学校まで

2 高校まで

9 特にない

10 無回答

計

6 大学まで

7 大学院まで

8 その他

3 高専まで

4 短大まで

5 専門学校まで

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 20】 

あなたが問 19のようにお考えになる理由は何ですか。あてはまるものを１つ選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「お子さんが希望しているから」と回答した割合が高い

のに対し、収入が低い階層ほど「経済的な事情から」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての階層において「お子さんが希望しているから」と回答した割合が増

加している。 

 

表 101 収入階層別にみた現実的な進学状況について回答した理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,325 794 417 114
39.0% 42.4% 35.0% 34.5%

715 398 249 68
21.1% 21.2% 20.9% 20.6%

509 324 160 25
15.0% 17.3% 13.4% 7.6%

271 66 142 63
8.0% 3.5% 11.9% 19.1%

4 3 1 0
0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
265 147 93 25

7.8% 7.8% 7.8% 7.6%
306 141 130 35

9.0% 7.5% 10.9% 10.6%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7 特に理由はない

回答者数計

4 経済的な事情から

5
他の家族の理解が得ら
れないから

6 その他

1
お子さんが希望してい
るから

2 一般的な進路だから

3
お子さんの学力にあっ
ているから

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4,396 2,457 1,544 395 905

34.1% 38.0% 30.8% 28.0% 24.8%

2,658 1,369 1,020 269 635

20.6% 21.2% 20.4% 19.1% 17.4%

2,147 1,164 806 177 403

16.7% 18.0% 16.1% 12.5% 11.0%

1,283 281 706 296 1,017

10.0% 4.3% 14.1% 21.0% 27.8%

13 9 4 0 1

0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

923 504 337 82 261

7.2% 7.8% 6.7% 5.8% 7.1%

1,173 546 473 154 338

9.1% 8.4% 9.4% 10.9% 9.3%

295 135 122 38 92

2.3% 2.1% 2.4% 2.7% 2.5%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7 特に理由はない

4 経済的な事情から

5
他の家族の理解が
得られないから

6 その他

8 無回答

計

1
お子さんが希望し
ているから

2
一般的な進路だか
ら

3
お子さんの学力に
あっているから

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯



100 

・ 全ての収入階層において、「お子さんが希望しているから」と回答した割合は、小学５年生と比べて

中学２年生が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「お子さんが希望しているから」と回答し

た割合が増加している。 

 

表 102 収入階層別にみた現実的な進学状況について回答した理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

600 358 199 43 725 436 218 71
31.4% 34.8% 28.2% 23.9% 48.9% 51.6% 44.8% 47.3%

473 265 165 43 242 133 84 25
24.7% 25.8% 23.4% 23.9% 16.3% 15.7% 17.2% 16.7%

277 173 89 15 232 151 71 10
14.5% 16.8% 12.6% 8.3% 15.7% 17.9% 14.6% 6.7%

174 38 98 38 97 28 44 25
9.1% 3.7% 13.9% 21.1% 6.5% 3.3% 9.0% 16.7%

4 3 1 0 0 0 0 0
0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
174 95 64 15 91 52 29 10

9.1% 9.2% 9.1% 8.3% 6.1% 6.2% 6.0% 6.7%
211 96 89 26 95 45 41 9

11.0% 9.3% 12.6% 14.4% 6.4% 5.3% 8.4% 6.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

6 その他

7 特に理由はない

回答者数計

一般的な進路だから

3
お子さんの学力にあっ
ているから

4 経済的な事情から

5
他の家族の理解が得ら
れないから

お子さんが希望してい
るから

1

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,723 999 578 146 2,673 1,458 966 249

27.4% 31.6% 23.5% 21.3% 40.6% 44.1% 37.8% 34.3%

1,576 804 602 170 1,082 565 418 99

25.0% 25.5% 24.5% 24.8% 16.4% 17.1% 16.4% 13.7%

920 512 345 63 1,227 652 461 114

14.6% 16.2% 14.0% 9.2% 18.6% 19.7% 18.0% 15.7%

687 145 379 163 596 136 327 133

10.9% 4.6% 15.4% 23.8% 9.0% 4.1% 12.8% 18.3%

5 3 2 0 8 6 2 0

0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%

514 286 190 38 409 218 147 44

8.2% 9.1% 7.7% 5.5% 6.2% 6.6% 5.8% 6.1%

721 335 295 91 452 211 178 63

11.4% 10.6% 12.0% 13.3% 6.9% 6.4% 7.0% 8.7%

153 73 65 15 142 62 57 23

2.4% 2.3% 2.6% 2.2% 2.2% 1.9% 2.2% 3.2%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1
お子さんが希望し
ているから

2
一般的な進路だか
ら

3
お子さんの学力に
あっているから

4 経済的な事情から

5
他の家族の理解が
得られないから

6 その他

7 特に理由はない

8 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯と比べて両親のいる世帯において「お子さんが希望しているから」

と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての世帯類型において「お子さんが希望しているから」と回答した割合

が増加しており、特に「母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）」において大きく増加している。 

 

表 103 世帯類型別にみた現実的な進学状況について回答した理由 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,325 1,172 66 67 4 9 7
39.0% 39.3% 36.9% 37.4% 28.6% 29.0% 53.8%

715 646 28 32 4 5 0
21.1% 21.7% 15.6% 17.9% 28.6% 16.1% 0.0%

509 457 22 21 4 4 1
15.0% 15.3% 12.3% 11.7% 28.6% 12.9% 7.7%

271 199 32 30 0 8 2
8.0% 6.7% 17.9% 16.8% 0.0% 25.8% 15.4%

4 4 0 0 0 0 0
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
265 238 10 13 1 2 1

7.8% 8.0% 5.6% 7.3% 7.1% 6.5% 7.7%
306 263 21 16 1 3 2

9.0% 8.8% 11.7% 8.9% 7.1% 9.7% 15.4%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

7 特に理由はない

回答者数計

4 経済的な事情から

5
他の家族の理解が得ら
れないから

6 その他

1
お子さんが希望してい
るから

2 一般的な進路だから

3
お子さんの学力にあっ
ているから

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

5,301 4,254 574 364 29 72 8

32.0% 33.5% 25.0% 31.1% 22.1% 36.2% 30.8%

3,293 2,647 364 196 34 46 6

19.9% 20.8% 15.8% 16.8% 26.0% 23.1% 23.1%

2,550 2,098 264 147 14 26 1

15.4% 16.5% 11.5% 12.6% 10.7% 13.1% 3.8%

2,300 1,335 648 260 24 27 6

13.9% 10.5% 28.2% 22.2% 18.3% 13.6% 23.1%

14 14 0 0 0 0 0

0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1,184 914 179 81 4 4 2

7.2% 7.2% 7.8% 6.9% 3.1% 2.0% 7.7%

1,511 1,155 217 94 24 18 3

9.1% 9.1% 9.4% 8.0% 18.3% 9.0% 11.5%

387 299 53 27 2 6 0

2.3% 2.4% 2.3% 2.3% 1.5% 3.0% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
お子さんが希望し
ているから

8 無回答

計

5
他の家族の理解が
得られないから

6 その他

7 特に理由はない

2
一般的な進路だか
ら

3
お子さんの学力に
あっているから

4 経済的な事情から

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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【保護者調査票 問 26】 

お子さんのことに関して心配なことは何ですか。あてはまるものをすべて選択してください。 

（「12．特にない」を選んだ場合は、他の選択肢を選ばないでください。） 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「子どもの学習や進路」と回答した割合が高くなってい

る。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「子どもの学習や進路」と回答した割合が減少し

ており、中央値以上、中央値未満において「子どもの人間関係」と回答した割合が増加している。 

表 104 収入階層別にみた子どものことに関して心配なこと 

 
【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

263 147 93 23
7.7% 7.8% 7.8% 7.0%
259 124 99 36

7.6% 6.6% 8.3% 10.9%
283 136 114 33

8.3% 7.3% 9.6% 10.0%
564 291 211 62

16.6% 15.5% 17.7% 18.8%
312 173 108 31

9.2% 9.2% 9.1% 9.4%
1,323 739 469 115
39.0% 39.5% 39.3% 34.8%
1,670 885 606 179
49.2% 47.3% 50.8% 54.2%

150 71 60 19
4.4% 3.8% 5.0% 5.8%
207 110 71 26

6.1% 5.9% 6.0% 7.9%
86 43 35 8

2.5% 2.3% 2.9% 2.4%
115 70 34 11

3.4% 3.7% 2.9% 3.3%
825 489 270 66

24.3% 26.1% 22.7% 20.0%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

10
子どもの非行や不良行
為

11 その他

12 特にない

7 子どもの学習や進路

8
子どもの不登校やひき
こもり

9 いじめ

4 子どもの発達やしつけ

5 学校（教師）との関係

6 子どもの人間関係

1
子どもとの団らんの時
間がとれない

2 親子関係

3 子どもの病気・障がい

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,126 609 393 124 451

8.7% 9.4% 7.8% 8.8% 12.3%

988 467 385 136 448

7.7% 7.2% 7.7% 9.6% 12.3%

853 373 353 127 403

6.6% 5.8% 7.0% 9.0% 11.0%

2,250 1,099 867 284 959

17.5% 17.0% 17.3% 20.1% 26.3%

1,439 737 537 165 434

11.2% 11.4% 10.7% 11.7% 11.9%

4,643 2,320 1,799 524 1,433

36.0% 35.9% 35.9% 37.1% 39.2%

7,433 3,666 2,950 817 2,105

57.7% 56.7% 58.9% 57.9% 57.6%

568 257 235 76 268

4.4% 4.0% 4.7% 5.4% 7.3%

1,501 712 606 183 567

11.6% 11.0% 12.1% 13.0% 15.5%

446 197 187 62 203

3.5% 3.0% 3.7% 4.4% 5.6%

384 213 144 27 120

3.0% 3.3% 2.9% 1.9% 3.3%

2,560 1,310 971 279 600

19.9% 20.3% 19.4% 19.8% 16.4%

273 125 113 35 72

2.1% 1.9% 2.3% 2.5% 2.0%

4
子どもの発達やし
つけ

5

7
子どもの学習や進
路

8
子どもの不登校や
ひきこもり

9 いじめ

13 無回答

学校（教師）との
関係

6 子どもの人間関係

1
子どもとの団らん
の時間がとれない

2 親子関係

3
子どもの病気・障
がい

10
子どもの非行や不
良行為

11 その他

12 特にない

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯
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・ 全ての収入階層において、小学５年生と比べて中学２年生において、「子どもの学習や進路」と回答

した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「子どもの学習や進路」と回答した割合が

減少している一方で、収入が高い階層ほど「子どもの人間関係」と回答した割合が増加している。 

 

表 105 収入階層別にみた子どものことに関して心配なこと（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

185 103 67 15 78 44 26 8
9.7% 10.0% 9.5% 8.3% 5.3% 5.2% 5.3% 5.3%
143 69 51 23 116 55 48 13

7.5% 6.7% 7.2% 12.8% 7.8% 6.5% 9.9% 8.7%
153 72 63 18 130 64 51 15

8.0% 7.0% 8.9% 10.0% 8.8% 7.6% 10.5% 10.0%
373 181 149 43 191 110 62 19

19.5% 17.6% 21.1% 23.9% 12.9% 13.0% 12.7% 12.7%
176 96 63 17 136 77 45 14

9.2% 9.3% 8.9% 9.4% 9.2% 9.1% 9.2% 9.3%
804 434 308 62 519 305 161 53

42.0% 42.2% 43.7% 34.4% 35.0% 36.1% 33.1% 35.3%
819 407 323 89 851 478 283 90

42.8% 39.6% 45.8% 49.4% 57.4% 56.6% 58.1% 60.0%
82 41 35 6 68 30 25 13

4.3% 4.0% 5.0% 3.3% 4.6% 3.6% 5.1% 8.7%
144 75 52 17 63 35 19 9

7.5% 7.3% 7.4% 9.4% 4.3% 4.1% 3.9% 6.0%
62 31 23 8 24 12 12 0

3.2% 3.0% 3.3% 4.4% 1.6% 1.4% 2.5% 0.0%
77 47 21 9 38 23 13 2

4.0% 4.6% 3.0% 5.0% 2.6% 2.7% 2.7% 1.3%
487 284 165 38 338 205 105 28

25.5% 27.6% 23.4% 21.1% 22.8% 24.3% 21.6% 18.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

9 いじめ

10
子どもの非行や不良行
為

11 その他

6 子どもの人間関係

7 子どもの学習や進路

8
子どもの不登校やひき
こもり

親子関係

3 子どもの病気・障がい

4 子どもの発達やしつけ

5 学校（教師）との関係

1
子どもとの団らんの時
間がとれない

2

12 特にない

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

625 338 221 66 501 271 172 58

9.9% 10.7% 9.0% 9.6% 7.6% 8.2% 6.7% 8.0%

516 244 192 80 472 223 193 56

8.2% 7.7% 7.8% 11.7% 7.2% 6.7% 7.6% 7.7%

436 188 186 62 417 185 167 65

6.9% 6.0% 7.6% 9.0% 6.3% 5.6% 6.5% 9.0%

1,364 675 529 160 886 424 338 124

21.7% 21.4% 21.5% 23.3% 13.4% 12.8% 13.2% 17.1%

622 317 235 70 817 420 302 95

9.9% 10.0% 9.6% 10.2% 12.4% 12.7% 11.8% 13.1%

2,461 1,216 967 278 2,182 1,104 832 246

39.1% 38.5% 39.4% 40.5% 33.1% 33.4% 32.6% 33.9%

3,146 1,544 1,251 351 4,287 2,122 1,699 466

49.9% 48.9% 50.9% 51.2% 65.1% 64.1% 66.5% 64.3%

312 140 133 39 256 117 102 37

5.0% 4.4% 5.4% 5.7% 3.9% 3.5% 4.0% 5.1%

896 415 368 113 605 297 238 70

14.2% 13.1% 15.0% 16.5% 9.2% 9.0% 9.3% 9.7%

271 120 111 40 175 77 76 22

4.3% 3.8% 4.5% 5.8% 2.7% 2.3% 3.0% 3.0%

172 98 65 9 212 115 79 18

2.7% 3.1% 2.6% 1.3% 3.2% 3.5% 3.1% 2.5%

1,394 718 526 150 1,166 592 445 129

22.1% 22.7% 21.4% 21.9% 17.7% 17.9% 17.4% 17.8%

154 67 68 19 119 58 45 16

2.4% 2.1% 2.8% 2.8% 1.8% 1.8% 1.8% 2.2%

計

小学５年生

計

中学２年生

3
子どもの病気・障
がい

4
子どもの発達やし
つけ

5
学校（教師）との
関係

6 子どもの人間関係

7
子どもの学習や進
路

8

1
子どもとの団らん
の時間がとれない

2 親子関係

子どもの不登校や
ひきこもり

9 いじめ

10
子どもの非行や不
良行為

11 その他

12 特にない

13 無回答



104 

・ 世帯類型にみると、両親がいる世帯、母子世帯ともに、「子どもの学習や進路」と回答した割合が最

も高く、両親のいる世帯と比べて母子世帯において、特に高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯ともに、「子どもの学習や進路」と回答した割合

が減少している。 

表 106 世帯類型別にみた子どものことに関して心配なこと 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

263 219 25 14 2 2 1
7.7% 7.4% 14.0% 7.8% 14.3% 6.5% 7.7%
259 202 27 18 4 5 3

7.6% 6.8% 15.1% 10.1% 28.6% 16.1% 23.1%
283 246 18 17 0 2 0

8.3% 8.3% 10.1% 9.5% 0.0% 6.5% 0.0%
564 481 35 36 2 7 3

16.6% 16.1% 19.6% 20.1% 14.3% 22.6% 23.1%
312 276 13 21 1 0 1

9.2% 9.3% 7.3% 11.7% 7.1% 0.0% 7.7%
1,323 1,165 74 65 6 9 4
39.0% 39.1% 41.3% 36.3% 42.9% 29.0% 30.8%
1,670 1,453 98 97 4 15 3
49.2% 48.8% 54.7% 54.2% 28.6% 48.4% 23.1%

150 123 10 12 2 3 0
4.4% 4.1% 5.6% 6.7% 14.3% 9.7% 0.0%
207 178 15 12 1 0 1

6.1% 6.0% 8.4% 6.7% 7.1% 0.0% 7.7%
86 71 8 4 1 1 1

2.5% 2.4% 4.5% 2.2% 7.1% 3.2% 7.7%
115 100 6 7 0 2 0

3.4% 3.4% 3.4% 3.9% 0.0% 6.5% 0.0%
825 744 32 33 2 9 5

24.3% 25.0% 17.9% 18.4% 14.3% 29.0% 38.5%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1
子どもとの団らんの時
間がとれない

8
子どもの不登校やひき
こもり

9 いじめ

10
子どもの非行や不良行
為

5 学校（教師）との関係

6 子どもの人間関係

7 子どもの学習や進路

2 親子関係

3 子どもの病気・障がい

4 子どもの発達やしつけ

11 その他

12 特にない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,577 1,011 361 155 22 27 1

9.5% 8.0% 15.7% 13.3% 16.8% 13.6% 3.8%

1,436 965 280 142 20 25 4

8.7% 7.6% 12.2% 12.1% 15.3% 12.6% 15.4%

1,256 881 252 100 8 13 2

7.6% 6.9% 11.0% 8.6% 6.1% 6.5% 7.7%

3,209 2,276 595 264 33 39 2

19.4% 17.9% 25.9% 22.6% 25.2% 19.6% 7.7%

1,873 1,414 275 160 11 12 1

11.3% 11.1% 12.0% 13.7% 8.4% 6.0% 3.8%

6,076 4,614 885 474 38 59 6

36.7% 36.3% 38.5% 40.5% 29.0% 29.6% 23.1%

9,538 7,257 1,408 697 62 105 9

57.7% 57.1% 61.2% 59.6% 47.3% 52.8% 34.6%

836 550 181 81 13 11 0

5.1% 4.3% 7.9% 6.9% 9.9% 5.5% 0.0%

2,068 1,494 370 160 20 22 2

12.5% 11.7% 16.1% 13.7% 15.3% 11.1% 7.7%

649 412 154 63 8 11 1

3.9% 3.2% 6.7% 5.4% 6.1% 5.5% 3.8%

504 366 93 40 1 3 1

3.0% 2.9% 4.0% 3.4% 0.8% 1.5% 3.8%

3,160 2,564 332 189 32 37 6

19.1% 20.2% 14.4% 16.2% 24.4% 18.6% 23.1%

345 264 42 23 3 11 2

2.1% 2.1% 1.8% 2.0% 2.3% 5.5% 7.7%

1
子どもとの団らん
の時間がとれない

2 親子関係

9 いじめ

10
子どもの非行や不
良行為

11 その他

6 子どもの人間関係

7
子どもの学習や進
路

8
子どもの不登校や
ひきこもり

3
子どもの病気・障
がい

4
子どもの発達やし
つけ

5
学校（教師）との
関係

12 特にない

13 無回答

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯
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８ 子ども自身の状況 

 

【児童生徒調査票 問４】 

あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つえらぶ） 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに、「とても幸せだと思う」または「幸せだと思う」と回答した割合は

９割を超えているが、「とても幸せだと思う」と回答した割合は、中学２年生において小学５年生が高

くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「とても幸せだと思う」と回答した割合は、小学５年生、中学２年生ともに

増加している。 

 

表 107 幸福感の状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

計 小学５年生 中学２年生

5,072 2,727 2,345

47.6% 50.8% 44.3%

4,617 2,119 2,498

43.3% 39.5% 47.1%

761 400 361

7.1% 7.5% 6.8%

212 118 94

2.0% 2.2% 1.8%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

2 幸せだと思う

3 あまり幸せだと思わない

4 幸せだと思わない

小学５年生・中学２年生

1 とても幸せだと思う

小学５年生 中学２年生

5,646 3,061 2,585
43.8% 48.6% 39.2%
5,568 2,521 3,047
43.2% 40.0% 46.2%

828 379 449
6.4% 6.0% 6.8%
212 84 128

1.6% 1.3% 1.9%
634 254 380

4.9% 4.0% 5.8%
12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

1 とても幸せだと思う

計

小学５年生・中学２年生

2 幸せだと思う

3
あまり幸せだと思わな
い

4 幸せだと思わない

5 無回答

計
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは次のことについて、どのくらいあてはまると思っていますか。 

（（1）から（8）について、それぞれ１つえらぶ） 

(１) 毎日が充実していると思う 

 

・ 「あてはまる」と回答した割合、「あてはまる」または「どちらかといえば、あてはまる」と回答し

た割合ともに、中学２年生と比べて小学５年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「あてはまる」と回答した割合が増加して

いる。  

 

表 108 次のことについて、どのくらいあてはまると思うか〈毎日が充実していると思う〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

5,316 2,811 2,505

49.9% 52.4% 47.3%

4,381 2,126 2,255

41.1% 39.6% 42.6%

778 333 445

7.3% 6.2% 8.4%

187 94 93

1.8% 1.8% 1.8%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかといえば、あて
はまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

1 あてはまる

小学５年生 中学２年生

5,474 2,748 2,726
42.5% 43.6% 41.4%
5,706 2,755 2,951
44.3% 43.7% 44.8%
1,150 528 622
8.9% 8.4% 9.4%
275 116 159
2.1% 1.8% 2.4%
283 152 131
2.2% 2.4% 2.0%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

2
どちらかといえば、あ
てはまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

5 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生

1 あてはまる
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは次のことについて、どのくらいあてはまると思っていますか。 

（（1）から（8）について、それぞれ１つえらぶ） 

(２)  頑張れば、できるようになることもある 

 

・ 「あてはまる」と回答した割合、「あてはまる」「どちらかといえば、あてはまる」と回答した割合

ともに、中学２年生と比べて小学５年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「あてはまる」と回答した割合が増加して

いる。 

 

表 109 次のことについて、どのくらいあてはまると思うか〈頑張れば、できるようになることもある〉 

 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

6,853 3,646 3,207

64.3% 68.0% 60.5%

3,263 1,471 1,792

30.6% 27.4% 33.8%

399 179 220

3.7% 3.3% 4.2%

147 68 79

1.4% 1.3% 1.5%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

2
どちらかといえば、あて
はまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

計

小学５年生・中学２年生

1 あてはまる

小学５年生 中学２年生

7,507 4,006 3,501

58.2% 63.6% 53.1%

4,363 1,911 2,452

33.9% 30.3% 37.2%

613 203 410

4.8% 3.2% 6.2%

159 51 108

1.2% 0.8% 1.6%

246 128 118

1.9% 2.0% 1.8%

12,888 6,299 6,589

100.0% 100.0% 100.0%

5 無回答

計

2
どちらかといえば、あ
てはまる

3
どちらかといえば、あては
まらない

4 あてはまらない

小学５年生・中学２年生

1 あてはまる

計
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは次のことについて、どのくらいあてはまると思っていますか。 

（（1）から（8）について、それぞれ１つえらぶ） 

(３) 人の役に立つ 

 

・ 「あてはまる」と回答した割合は、小学５年生、中学２年生ともに３割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「あてはまる」と回答した割合が増加して

いる。 

 

表 110 次のことについて、どのくらいあてはまると思うか〈人の役に立つ〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

3,551 1,754 1,797

33.3% 32.7% 33.9%

5,298 2,723 2,575

49.7% 50.8% 48.6%

1,391 669 722

13.0% 12.5% 13.6%

422 218 204

4.0% 4.1% 3.9%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかといえば、あて
はまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

1 あてはまる

小学５年生 中学２年生

3,243 1,689 1,554
25.2% 26.8% 23.6%
6,624 3,262 3,362
51.4% 51.8% 51.0%
2,174 949 1,225
16.9% 15.1% 18.6%

527 230 297
4.1% 3.7% 4.5%
320 169 151
2.5% 2.7% 2.3%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

1 あてはまる

2
どちらかといえば、あ
てはまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

計

小学５年生・中学２年生

5 無回答

計
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは次のことについて、どのくらいあてはまると思っていますか。 

（（1）から（8）について、それぞれ１つえらぶ） 

(４) 自分には良いところがあると思う人間になりたい 

 

・ 「あてはまる」または「どちらかといえば、あてはまる」と回答した割合は、小学５年生、中学２

年生ともに、９割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「あてはまる」と回答した割合は減少して

いる。 

 

表 111 次のことについて、どのくらいあてはまると思うか〈自分には良いところがあると思う人間になりたい〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

6,615 3,337 3,278

62.0% 62.2% 61.9%

3,218 1,578 1,640

30.2% 29.4% 31.0%

546 296 250

5.1% 5.5% 4.7%

283 153 130

2.7% 2.9% 2.5%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかといえば、あて
はまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

1 あてはまる

小学５年生 中学２年生

7,916 4,192 3,724
61.4% 66.6% 56.5%
3,826 1,615 2,211
29.7% 25.6% 33.6%

656 266 390
5.1% 4.2% 5.9%
205 77 128
1.6% 1.2% 1.9%
285 149 136
2.2% 2.4% 2.1%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

4 あてはまらない

5 無回答

計

1 あてはまる

2
どちらかといえば、あ
てはまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

計

小学５年生・中学２年生
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは次のことについて、どのくらいあてはまると思っていますか。 

（（1）から（8）について、それぞれ１つえらぶ） 

(５) 不安に感じることはない 

 

・ 「あてはまる」と回答した割合、「あてはまる」または「どちらかといえば、あてはまる」と回答し

た割合ともに、中学２年生と比べて小学５年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「あてはまる」と回答した割合、「あては

まる」または「どちらかといえば、あてはまる」と回答した割合が減少している。 

 

表 112 次のことについて、どのくらいあてはまると思うか〈不安に感じることはない〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

2,689 1,511 1,178

25.2% 28.2% 22.2%

3,291 1,723 1,568

30.9% 32.1% 29.6%

2,858 1,306 1,552

26.8% 24.3% 29.3%

1,824 824 1,000

17.1% 15.4% 18.9%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかといえば、あて
はまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

1 あてはまる

小学５年生 中学２年生

3,653 2,012 1,641
28.3% 31.9% 24.9%
4,474 2,212 2,262
34.7% 35.1% 34.3%
2,917 1,257 1,660
22.6% 20.0% 25.2%
1,540 653 887
11.9% 10.4% 13.5%

304 165 139
2.4% 2.6% 2.1%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

5 無回答

計

2
どちらかといえば、あ
てはまる

計

小学５年生・中学２年生

1 あてはまる
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは次のことについて、どのくらいあてはまると思っていますか。 

（（1）から（8）について、それぞれ１つえらぶ） 

(６) さびしさを感じることはない 

 

・ 「あてはまる」または「どちらかといえば、あてはまる」と回答した割合は、小学５年生、中学２

年生ともに６割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「あてはまる」と回答した割合が減少して

いる。 

 

表 113 次のことについて、どのくらいあてはまると思うか〈さびしさを感じることはない〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

3,758 1,908 1,850

35.2% 35.6% 34.9%

2,988 1,464 1,524

28.0% 27.3% 28.8%

2,306 1,099 1,207

21.6% 20.5% 22.8%

1,610 893 717

15.1% 16.6% 13.5%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかといえば、あて
はまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

1 あてはまる

小学５年生 中学２年生

5,379 2,800 2,579
41.7% 44.5% 39.1%
3,720 1,658 2,062
28.9% 26.3% 31.3%
2,260 1,069 1,191
17.5% 17.0% 18.1%
1,237 621 616
9.6% 9.9% 9.3%
292 151 141

2.3% 2.4% 2.1%
12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 あてはまる

4 あてはまらない

5 無回答

計

2
どちらかといえば、あ
てはまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは次のことについて、どのくらいあてはまると思っていますか。 

（（1）から（8）について、それぞれ１つえらぶ） 

(７) 将来の夢や目標をもっている 

 

・ 「あてはまる」と回答した割合、「あてはまる」「どちらかといえば、あてはまる」と回答した割合

ともに、中学２年生と比べて小学５年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「あてはまる」と回答した割合はやや減少

している。 

 

表 114 次のことについて、どのくらいあてはまると思うか〈将来の夢や目標をもっている〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

5,397 3,349 2,048

50.6% 62.4% 38.7%

2,827 1,140 1,687

26.5% 21.3% 31.8%

1,427 484 943

13.4% 9.0% 17.8%

1,011 391 620

9.5% 7.3% 11.7%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

1 あてはまる

2
どちらかといえば、あて
はまる

小学５年生 中学２年生

6,909 4,130 2,779

53.6% 65.6% 42.2%

3,059 1,163 1,896

23.7% 18.5% 28.8%

1,634 500 1,134

12.7% 7.9% 17.2%

1,019 368 651

7.9% 5.8% 9.9%

267 138 129

2.1% 2.2% 2.0%

12,888 6,299 6,589

100.0% 100.0% 100.0%

4 あてはまらない

5 無回答

計

1 あてはまる

2
どちらかといえば、あ
てはまる

3
どちらかといえば、あては
まらない

計

小学５年生・中学２年生
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【児童生徒調査票 問５】 

あなたは次のことについて、どのくらいあてはまると思っていますか。 

（（1）から（8）について、それぞれ１つえらぶ） 

(８) 自分のことが好きだ 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに「あてはまる」または「どちらかといえば、あてはまる」と回答し

た割合は６割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、「あてはまる」と回答した割合は、小学５年生では減少しているのに対し、

中学２年生では増加している。 

 

表 115 次のことについて、どのくらいあてはまると思うか〈自分のことが好きだ〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

2,755 1,524 1,231

25.8% 28.4% 23.2%

4,117 2,038 2,079

38.6% 38.0% 39.2%

2,318 1,063 1,255

21.7% 19.8% 23.7%

1,472 739 733

13.8% 13.8% 13.8%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかといえば、あて
はまる

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

1 あてはまる

小学５年生 中学２年生

3,556 2,200 1,356
27.6% 34.9% 20.6%
4,848 2,331 2,517
37.6% 37.0% 38.2%
2,605 977 1,628
20.2% 15.5% 24.7%
1,545 624 921
12.0% 9.9% 14.0%

334 167 167
2.6% 2.7% 2.5%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3
どちらかといえば、あて
はまらない

4 あてはまらない

5 無回答

計

1 あてはまる

2
どちらかといえば、あ
てはまる
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【児童生徒調査票 問８】 

 あなたは、学校や習いごとなどで、困っていることはありますか。（あてはまるものをすべてえら

ぶ） 

 

・ 「特に困っていることはない」と回答した割合は、中学２年生と比べて小学５年生で高くなってい

る。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「友だちとの関係がうまくいっていない」

と回答した割合が特に増加している。 

 

表 116 学校や習いごとなどで、困っていること 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

小学５年生 中学２年生

1,412 818 594

13.2% 15.2% 11.2%

476 238 238

4.5% 4.4% 4.5%

241 128 113

2.3% 2.4% 2.1%

571 292 279

5.4% 5.4% 5.3%

1,621 854 767

15.2% 15.9% 14.5%

1,695 501 1,194

15.9% 9.3% 22.5%

281 148 133

2.6% 2.8% 2.5%

6,671 3,477 3,194

62.6% 64.8% 60.3%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

1
友だちとの関係がうまく
いっていない

8
特に困っていることはな
い

5
悩みがあってもうまく相
談できない

6
将来（進路）のことをわ
かりやすく教えてほしい

7 その他

2
部活動やクラブ活動（学
校外含む）、学習塾にや
りたいものがない

3

部活動やクラブ活動（学
校外含む）、学習塾をや
りたくてもお金がかかる
からできない

4
部活動やクラブ活動（学
校外含む）、学習塾をや
めたくてもやめられない

回答者数計

計
小学５年生・中学２年生

小学５年生 中学２年生

1,045 478 567

8.1% 7.6% 8.6%

389 168 221

3.0% 2.7% 3.4%

370 191 179

2.9% 3.0% 2.7%

533 262 271

4.1% 4.2% 4.1%

1,624 727 897
12.6% 11.5% 13.6%

1,599 409 1,190

12.4% 6.5% 18.1%

355 115 240
2.8% 1.8% 3.6%
7,847 4,183 3,664
60.9% 66.4% 55.6%
1,055 486 569
8.2% 7.7% 8.6%

4
部活動やクラブ活動（学
校外含む）、学習塾をや
めたくてもやめられない

5
悩みがあってもうまく
相談できない

6
将来（進路）のことを
分かりやすく教えてほ
しい

7 その他

8
特に困っていることは
ない

9 無回答

3

部活動やクラブ活動（学
校外含む）、学習塾をや
りたくてもお金がかかる
からできない

計

小学５年生・中学２年生

1
友だちとの関係がうま
くいっていない

2

部活動やクラブ活動
（学校外含む）、学習
塾にやりたいものがな
い
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【児童生徒調査票 問 9】 

 あなたは、いやなことや悩みがあるとき、だれに相談しますか。（あてはまるものをすべてえらぶ） 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに「保護者・親・兄弟姉妹」、「学校の友だち」、「学校の先生」の順に

回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「だれにも相談しない」と回答した割合が

増加している。 

 

表 117 いやなことや悩みがあるときの相談相手 

 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

6,992 3,702 3,290

65.6% 69.0% 62.1%

1,067 597 470

10.0% 11.1% 8.9%

5,585 2,448 3,137

52.4% 45.6% 59.2%

1,251 518 733

11.7% 9.7% 13.8%

2,093 1,051 1,042

19.6% 19.6% 19.7%

488 200 288

4.6% 3.7% 5.4%

282 138 144

2.6% 2.6% 2.7%

117 68 49

1.1% 1.3% 0.9%

111 62 49

1.0% 1.2% 0.9%

404 125 279

3.8% 2.3% 5.3%

128 76 52

1.2% 1.4% 1.0%

1,930 993 937

18.1% 18.5% 17.7%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

2
おじいさん・おばあさ
ん・親せき

3 学校の友だち

4 学校以外の友だち

1 保護者・親・兄弟姉妹

8 近所の人

9 子ども専用の電話相談

10

スマートフォン（インター
ネット）などを通じて知り
あった直接会ったことのな
い人

5 学校の先生

6
スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワー
カー

7
学校以外の習いごと等の
先生

回答者数計

11 その他

12 だれにも相談しない

計
小学５年生・中学２年生
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【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

8,547 4,607 3,940
66.3% 73.1% 59.8%
1,519 950 569
11.8% 15.1% 8.6%
7,399 3,120 4,279
57.4% 49.5% 64.9%
1,099 542 557
8.5% 8.6% 8.5%
2,552 1,322 1,230
19.8% 21.0% 18.7%

347 154 193

2.7% 2.4% 2.9%

282 141 141
2.2% 2.2% 2.1%

71 46 25
0.6% 0.7% 0.4%

56 35 21
0.4% 0.6% 0.3%

197 31 166

1.5% 0.5% 2.5%

170 78 92
1.3% 1.2% 1.4%
1,522 697 825
11.8% 11.1% 12.5%
433 195 238
3.4% 3.1% 3.6%

6
スクールカウンセ
ラー、スクールソー
シャルワーカー

7
学校以外（習い事等）
の先生

8 近所の人

12 だれにも相談しない

13 無回答

9 子供専用の電話相談

10

スマートフォン（イン
ターネット）などを通じ
て知りあった直接会った
ことのない人

11 その他

5 学校の先生

1 保護者・親・兄弟姉妹

2
おじいさん・おばあさ
ん・親せき

計

小学５年生・中学２年生

3 学校の友だち

4 学校以外の友だち
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【児童生徒調査票 問 10】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。 

（１）から（９）について、それぞれ１つえらぶ） 

（１）大人の家族と朝ご飯を一緒に食べる 

 

・ 「よくある」と回答した割合は、中学２年生と比べて小学５年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「よくある」と回答した割合はやや減少し

ている。 

 

表 118 次のようなことをどのくらいしていますか〈大人の家族と朝ご飯を一緒に食べる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

6,007 3,311 2,696

56.3% 61.7% 50.9%

2,158 1,102 1,056

20.2% 20.5% 19.9%

1,423 569 854

13.3% 10.6% 16.1%

1,074 382 692

10.1% 7.1% 13.1%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

7,464 3,941 3,523
57.9% 62.6% 53.5%
2,546 1,252 1,294
19.8% 19.9% 19.6%
1,641 653 988
12.7% 10.4% 15.0%

956 311 645
7.4% 4.9% 9.8%
281 142 139
2.2% 2.3% 2.1%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

1 よくある

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

5 無回答

計

小学５年生・中学２年生

計
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【児童生徒調査票 問 10】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。 

（１）から（９）について、それぞれ１つえらぶ） 

(２) 大人の家族と夕ご飯を一緒に食べる 

 

・ 「よくある」と回答した割合は、小学５年生、中学２年生ともに、８割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「よくある」と回答した割合はやや減少し

ている。 

 

表 119 次のようなことをどのくらいしていますか〈大人の家族と夕ご飯を一緒に食べる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

8,700 4,444 4,256

81.6% 82.8% 80.3%

1,478 704 774

13.9% 13.1% 14.6%

378 166 212

3.5% 3.1% 4.0%

106 50 56

1.0% 0.9% 1.1%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

10,756 5,394 5,362
83.5% 85.6% 81.4%
1,407 597 810
10.9% 9.5% 12.3%

345 133 212
2.7% 2.1% 3.2%

99 33 66
0.8% 0.5% 1.0%
281 142 139
2.2% 2.3% 2.1%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

1 よくある

計

小学５年生・中学２年生

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

5 無回答

計
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【児童生徒調査票 問 10】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。 

（１）から（９）について、それぞれ１つえらぶ） 

(３) 家族に朝、起こしてもらう 

 

・ 「よくある」と回答した割合は、中学２年生と比べて小学５年生のおいて、やや高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「よくある」と回答した割合は、やや減少

している。 

 

表 120 次のようなことをどのくらいしていますか〈家族に朝、起こしてもらう〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

4,196 2,187 2,009

39.4% 40.8% 37.9%

3,254 1,738 1,516

30.5% 32.4% 28.6%

1,841 822 1,019

17.3% 15.3% 19.2%

1,371 617 754

12.9% 11.5% 14.2%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

5,412 2,742 2,670
42.0% 43.5% 40.5%
3,828 1,885 1,943
29.7% 29.9% 29.5%
1,910 859 1,051
14.8% 13.6% 16.0%
1,433 653 780
11.1% 10.4% 11.8%

305 160 145
2.4% 2.5% 2.2%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

5 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生

1 よくある



120 

【児童生徒調査票 問 10】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。 

（１）から（９）について、それぞれ１つえらぶ） 

(５) 大人の家族に宿題を教えてもらう 

 

・ 「よくある」と回答した割合、「よくある」または「ときどきある」と回答した割合ともに、中学２

年生と比べて小学５年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「よくある」と回答した割合、「よくある」

または「ときどきある」と回答した割合は減少している。 

 

表 121 次のようなことをどのくらいしていますか〈大人の家族に宿題を教えてもらう〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

612 415 197

5.7% 7.7% 3.7%

2,336 1,602 734

21.9% 29.9% 13.9%

3,966 2,120 1,846

37.2% 39.5% 34.8%

3,748 1,227 2,521

35.2% 22.9% 47.6%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

1,697 1,144 553
13.2% 18.2% 8.4%
4,327 2,704 1,623
33.6% 42.9% 24.6%
3,732 1,509 2,223
29.0% 24.0% 33.7%
2,802 757 2,045
21.7% 12.0% 31.0%

330 185 145
2.6% 2.9% 2.2%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

1 よくある

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

計

小学５年生・中学２年生

5 無回答

計
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【児童生徒調査票 問 10】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。 

（１）から（９）について、それぞれ１つえらぶ） 

(７) 家族と買い物や食事、遊びなどに出かける 

 

・ 「よくある」と回答した割合、「よくある」または「ときどきある」と回答した割合ともに、中学２

年生と比べて小学５年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「よくある」と回答した割合、「よくある」

または「ときどきある」と回答した割合は大きく減少している。 

 

表 122 次のようなことをどのくらいしていますか〈家族と買い物や食事、遊びなどに出かける〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

2,838 1,619 1,219

26.6% 30.2% 23.0%

5,097 2,795 2,302

47.8% 52.1% 43.5%

2,526 878 1,648

23.7% 16.4% 31.1%

201 72 129

1.9% 1.3% 2.4%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

7,323 4,062 3,261
56.8% 64.5% 49.5%
4,032 1,733 2,299
31.3% 27.5% 34.9%
1,098 338 760
8.5% 5.4% 11.5%
156 29 127

1.2% 0.5% 1.9%
279 137 142

2.2% 2.2% 2.2%
12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

3 ほとんどない

4 まったくない

5 無回答

計

2 ときどきある

計

小学５年生・中学２年生

1 よくある
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【児童生徒調査票 問 10】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。 

（１）から（９）について、それぞれ１つえらぶ） 

(９) おうちの大人の人は叱ってくれますか 

 

・ 「よくある」と回答した割合、「よくある」または「ときどきある」と回答した割合ともに、中学２

年生と比べて小学５年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「よくある」と回答した割合が大きく減少

している。 

 

表 123 次のようなことをどのくらいしていますか〈おうちの大人の人は叱ってくれる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

3,517 1,939 1,578

33.0% 36.1% 29.8%

4,648 2,390 2,258

43.6% 44.6% 42.6%

2,212 939 1,273

20.7% 17.5% 24.0%

285 96 189

2.7% 1.8% 3.6%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

7,540 3,974 3,566
58.5% 63.1% 54.1%
3,697 1,672 2,025
28.7% 26.5% 30.7%
1,228 468 760
9.5% 7.4% 11.5%
112 32 80

0.9% 0.5% 1.2%
311 153 158

2.4% 2.4% 2.4%
12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5 無回答

計

1 よくある

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない
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【児童生徒調査票 問 11】 

あなたは、必要な文房具などが買えなかったことがありますか。（１つえらぶ） 

 

・ 「よくある」「ときどきある」と回答した割合は、中学２年生と比べて小学５年生において高くなっ

ている。 

・ 前回調査と比較すると、「よくある」または「ときどきある」と回答した割合は、小学５年生におい

て増加しているのに対し、中学２年生においては減少している。 

 

表 124 必要な文房具などが買えなかった経験の有無 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

497 293 204

4.7% 5.5% 3.9%

1,132 727 405

10.6% 13.6% 7.6%

2,683 1,387 1,296

25.2% 25.9% 24.5%

6,350 2,957 3,393

59.6% 55.1% 64.0%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

1 よくある

小学５年生 中学２年生

271 134 137
2.1% 2.1% 2.1%

1,627 805 822
12.6% 12.8% 12.5%
2,982 1,332 1,650
23.1% 21.1% 25.0%
7,638 3,845 3,793
59.3% 61.0% 57.6%

370 183 187
2.9% 2.9% 2.8%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 ほとんどない

4 まったくない

5 無回答

計

1 よくある

2 ときどきある
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【児童生徒調査票 問 12】 

あなたは、あなたの親についてどう思いますか。（（１）から（６）について、それぞれ１つえらぶ） 

(１) 私に対してやさしい 

 

・ 「そう思う」と回答した割合は、小学５年生、中学２年生ともに、６割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「そう思う」と回答した割合が増加してい

る。 

 

表 125 親についてどう思うか〈私に対してやさしい〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

6,595 3,402 3,193

61.9% 63.4% 60.3%

3,322 1,583 1,739

31.2% 29.5% 32.8%

546 265 281

5.1% 4.9% 5.3%

199 114 85

1.9% 2.1% 1.6%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかと言えばそう思
う

3
どちらかと言えばそう思
わない

4 そう思わない

1 そう思う

小学５年生 中学２年生

6,734 3,467 3,267
52.3% 55.0% 49.6%
4,650 2,146 2,504
36.1% 34.1% 38.0%

899 397 502
7.0% 6.3% 7.6%
306 149 157

2.4% 2.4% 2.4%
299 140 159

2.3% 2.2% 2.4%
12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 そう思う

2
どちらかと言えばそう
思う

3
どちらかと言えばそう
思わない

4 そう思わない

5 無回答

計
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【児童生徒調査票 問 12】 

あなたは、あなたの親についてどう思いますか。（(１)から(６)それぞれ１つに○） 

(２) 私の話を聞いてくれる 

 

・ 「そう思う」と回答した割合は、小学５年生で７割、中学２年生で６割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「そう思う」と回答した割合が増加してい

る。 

 

表 126 親についてどう思うか〈私の話を聞いてくれる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

7,262 3,767 3,495

68.1% 70.2% 66.0%

2,772 1,321 1,451

26.0% 24.6% 27.4%

472 201 271

4.4% 3.7% 5.1%

156 75 81

1.5% 1.4% 1.5%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかと言えばそう思
う

3
どちらかと言えばそう思
わない

4 そう思わない

1 そう思う

小学５年生 中学２年生

8,188 4,255 3,933
63.5% 67.6% 59.7%
3,481 1,505 1,976
27.0% 23.9% 30.0%

697 307 390
5.4% 4.9% 5.9%
223 96 127
1.7% 1.5% 1.9%
299 136 163
2.3% 2.2% 2.5%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

小学５年生・中学２年生

4 そう思わない

5 無回答

計

1 そう思う

計

2
どちらかと言えばそう
思う

3
どちらかと言えばそう
思わない
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【児童生徒調査票 問 12】 

あなたは、あなたの親についてどう思いますか。（(１)から(６)それぞれ１つに○） 

(３) いろいろなことを話してくれる 

 

・ 「そう思う」と回答した割合は、中学２年生と比べ小学５年生において、やや高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「そう思う」と回答した割合が増加してお

り、特に中学２年生において大きく増加している。 

 

表 127 親についてどう思うか〈いろいろなことを話してくれる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

6,633 3,449 3,184

62.2% 64.3% 60.1%

3,105 1,520 1,585

29.1% 28.3% 29.9%

708 305 403

6.6% 5.7% 7.6%

216 90 126

2.0% 1.7% 2.4%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかと言えばそう思
う

3
どちらかと言えばそう思
わない

4 そう思わない

1 そう思う

小学５年生 中学２年生

7,501 3,910 3,591
58.2% 62.1% 54.5%
3,832 1,721 2,111
29.7% 27.3% 32.0%

963 408 555
7.5% 6.5% 8.4%
288 122 166
2.2% 1.9% 2.5%
304 138 166
2.4% 2.2% 2.5%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

4 そう思わない

1 そう思う

2
どちらかと言えばそう
思う

3
どちらかと言えばそう
思わない

5 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
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【児童生徒調査票 問 12】 

あなたは、あなたの親についてどう思いますか。（(１)から(６)それぞれ１つに○） 

(４) 私のことをよくわかっている 

 

・ 「そう思う」と回答した割合は、中学２年生と比べ小学５年生において、高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「そう思う」と回答した割合が増加してい

る。 

 

表 128 親についてどう思うか〈私のことをよくわかっている〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

6,374 3,500 2,874

59.8% 65.2% 54.2%

3,104 1,446 1,658

29.1% 27.0% 31.3%

856 288 568

8.0% 5.4% 10.7%

328 130 198

3.1% 2.4% 3.7%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかと言えばそう思
う

3
どちらかと言えばそう思
わない

4 そう思わない

1 そう思う

小学５年生 中学２年生

6,967 3,820 3,147
54.1% 60.6% 47.8%
3,942 1,744 2,198
30.6% 27.7% 33.4%
1,188 431 757
9.2% 6.8% 11.5%
463 158 305
3.6% 2.5% 4.6%
328 146 182
2.5% 2.3% 2.8%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3
どちらかと言えばそう
思わない

4 そう思わない

5 無回答

計

1 そう思う

2
どちらかと言えばそう
思う
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【児童生徒調査票 問 12】 

あなたは、あなたの親についてどう思いますか。（(１)から(６)それぞれ１つに○） 

(５) 私との約束を守ってくれる 

 

・ 「そう思う」と回答した割合は、中学２年生と比べ小学５年生において、高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「そう思う」と回答した割合がやや増加し

ている。 

 

表 129 親についてどう思うか〈私との約束を守ってくれる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

5,830 3,032 2,798

54.7% 56.5% 52.8%

3,894 1,892 2,002

36.5% 35.3% 37.8%

734 331 403

6.9% 6.2% 7.6%

204 109 95

1.9% 2.0% 1.8%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかと言えばそう思
う

3
どちらかと言えばそう思
わない

4 そう思わない

1 そう思う

小学５年生 中学２年生

6,733 3,486 3,247
52.2% 55.3% 49.3%
4,442 2,040 2,402
34.5% 32.4% 36.5%
1,065 483 582
8.3% 7.7% 8.8%
320 142 178

2.5% 2.3% 2.7%
328 148 180

2.5% 2.3% 2.7%
12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2
どちらかと言えばそう
思う

3
どちらかと言えばそう
思わない

4 そう思わない

5 無回答

計

1 そう思う
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【児童生徒調査票 問 12】 

あなたは、あなたの親についてどう思いますか。（(１)から(６)それぞれ１つに○） 

(６) 私のことを信頼してくれる 

 

・ 「そう思う」と回答した割合は、中学２年生と比べ小学５年生において、高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「そう思う」と回答した割合は、小学５年生ではやや減少しているのに対し、

中学２年生では増加している。 

 

表 130 親についてどう思うか〈私のことを信頼してくれる〉 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

5,695 2,984 2,711

53.4% 55.6% 51.2%

3,735 1,813 1,922

35.0% 33.8% 36.3%

877 394 483

8.2% 7.3% 9.1%

355 173 182

3.3% 3.2% 3.4%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
どちらかと言えばそう思
う

3
どちらかと言えばそう思
わない

4 そう思わない

1 そう思う

小学５年生 中学２年生

6,704 3,638 3,066
52.0% 57.8% 46.5%
4,061 1,776 2,285
31.5% 28.2% 34.7%
1,240 498 742
9.6% 7.9% 11.3%
532 233 299

4.1% 3.7% 4.5%
351 154 197

2.7% 2.4% 3.0%
12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

4 そう思わない

5 無回答

計

1 そう思う

2
どちらかと言えばそう
思う

3
どちらかと言えばそう
思わない
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９ 親の就労状況 

 

○父親の就労状況 

【保護者調査票 問 22】 

 働いている状況についてお聞きします。父親の現在のお仕事は次のどれにもっとも近いですか。あ

てはまるものを１つ選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「フルタイム（正規職員）」と回答した割合が高くなって

いる。 

・ 前回調査と比較すると、「フルタイム（正規職員）」と回答した割合は、中央値以上では増加してい

るのに対し、中央値の 1/2 未満では減少している。 

 

表 131 収入階層別にみた父親の就労状況 

 

 

【参考】平成 30年度調査 

 
 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,609 1,631 868 110
76.8% 87.1% 72.8% 33.3%

52 14 28 10
1.5% 0.7% 2.3% 3.0%

25 5 12 8
0.7% 0.3% 1.0% 2.4%
292 130 120 42

8.6% 6.9% 10.1% 12.7%
25 13 7 5

0.7% 0.7% 0.6% 1.5%
27 4 11 12

0.8% 0.2% 0.9% 3.6%
365 76 146 143

10.8% 4.1% 12.2% 43.3%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7 父親はいない

回答者数計

4
自営業（農業・林業・
漁業含む）

5
その他の働き方をして
いる

6 働いていない

1
フルタイム（正規職
員）

2
フルタイム（非正規職
員）

3 パート・アルバイト

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

9,693 5,501 3,635 557 853

75.2% 85.1% 72.5% 39.5% 23.4%

336 83 182 71 139

2.6% 1.3% 3.6% 5.0% 3.8%

84 20 41 23 64

0.7% 0.3% 0.8% 1.6% 1.8%

1,139 534 431 174 229

8.8% 8.3% 8.6% 12.3% 6.3%

103 44 42 17 28

0.8% 0.7% 0.8% 1.2% 0.8%

108 31 41 36 110

0.8% 0.5% 0.8% 2.6% 3.0%

955 144 433 378 1,523

7.4% 2.2% 8.6% 26.8% 41.7%

470 108 207 155 706

3.6% 1.7% 4.1% 11.0% 19.3%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

無回答

計

4
自営業（農業・林
業・漁業含む）⇒
問29へ

5
その他の働き方を
している⇒問29へ

6
働いていない⇒問
30へ

1

7
父親はいない⇒問
31へ

8

フルタイム（正規
職員）⇒問29へ

2
フルタイム（非正
規職員）⇒問28へ

3
パート・アルバイ
ト⇒問28へ
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・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、中央値の 1/2未満において、「フルタイム」

と回答した割合が減少している。 

 

表 132 収入階層別にみた父親の就労状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,471 893 516 62 1,138 738 352 48
76.9% 86.9% 73.2% 34.4% 76.8% 87.3% 72.3% 32.0%

26 9 14 3 26 5 14 7
1.4% 0.9% 2.0% 1.7% 1.8% 0.6% 2.9% 4.7%

14 3 8 3 11 2 4 5
0.7% 0.3% 1.1% 1.7% 0.7% 0.2% 0.8% 3.3%
169 72 73 24 123 58 47 18

8.8% 7.0% 10.4% 13.3% 8.3% 6.9% 9.7% 12.0%
14 9 1 4 11 4 6 1

0.7% 0.9% 0.1% 2.2% 0.7% 0.5% 1.2% 0.7%
15 3 4 8 12 1 7 4

0.8% 0.3% 0.6% 4.4% 0.8% 0.1% 1.4% 2.7%
204 39 89 76 161 37 57 67

10.7% 3.8% 12.6% 42.2% 10.9% 4.4% 11.7% 44.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7 父親はいない

回答者数計

4
自営業（農業・林業・
漁業含む）

5
その他の働き方をして
いる

6 働いていない

2
フルタイム（非正規職
員）

3 パート・アルバイト

1
フルタイム（正規職
員）

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4,777 2,689 1,816 272 4,916 2,812 1,819 285

75.8% 85.2% 73.9% 39.7% 74.6% 85.0% 71.2% 39.3%

154 34 82 38 182 49 100 33

2.4% 1.1% 3.3% 5.5% 2.8% 1.5% 3.9% 4.6%

42 10 21 11 42 10 20 12

0.7% 0.3% 0.9% 1.6% 0.6% 0.3% 0.8% 1.7%

546 262 196 88 593 272 235 86

8.7% 8.3% 8.0% 12.8% 9.0% 8.2% 9.2% 11.9%

52 22 20 10 51 22 22 7

0.8% 0.7% 0.8% 1.5% 0.8% 0.7% 0.9% 1.0%

48 12 19 17 60 19 22 19

0.8% 0.4% 0.8% 2.5% 0.9% 0.6% 0.9% 2.6%

446 70 206 170 509 74 227 208

7.1% 2.2% 8.4% 24.8% 7.7% 2.2% 8.9% 28.7%

234 58 96 80 236 50 111 75

3.7% 1.8% 3.9% 11.7% 3.6% 1.5% 4.3% 10.3%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

8 無回答

計

1
フルタイム（正規
職員）⇒問29へ

2
フルタイム（非正
規職員）⇒問28へ

3
パート・アルバイ
ト⇒問28へ

4
自営業（農業・林
業・漁業含む）⇒
問29へ

5
その他の働き方を
している⇒問29へ

6
働いていない⇒問
30へ

7
父親はいない⇒問
31へ

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と比べ父子世帯では、「自営業（農業・林業・漁業含む）」と

回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、父子世帯ともに「フルタイム（正規職員）」と回答した割

合が増加している。 

 

表 133 世帯類型別にみた父親の就労状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

2,609 2,571 0 0 12 25 1
76.8% 86.3% 0.0% 0.0% 85.7% 80.6% 7.7%

52 51 0 0 0 0 1
1.5% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%

25 22 0 0 0 2 1
0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 7.7%
292 284 0 0 2 4 2

8.6% 9.5% 0.0% 0.0% 14.3% 12.9% 15.4%
25 25 0 0 0 0 0

0.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 26 0 0 0 0 1

0.8% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%
365 0 179 179 0 0 7

10.8% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 53.8%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

7 父親はいない

6 働いていない

5
その他の働き方をして
いる

4
自営業（農業・林業・
漁業含む）

3 パート・アルバイト

2
フルタイム（非正規職
員）

計

小学５年生・中学２年生

1
フルタイム（正規職
員）

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

10,546 10,314 0 0 99 133 0

63.8% 81.1% 0.0% 0.0% 75.6% 66.8% 0.0%

475 454 0 0 2 19 0

2.9% 3.6% 0.0% 0.0% 1.5% 9.5% 0.0%

148 140 0 0 4 4 0

0.9% 1.1% 0.0% 0.0% 3.1% 2.0% 0.0%

1,368 1,324 0 0 11 33 0

8.3% 10.4% 0.0% 0.0% 8.4% 16.6% 0.0%

131 125 0 0 3 3 0

0.8% 1.0% 0.0% 0.0% 2.3% 1.5% 0.0%

218 205 0 0 8 5 0

1.3% 1.6% 0.0% 0.0% 6.1% 2.5% 0.0%

2,478 0 1,603 858 0 0 17

15.0% 0.0% 69.7% 73.4% 0.0% 0.0% 65.4%

1,176 154 696 311 4 2 9

7.1% 1.2% 30.3% 26.6% 3.1% 1.0% 34.6%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

計

6
働いていない⇒問
30へ

7
父親はいない⇒問
31へ

8 無回答

3
パート・アルバイ
ト⇒問28へ

4
自営業（農業・林
業・漁業含む）⇒
問29へ

5
その他の働き方を
している⇒問29へ

1
フルタイム（正規
職員）⇒問29へ

2
フルタイム（非正
規職員）⇒問28へ
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○母親の就労状況 

【保護者調査票 問 23】 

 働いている状況についてお聞きします。母親の現在のお仕事は次のどれにもっとも近いですか。あ

てはまるものを１つ選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると収入が高い階層ほど、「フルタイム（正規職員）」と回答した割合が高いのに対

し、収入が低い階層ほど「パート・アルバイト」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「フルタイム（正規職員）」と回答した割合は、中央値以上、中央値未満で

は増加しているのに対し、中央値の 1/2未満ではやや減少している。 

 

表 134 収入階層別にみた母親の就労状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,357 899 389 69
40.0% 48.0% 32.6% 20.9%

294 112 130 52
8.7% 6.0% 10.9% 15.8%

1,060 482 440 138
31.2% 25.7% 36.9% 41.8%

173 80 70 23
5.1% 4.3% 5.9% 7.0%

81 49 30 2
2.4% 2.6% 2.5% 0.6%
383 226 115 42

11.3% 12.1% 9.6% 12.7%
39 18 17 4

1.1% 1.0% 1.4% 1.2%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

6 働いていない

7 母親はいない

回答者数計

3 パート・アルバイト

4
自営業（農業・林業・
漁業含む）

5
その他の働き方をして
いる

1
フルタイム（正規職
員）

2
フルタイム（非正規職
員）

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4,622 2,806 1,499 317 949

35.9% 43.4% 29.9% 22.5% 26.0%

1,380 557 600 223 662

10.7% 8.6% 12.0% 15.8% 18.1%

4,181 1,748 1,892 541 1,211

32.4% 27.0% 37.7% 38.3% 33.2%

603 298 238 67 162

4.7% 4.6% 4.7% 4.7% 4.4%

197 94 73 30 68

1.5% 1.5% 1.5% 2.1% 1.9%

1,539 827 531 181 453

11.9% 12.8% 10.6% 12.8% 12.4%

184 61 94 29 76

1.4% 0.9% 1.9% 2.1% 2.1%

182 74 85 23 71

1.4% 1.1% 1.7% 1.6% 1.9%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

計

8 無回答

6
働いていない⇒問
34へ

1
フルタイム（正規
職員）⇒問33へ

2
フルタイム（非正
規職員）⇒問32へ

3
パート・アルバイ
ト⇒問32へ

7
母親はいない⇒問
35へ

4
自営業（農業・林
業・漁業含む）⇒
問33へ

5
その他の働き方を
している⇒問33へ
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・ 小学５年生と中学２年生のいずれも「フルタイム」と回答した割合が最も高い。 

・ 前回調査と比較すると、「フルタイム」と回答した割合は、中学２年生の中央値の 1/2未満でのみ、

減少している。 

 

表 135 収入階層別にみた母親の就労状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

772 502 226 44 585 397 163 25
40.4% 48.8% 32.1% 24.4% 39.5% 47.0% 33.5% 16.7%

147 58 66 23 147 54 64 29
7.7% 5.6% 9.4% 12.8% 9.9% 6.4% 13.1% 19.3%
608 260 276 72 452 222 164 66

31.8% 25.3% 39.1% 40.0% 30.5% 26.3% 33.7% 44.0%
101 46 42 13 72 34 28 10

5.3% 4.5% 6.0% 7.2% 4.9% 4.0% 5.7% 6.7%
42 24 17 1 39 25 13 1

2.2% 2.3% 2.4% 0.6% 2.6% 3.0% 2.7% 0.7%
217 124 69 24 166 102 46 18

11.3% 12.1% 9.8% 13.3% 11.2% 12.1% 9.4% 12.0%
20 9 8 3 19 9 9 1

1.0% 0.9% 1.1% 1.7% 1.3% 1.1% 1.8% 0.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

6 働いていない

7 母親はいない

回答者数計

フルタイム（非正規職
員）

3 パート・アルバイト

4
自営業（農業・林業・
漁業含む）

5
その他の働き方をして
いる

1
フルタイム（正規職
員）

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,225 1,369 705 151 2,397 1,437 794 166

35.3% 43.4% 28.7% 22.0% 36.4% 43.4% 31.1% 22.9%

669 266 296 107 711 291 304 116

10.6% 8.4% 12.1% 15.6% 10.8% 8.8% 11.9% 16.0%

2,028 834 930 264 2,153 914 962 277

32.2% 26.4% 37.9% 38.5% 32.7% 27.6% 37.6% 38.2%

295 150 115 30 308 148 123 37

4.7% 4.8% 4.7% 4.4% 4.7% 4.5% 4.8% 5.1%

105 56 36 13 92 38 37 17

1.7% 1.8% 1.5% 1.9% 1.4% 1.1% 1.4% 2.3%

826 426 303 97 713 401 228 84

13.1% 13.5% 12.3% 14.1% 10.8% 12.1% 8.9% 11.6%

64 16 36 12 120 45 58 17

1.0% 0.5% 1.5% 1.7% 1.8% 1.4% 2.3% 2.3%

87 40 35 12 95 34 50 11

1.4% 1.3% 1.4% 1.7% 1.4% 1.0% 2.0% 1.5%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
計

1
フルタイム（正規
職員）⇒問33へ

母親はいない⇒問
35へ

8 無回答

計

小学５年生

計

中学２年生

2
フルタイム（非正
規職員）⇒問32へ

3
パート・アルバイ
ト⇒問32へ

4
自営業（農業・林
業・漁業含む）⇒
問33へ

5
その他の働き方を
している⇒問33へ

6
働いていない⇒問
34へ

7
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・ 世帯類型にみると、両親がいる世帯と比較して母子世帯では「フルタイム（正規職員）」と回答した

割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯ともに「フルタイム（正規職員）」と回答した割

合が増加している。 

 

表 136 世帯類型別にみた母親の就労状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,357 1,177 86 92 0 0 2
40.0% 39.5% 48.0% 51.4% 0.0% 0.0% 15.4%

294 226 40 27 0 0 1
8.7% 7.6% 22.3% 15.1% 0.0% 0.0% 7.7%

1,060 978 39 39 0 0 4
31.2% 32.8% 21.8% 21.8% 0.0% 0.0% 30.8%

173 159 6 8 0 0 0
5.1% 5.3% 3.4% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0%

81 76 2 3 0 0 0
2.4% 2.6% 1.1% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%
383 362 6 10 0 0 2

11.3% 12.2% 3.4% 5.6% 0.0% 0.0% 15.4%
39 1 0 0 14 31 4

1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 30.8%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

7 母親はいない

6 働いていない

5
その他の働き方をして
いる

4
自営業（農業・林業・
漁業含む）

3 パート・アルバイト

2
フルタイム（非正規職
員）

計

小学５年生・中学２年生

1
フルタイム（正規職
員）

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

5,571 4,123 942 506 0 0 0

33.7% 32.4% 41.0% 43.3% 0.0% 0.0% 0.0%

2,042 1,309 523 210 0 0 0

12.3% 10.3% 22.7% 18.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5,392 4,517 579 296 0 0 0

32.6% 35.5% 25.2% 25.3% 0.0% 0.0% 0.0%

765 665 62 38 0 0 0

4.6% 5.2% 2.7% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0%

265 207 35 23 0 0 0

1.6% 1.6% 1.5% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1,992 1,770 139 83 0 0 0

12.0% 13.9% 6.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0%

260 0 0 0 93 149 18

1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 71.0% 74.9% 69.2%

253 125 19 13 38 50 8

1.5% 1.0% 0.8% 1.1% 29.0% 25.1% 30.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

8 無回答

計

5
その他の働き方を
している⇒問33へ

6
働いていない⇒問
34へ

7
母親はいない⇒問
35へ

2
フルタイム（非正
規職員）⇒問32へ

3
パート・アルバイ
ト⇒問32へ

4
自営業（農業・林
業・漁業含む）⇒
問33へ

1
フルタイム（正規
職員）⇒問33へ
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10 世帯の生活状況 

 

【保護者調査票 問 25】 

あなたの世帯では、おおむね１年の間に、経済的な理由（お金が足りなくて）で、次のような経験

をしたことがありますか。あてはまるものをすべて選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「どれにもあてはまらない」と回答した割合が高く、収

入が低い階層ほど「趣味やレジャーの出費を減らした」「新しい衣服や靴を買うことができなかった」

等と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「どれにもあてはまらない」と回答した割合が増

加している。 

 

表 137 収入階層別にみた経済的な理由により経験したこと 

 
  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

18 2 8 8
0.5% 0.1% 0.7% 2.4%

107 25 51 31

3.2% 1.3% 4.3% 9.4%

169 45 84 40
5.0% 2.4% 7.0% 12.1%

10 0 4 6
0.3% 0.0% 0.3% 1.8%

58 11 29 18
1.7% 0.6% 2.4% 5.5%

95 12 43 40
2.8% 0.6% 3.6% 12.1%
144 33 78 33

4.2% 1.8% 6.5% 10.0%

66 9 31 26

1.9% 0.5% 2.6% 7.9%

49 7 25 17
1.4% 0.4% 2.1% 5.2%
368 107 173 88

10.8% 5.7% 14.5% 26.7%
111 30 63 18

3.3% 1.6% 5.3% 5.5%
308 78 158 72

9.1% 4.2% 13.3% 21.8%

52 14 22 16

1.5% 0.7% 1.8% 4.8%

1,242 519 561 162
36.6% 27.7% 47.1% 49.1%
1,963 1,304 544 115
57.8% 69.6% 45.6% 34.8%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

13
敷金・保証金等を用意
できないので、住み替
え・転居を断念した

14
趣味やレジャーの出費
を減らした

15
どれにもあてはまらな
い

10
新しい衣服や靴を買う
ことができなかった

11
冠婚葬祭のつきあいを
控えた

12
理髪店や美容院に行く
ことができなかった

7 税金の支払いが滞った

8
電話（固定・携帯）な
どの通信料の支払いが
滞った

9
家賃や住宅ローンの支
払いが滞った

4
最低限の食事を食べる
ことができなかった

5
クレジットカードの利
用が停止になった

6
国民健康保険料や国民
年金の支払いが滞った

1
電気・ガス・水道など
が止められた

2
医療機関を受診するこ
とができなかった（予
防接種を含む）

3
生活費を金融機関など
から借金をした

計

小学５年生・中学２年生
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【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

181 16 89 76 328

1.4% 0.2% 1.8% 5.4% 9.0%

610 90 333 187 731

4.7% 1.4% 6.6% 13.3% 20.0%

987 291 499 197 724

7.7% 4.5% 10.0% 14.0% 19.8%

68 3 29 36 133

0.5% 0.0% 0.6% 2.6% 3.6%

321 84 158 79 272

2.5% 1.3% 3.2% 5.6% 7.4%

663 86 318 259 707

5.1% 1.3% 6.3% 18.4% 19.4%

862 266 318 278 820

6.7% 4.1% 6.3% 19.7% 22.5%

553 93 263 197 623

4.3% 1.4% 5.2% 14.0% 17.1%

326 48 164 114 493

2.5% 0.7% 3.3% 8.1% 13.5%

1,602 421 804 377 1,384

12.4% 6.5% 16.0% 26.7% 37.9%

586 149 294 143 640

4.5% 2.3% 5.9% 10.1% 17.5%

1,417 342 745 330 1,216

11.0% 5.3% 14.9% 23.4% 33.3%

293 35 159 99 388

2.3% 0.5% 3.2% 7.0% 10.6%

4,563 1,746 2,168 649 2,138

35.4% 27.0% 43.3% 46.0% 58.5%

6,766 4,167 2,155 444 630

52.5% 64.5% 43.0% 31.5% 17.3%

470 271 154 45 80

3.6% 4.2% 3.1% 3.2% 2.2%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

13

敷金・保証金等を
用意できないの
で、住み替え・転
居を断念した

14
趣味やレジャーの
出費を減らした

15
どれにもあてはま
らない

16 無回答

10
新しい衣服や靴を
買うことができな
かった

11
冠婚葬祭のつきあ
いを控えた

12
理髪店や美容院に
行くことができな
かった

7
税金の支払いが
滞った

8
電話（固定・携
帯）などの通信料
の支払いが滞った

9
家賃や住宅ローン
の支払いが滞った

4
最低限の食事を食
べることができな
かった

5
クレジットカード
の利用が停止に
なった

6
国民健康保険料や
国民年金の支払い
が滞った

1
電気・ガス・水道
などが止められた

2

医療機関を受診す
ることができな
かった（予防接種
を含む）

3
生活費を金融機関
などから借金をし
た
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【参考】小学５年生と中学２年生との比較 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

9 0 4 5 9 2 4 3
0.5% 0.0% 0.6% 2.8% 0.6% 0.2% 0.8% 2.0%

63 13 34 16 44 12 17 15

3.3% 1.3% 4.8% 8.9% 3.0% 1.4% 3.5% 10.0%

101 26 50 25 68 19 34 15
5.3% 2.5% 7.1% 13.9% 4.6% 2.2% 7.0% 10.0%

6 0 1 5 4 0 3 1
0.3% 0.0% 0.1% 2.8% 0.3% 0.0% 0.6% 0.7%

31 3 16 12 27 8 13 6
1.6% 0.3% 2.3% 6.7% 1.8% 0.9% 2.7% 4.0%

51 7 24 20 44 5 19 20
2.7% 0.7% 3.4% 11.1% 3.0% 0.6% 3.9% 13.3%

76 12 46 18 68 21 32 15
4.0% 1.2% 6.5% 10.0% 4.6% 2.5% 6.6% 10.0%

34 2 17 15 32 7 14 11

1.8% 0.2% 2.4% 8.3% 2.2% 0.8% 2.9% 7.3%

32 2 18 12 17 5 7 5
1.7% 0.2% 2.6% 6.7% 1.1% 0.6% 1.4% 3.3%
216 63 108 45 152 44 65 43

11.3% 6.1% 15.3% 25.0% 10.3% 5.2% 13.3% 28.7%
58 17 33 8 53 13 30 10

3.0% 1.7% 4.7% 4.4% 3.6% 1.5% 6.2% 6.7%
192 47 102 43 116 31 56 29

10.0% 4.6% 14.5% 23.9% 7.8% 3.7% 11.5% 19.3%

36 8 15 13 16 6 7 3

1.9% 0.8% 2.1% 7.2% 1.1% 0.7% 1.4% 2.0%

673 272 321 80 569 247 240 82
35.2% 26.5% 45.5% 44.4% 38.4% 29.2% 49.3% 54.7%
1,126 724 336 66 837 580 208 49
58.9% 70.4% 47.7% 36.7% 56.5% 68.6% 42.7% 32.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

15
どれにもあてはまらな
い

回答者数計

12
理髪店や美容院に行く
ことができなかった

13
敷金・保証金等を用意
できないので、住み替
え・転居を断念した

14
趣味やレジャーの出費
を減らした

9
家賃や住宅ローンの支
払いが滞った

10
新しい衣服や靴を買う
ことができなかった

11
冠婚葬祭のつきあいを
控えた

6
国民健康保険料や国民
年金の支払いが滞った

7 税金の支払いが滞った

8
電話（固定・携帯）な
どの通信料の支払いが
滞った

医療機関を受診するこ
とができなかった（予
防接種を含む）

3
生活費を金融機関など
から借金をした

4
最低限の食事を食べる
ことができなかった

5
クレジットカードの利
用が停止になった

1
電気・ガス・水道など
が止められた

2

計

小学５年生

計

中学２年生
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【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

86 4 52 30 95 12 37 46

1.4% 0.1% 2.1% 4.4% 1.4% 0.4% 1.4% 6.3%

300 51 166 83 310 39 167 104

4.8% 1.6% 6.8% 12.1% 4.7% 1.2% 6.5% 14.3%

444 121 233 90 543 170 266 107

7.0% 3.8% 9.5% 13.1% 8.2% 5.1% 10.4% 14.8%

27 0 12 15 41 3 17 21

0.4% 0.0% 0.5% 2.2% 0.6% 0.1% 0.7% 2.9%

151 39 76 36 170 45 82 43

2.4% 1.2% 3.1% 5.2% 2.6% 1.4% 3.2% 5.9%

324 43 159 122 339 43 159 137

5.1% 1.4% 6.5% 17.8% 5.1% 1.3% 6.2% 18.9%

409 124 159 126 453 142 159 152

6.5% 3.9% 6.5% 18.4% 6.9% 4.3% 6.2% 21.0%

258 45 122 91 295 48 141 106

4.1% 1.4% 5.0% 13.3% 4.5% 1.5% 5.5% 14.6%

169 26 84 59 157 22 80 55

2.7% 0.8% 3.4% 8.6% 2.4% 0.7% 3.1% 7.6%

756 193 386 177 846 228 418 200

12.0% 6.1% 15.7% 25.8% 12.8% 6.9% 16.4% 27.6%

268 65 141 62 318 84 153 81

4.3% 2.1% 5.7% 9.0% 4.8% 2.5% 6.0% 11.2%

683 156 366 161 734 186 379 169

10.8% 4.9% 14.9% 23.5% 11.1% 5.6% 14.8% 23.3%

137 19 77 41 156 16 82 58

2.2% 0.6% 3.1% 6.0% 2.4% 0.5% 3.2% 8.0%

2,174 830 1,042 302 2,389 916 1,126 347

34.5% 26.3% 42.4% 44.0% 36.3% 27.7% 44.1% 47.9%

3,378 2,067 1,072 239 3,388 2,100 1,083 205

53.6% 65.5% 43.6% 34.8% 51.4% 63.5% 42.4% 28.3%

225 132 75 18 245 139 79 27

3.6% 4.2% 3.1% 2.6% 3.7% 4.2% 3.1% 3.7%

13

敷金・保証金等を
用意できないの
で、住み替え・転
居を断念した

14
趣味やレジャーの
出費を減らした

15
どれにもあてはま
らない

16 無回答

1
電気・ガス・水道
などが止められた

2

医療機関を受診す
ることができな
かった（予防接種
を含む）

3
生活費を金融機関
などから借金をし
た

4
最低限の食事を食
べることができな
かった

新しい衣服や靴を
買うことができな
かった

11
冠婚葬祭のつきあ
いを控えた

12
理髪店や美容院に
行くことができな
かった

計

小学５年生

計

中学２年生

5
クレジットカード
の利用が停止に
なった

6
国民健康保険料や
国民年金の支払い
が滞った

7
税金の支払いが
滞った

8
電話（固定・携
帯）などの通信料
の支払いが滞った

9
家賃や住宅ローン
の支払いが滞った

10



140 

・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と比べ母子世帯では、「どれにもあてはまらない」と回答した

割合が低く、「趣味やレジャーの出費を減らした」「新しい衣服や靴を買うことができなかった」等と

回答して割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに「どれにもあてはまらない」と回答した

割合は減少している。 

 

表 138 世帯類型別にみた経済的な理由により経験したこと 

 
 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

18 10 6 1 0 1 0
0.5% 0.3% 3.4% 0.6% 0.0% 3.2% 0.0%

107 88 10 7 0 2 0

3.2% 3.0% 5.6% 3.9% 0.0% 6.5% 0.0%

169 135 15 13 1 4 1
5.0% 4.5% 8.4% 7.3% 7.1% 12.9% 7.7%

10 5 3 2 0 0 0
0.3% 0.2% 1.7% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0%

58 46 5 6 0 1 0
1.7% 1.5% 2.8% 3.4% 0.0% 3.2% 0.0%

95 73 9 10 0 1 2
2.8% 2.5% 5.0% 5.6% 0.0% 3.2% 15.4%
144 120 8 14 0 2 0

4.2% 4.0% 4.5% 7.8% 0.0% 6.5% 0.0%

66 44 12 9 0 1 0

1.9% 1.5% 6.7% 5.0% 0.0% 3.2% 0.0%

49 37 7 3 0 1 1
1.4% 1.2% 3.9% 1.7% 0.0% 3.2% 7.7%
368 276 52 33 1 4 2

10.8% 9.3% 29.1% 18.4% 7.1% 12.9% 15.4%
111 87 12 7 2 2 1

3.3% 2.9% 6.7% 3.9% 14.3% 6.5% 7.7%
308 241 37 25 2 3 0

9.1% 8.1% 20.7% 14.0% 14.3% 9.7% 0.0%

52 30 15 5 0 1 1

1.5% 1.0% 8.4% 2.8% 0.0% 3.2% 7.7%

1,242 1,053 86 83 5 12 3
36.6% 35.3% 48.0% 46.4% 35.7% 38.7% 23.1%
1,963 1,782 63 82 9 18 9
57.8% 59.8% 35.2% 45.8% 64.3% 58.1% 69.2%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2
医療機関を受診するこ
とができなかった（予
防接種を含む）

3
生活費を金融機関など
から借金をした

4
最低限の食事を食べる
ことができなかった

1
電気・ガス・水道など
が止められた

11
冠婚葬祭のつきあいを
控えた

12
理髪店や美容院に行く
ことができなかった

13
敷金・保証金等を用意
できないので、住み替
え・転居を断念した

8
電話（固定・携帯）な
どの通信料の支払いが
滞った

9
家賃や住宅ローンの支
払いが滞った

10
新しい衣服や靴を買う
ことができなかった

5
クレジットカードの利
用が停止になった

6
国民健康保険料や国民
年金の支払いが滞った

7 税金の支払いが滞った

14
趣味やレジャーの出費
を減らした

15
どれにもあてはまらな
い

回答者数計
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【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

509 244 171 73 14 7 0

3.1% 1.9% 7.4% 6.2% 10.7% 3.5% 0.0%

1,341 806 365 154 5 10 1

8.1% 6.3% 15.9% 13.2% 3.8% 5.0% 3.8%

1,711 1,124 385 151 27 24 0

10.3% 8.8% 16.7% 12.9% 20.6% 12.1% 0.0%

201 94 78 26 2 1 0

1.2% 0.7% 3.4% 2.2% 1.5% 0.5% 0.0%

593 381 147 50 5 10 0

3.6% 3.0% 6.4% 4.3% 3.8% 5.0% 0.0%

1,370 787 356 179 22 23 3

8.3% 6.2% 15.5% 15.3% 16.8% 11.6% 11.5%

1,969 1,338 385 180 27 37 2

11.9% 10.5% 16.7% 15.4% 20.6% 18.6% 7.7%

1,176 658 324 151 15 28 0

7.1% 5.2% 14.1% 12.9% 11.5% 14.1% 0.0%

819 393 324 81 15 6 0

5.0% 3.1% 14.1% 6.9% 11.5% 3.0% 0.0%

2,986 1,771 814 325 30 43 3

18.1% 13.9% 35.4% 27.8% 22.9% 21.6% 11.5%

1,226 654 380 151 19 20 2

7.4% 5.1% 16.5% 12.9% 14.5% 10.1% 7.7%

2,633 1,543 747 313 11 16 3

15.9% 12.1% 32.5% 26.8% 8.4% 8.0% 11.5%

681 296 284 92 5 3 1

4.1% 2.3% 12.4% 7.9% 3.8% 1.5% 3.8%

6,701 4,688 1,283 571 61 87 11

40.5% 36.9% 55.8% 48.8% 46.6% 43.7% 42.3%

7,396 6,402 510 347 47 80 10

44.7% 50.3% 22.2% 29.7% 35.9% 40.2% 38.5%

550 452 46 39 6 6 1

3.3% 3.6% 2.0% 3.3% 4.6% 3.0% 3.8%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

16 無回答

13

敷金・保証金等を
用意できないの
で、住み替え・転
居を断念した

14
趣味やレジャーの
出費を減らした

15
どれにもあてはま
らない

10
新しい衣服や靴を
買うことができな
かった

11
冠婚葬祭のつきあ
いを控えた

12
理髪店や美容院に
行くことができな
かった

7
税金の支払いが
滞った

8
電話（固定・携
帯）などの通信料
の支払いが滞った

9
家賃や住宅ローン
の支払いが滞った

4
最低限の食事を食
べることができな
かった

5
クレジットカード
の利用が停止に
なった

6
国民健康保険料や
国民年金の支払い
が滞った

1
電気・ガス・水道
などが止められた

2

医療機関を受診す
ることができな
かった（予防接種
を含む）

3
生活費を金融機関
などから借金をし
た
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【保護者調査票 問 26】 

 あなたの世帯では、おおむね１年の間に、経済的な理由（お金が足りなくて）で、次のような経験

をしたことがありますか。あてはまるものをすべて選択してください。 

（調査対象のお子さんのみでなく、世帯におけるお子さん全員を対象にお答えください。） 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「どれにもあてはまらない」と答えた割合が高く、収入が低

い階層ほど「家族旅行（日帰りを含む）ができなかった」「お子さんのための服や靴を買えなかった」等と

回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「どれにもあてはまらない」と回答した割合が増加し

ている。 

 

表 139 収入階層別にみた経済的な理由により経験したこと 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

83 20 39 24

2.4% 1.1% 3.3% 7.3%

260 59 128 73
7.7% 3.2% 10.7% 22.1%
118 28 57 33

3.5% 1.5% 4.8% 10.0%

63 7 29 27

1.9% 0.4% 2.4% 8.2%

5 2 2 1

0.1% 0.1% 0.2% 0.3%

222 58 108 56

6.5% 3.1% 9.1% 17.0%

150 21 82 47

4.4% 1.1% 6.9% 14.2%

751 240 383 128
22.1% 12.8% 32.1% 38.8%
2,479 1,586 739 154
73.0% 84.7% 62.0% 46.7%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

7
お子さんに誕生日プレ
ゼントやお年玉をあげ
ることができなかった

8
家族旅行（日帰りを含
む）ができなかった

9
どれにもあてはまらな
い

4
お子さんの給食費や教
材費（学級費）が払え
なかった

5
お子さんを遠足や修学
旅行に参加させること
ができなかった

6

お子さんを習い事に通
わせることができな
かった（通信教育を含
む）

1

お子さんを医療機関に
受診させることができ
なかった（予防接種を
含む）

2
お子さんのための服や
靴を買えなかった

3
お子さんのための本や
絵本を買えなかった

計

小学５年生・中学２年生
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【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

591 88 311 192 698

4.6% 1.4% 6.2% 13.6% 19.1%

1,038 196 524 318 1,173

8.1% 3.0% 10.5% 22.5% 32.1%

541 94 279 168 713

4.2% 1.5% 5.6% 11.9% 19.5%

438 61 210 167 490

3.4% 0.9% 4.2% 11.8% 13.4%

13 3 3 7 29

0.1% 0.0% 0.1% 0.5% 0.8%

1,082 252 554 276 1,034

8.4% 3.9% 11.1% 19.6% 28.3%

822 118 406 298 1,038

6.4% 1.8% 8.1% 21.1% 28.4%

2,582 729 1,330 523 1,801

20.0% 11.3% 26.5% 37.1% 49.3%

8,781 5,165 2,980 636 1,034

68.1% 79.9% 59.5% 45.1% 28.3%

746 383 293 70 145

5.8% 5.9% 5.8% 5.0% 4.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

7

お子さんに誕生日
プレゼントやお年
玉をあげることが
できなかった

8
家族旅行（日帰り
を含む）ができな
かった

9
どれにもあてはま
らない

4

お子さんの給食費
や教材費（学級
費）が払えなかっ
た

5

お子さんを遠足や
修学旅行に参加さ
せることができな
かった

6

お子さんを習い事
に通わせることが
できなかった（通
信教育を含む）

10 無回答

1

お子さんを医療機関
に受診させることが
できなかった（予防
接種を含む）

2
お子さんのための
服や靴を買えな
かった

3
お子さんのための
本や絵本を買えな
かった
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（参考）小学５年生と中学２年生との比較 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

50 11 26 13 33 9 13 11

2.6% 1.1% 3.7% 7.2% 2.2% 1.1% 2.7% 7.3%

140 37 66 37 120 22 62 36
7.3% 3.6% 9.4% 20.6% 8.1% 2.6% 12.7% 24.0%

71 21 32 18 47 7 25 15
3.7% 2.0% 4.5% 10.0% 3.2% 0.8% 5.1% 10.0%

34 2 19 13 29 5 10 14

1.8% 0.2% 2.7% 7.2% 2.0% 0.6% 2.1% 9.3%

2 2 0 0 3 0 2 1

0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.7%

118 28 56 34 104 30 52 22

6.2% 2.7% 7.9% 18.9% 7.0% 3.6% 10.7% 14.7%

79 10 40 29 71 11 42 18

4.1% 1.0% 5.7% 16.1% 4.8% 1.3% 8.6% 12.0%

417 126 228 63 334 114 155 65
21.8% 12.3% 32.3% 35.0% 22.5% 13.5% 31.8% 43.3%
1,416 878 447 91 1,063 708 292 63
74.0% 85.4% 63.4% 50.6% 71.7% 83.8% 60.0% 42.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1

お子さんを医療機関に
受診させることができ
なかった（予防接種を
含む）

7
お子さんに誕生日プレ
ゼントやお年玉をあげ
ることができなかった

8
家族旅行（日帰りを含
む）ができなかった

9
どれにもあてはまらな
い

回答者数計

2
お子さんのための服や
靴を買えなかった

3
お子さんのための本や
絵本を買えなかった

4
お子さんの給食費や教
材費（学級費）が払え
なかった

5
お子さんを遠足や修学
旅行に参加させること
ができなかった

6

お子さんを習い事に通
わせることができな
かった（通信教育を含
む）

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

292 47 155 90 299 41 156 102

4.6% 1.5% 6.3% 13.1% 4.5% 1.2% 6.1% 14.1%

490 94 253 143 548 102 271 175

7.8% 3.0% 10.3% 20.8% 8.3% 3.1% 10.6% 24.1%

284 47 151 86 257 47 128 82

4.5% 1.5% 6.1% 12.5% 3.9% 1.4% 5.0% 11.3%

204 30 96 78 234 31 114 89

3.2% 1.0% 3.9% 11.4% 3.6% 0.9% 4.5% 12.3%

5 2 1 2 8 1 2 5

0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.7%

488 113 262 113 594 139 292 163

7.7% 3.6% 10.7% 16.5% 9.0% 4.2% 11.4% 22.5%

337 33 178 126 485 85 228 172

5.4% 1.0% 7.2% 18.4% 7.4% 2.6% 8.9% 23.7%

1,147 324 602 221 1,435 405 728 302

18.2% 10.3% 24.5% 32.2% 21.8% 12.2% 28.5% 41.7%

4,413 2,558 1,506 349 4,368 2,607 1,474 287

70.1% 81.0% 61.3% 50.9% 66.3% 78.8% 57.7% 39.6%

366 182 148 36 380 201 145 34

5.8% 5.8% 6.0% 5.2% 5.8% 6.1% 5.7% 4.7%

6

お子さんを習い事
に通わせることが
できなかった（通
信教育を含む）

7

お子さんに誕生日
プレゼントやお年
玉をあげることが
できなかった

8
家族旅行（日帰り
を含む）ができな
かった

9
どれにもあてはま
らない

10 無回答

1

お子さんを医療機関
に受診させることが
できなかった（予防
接種を含む）

2
お子さんのための
服や靴を買えな
かった

3
お子さんのための
本や絵本を買えな
かった

4

お子さんの給食費
や教材費（学級
費）が払えなかっ
た

5

お子さんを遠足や
修学旅行に参加さ
せることができな
かった

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比べ「どれにもあてはまらない」と回答し

た割合が高く、「家族旅行（日帰りを含む）ができなかった」「お子さんのための服や靴を買えなかっ

た」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての世帯類型において「どれにもあてはまらない」と回答した割合が増

加している。 

 

表 140 世帯類型別にみた経済的な理由により経験したこと 

 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

83 71 7 4 0 1 0

2.4% 2.4% 3.9% 2.2% 0.0% 3.2% 0.0%

260 190 37 26 1 4 2
7.7% 6.4% 20.7% 14.5% 7.1% 12.9% 15.4%
118 87 19 8 1 3 0

3.5% 2.9% 10.6% 4.5% 7.1% 9.7% 0.0%

63 45 8 8 0 1 1

1.9% 1.5% 4.5% 4.5% 0.0% 3.2% 7.7%

5 4 1 0 0 0 0

0.1% 0.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

222 169 23 25 1 3 1

6.5% 5.7% 12.8% 14.0% 7.1% 9.7% 7.7%

150 103 28 18 0 1 0

4.4% 3.5% 15.6% 10.1% 0.0% 3.2% 0.0%

751 609 69 58 2 9 4
22.1% 20.4% 38.5% 32.4% 14.3% 29.0% 30.8%
2,479 2,246 91 100 12 21 9
73.0% 75.4% 50.8% 55.9% 85.7% 67.7% 69.2%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

4
お子さんの給食費や教
材費（学級費）が払え
なかった

5
お子さんを遠足や修学
旅行に参加させること
ができなかった

6

お子さんを習い事に通
わせることができな
かった（通信教育を含
む）

1

お子さんを医療機関に
受診させることができ
なかった（予防接種を
含む）

2
お子さんのための服や
靴を買えなかった

3
お子さんのための本や
絵本を買えなかった

回答者数計

7
お子さんに誕生日プレ
ゼントやお年玉をあげ
ることができなかった

8
家族旅行（日帰りを含
む）ができなかった

9
どれにもあてはまらな
い
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【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,289 774 354 144 8 9 0

7.8% 6.1% 15.4% 12.3% 6.1% 4.5% 0.0%

2,211 1,221 685 248 24 30 3

13.4% 9.6% 29.8% 21.2% 18.3% 15.1% 11.5%

1,254 684 404 128 20 16 2

7.6% 5.4% 17.6% 10.9% 15.3% 8.0% 7.7%

928 536 255 110 8 19 0

5.6% 4.2% 11.1% 9.4% 6.1% 9.5% 0.0%

42 27 12 3 0 0 0

0.3% 0.2% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

2,116 1,223 620 233 19 18 3

12.8% 9.6% 27.0% 19.9% 14.5% 9.0% 11.5%

1,860 984 587 239 20 27 3

11.2% 7.7% 25.5% 20.4% 15.3% 13.6% 11.5%

4,383 2,773 1,048 451 39 61 11

26.5% 21.8% 45.6% 38.6% 29.8% 30.7% 42.3%

9,815 8,345 761 516 72 112 9

59.3% 65.6% 33.1% 44.1% 55.0% 56.3% 34.6%

891 723 90 51 11 12 4

5.4% 5.7% 3.9% 4.4% 8.4% 6.0% 15.4%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

9
どれにもあてはま
らない

10 無回答

6

お子さんを習い事
に通わせることが
できなかった（通
信教育を含む）

7

お子さんに誕生日
プレゼントやお年
玉をあげることが
できなかった

8
家族旅行（日帰り
を含む）ができな
かった

3
お子さんのための
本や絵本を買えな
かった

4

お子さんの給食費
や教材費（学級
費）が払えなかっ
た

5

お子さんを遠足や
修学旅行に参加さ
せることができな
かった

1

お子さんを医療機関
に受診させることが
できなかった（予防
接種を含む）

2
お子さんのための
服や靴を買えな
かった



147 

【児童生徒調査票 問 11】 

 あなたは、必要な文房具などが買えなかったことがありますか。（１つえらぶ） 

 

・ 「よくある」と回答した割合は、中学校２年生と比べ小学５年生において、やや高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学校２年生ともに、「よくある」と回答した割合が高くなっ

ている。 

 

表 141 必要な文房具などが買えなかった経験の有無 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

497 293 204

4.7% 5.5% 3.9%

1,132 727 405

10.6% 13.6% 7.6%

2,683 1,387 1,296

25.2% 25.9% 24.5%

6,350 2,957 3,393

59.6% 55.1% 64.0%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

1 よくある

回答者数計

2 ときどきある

3 ほとんどない

4 まったくない

計
小学５年生・中学２年生

小学５年生 中学２年生

271 134 137
2.1% 2.1% 2.1%

1,627 805 822
12.6% 12.8% 12.5%
2,982 1,332 1,650
23.1% 21.1% 25.0%
7,638 3,845 3,793
59.3% 61.0% 57.6%

370 183 187
2.9% 2.9% 2.8%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 ほとんどない

4 まったくない

5 無回答

計

1 よくある

2 ときどきある
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11 支援の利用状況・ニーズの状況 

 

【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

（１）児童手当 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「利用している、利用したことがある」と回答した割合

が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「利用している、利用したことがある」と回答し

た割合が低くなっている。 

 

表 142 収入階層別にみた児童手当の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,095 1,683 1,099 313
91.2% 89.9% 92.2% 94.8%

224 151 60 13
6.6% 8.1% 5.0% 3.9%

76 39 33 4
2.2% 2.1% 2.8% 1.2%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

12,303 6,115 4,838 1,350 3,587

95.5% 94.6% 96.5% 95.7% 98.2%

353 233 92 28 15

2.7% 3.6% 1.8% 2.0% 0.4%

46 23 16 7 5

0.4% 0.4% 0.3% 0.5% 0.1%

186 94 66 26 45

1.4% 1.5% 1.3% 1.8% 1.2%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計
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・ 小学５年生と中学２年生を比べても、顕著な差はみられなかった。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「利用している、利用したことがある」と

回答した割合が減少している。 

 

表 143 収入階層別にみた児童手当の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,751 933 648 170 1,344 750 451 143
91.5% 90.8% 91.9% 94.4% 90.7% 88.8% 92.6% 95.3%

117 74 34 9 107 77 26 4
6.1% 7.2% 4.8% 5.0% 7.2% 9.1% 5.3% 2.7%

45 21 23 1 31 18 10 3
2.4% 2.0% 3.3% 0.6% 2.1% 2.1% 2.1% 2.0%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

6,016 2,996 2,364 656 6,287 3,119 2,474 694

95.5% 94.9% 96.3% 95.6% 95.4% 94.3% 96.8% 95.7%

173 109 49 15 180 124 43 13

2.7% 3.5% 2.0% 2.2% 2.7% 3.7% 1.7% 1.8%

22 8 10 4 24 15 6 3

0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.4% 0.5% 0.2% 0.4%

88 44 33 11 98 50 33 15

1.4% 1.4% 1.3% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3% 2.1%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
計

計

小学５年生

計

中学２年生

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と比べて母子世帯において、「利用している、利用したことが

ある」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が減少している。 

 

表 144 世帯類型別にみた児童手当の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,095 2,703 172 167 13 29 11
91.2% 90.7% 96.1% 93.3% 92.9% 93.5% 84.6%

224 208 5 8 0 2 1
6.6% 7.0% 2.8% 4.5% 0.0% 6.5% 7.7%

76 68 2 4 1 0 1
2.2% 2.3% 1.1% 2.2% 7.1% 0.0% 7.7%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 制度を知らない

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

15,890 12,153 2,266 1,139 126 182 24

96.1% 95.6% 98.6% 97.4% 96.2% 91.5% 92.3%

368 334 8 16 2 6 2

2.2% 2.6% 0.3% 1.4% 1.5% 3.0% 7.7%

51 43 0 4 0 4 0

0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 2.0% 0.0%

231 186 25 10 3 7 0

1.4% 1.5% 1.1% 0.9% 2.3% 3.5% 0.0%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

計

3 制度を知らない

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている



151 

【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(２) 児童扶養手当 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「利用している、利用したことがある」と回答した割合

が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「制度を知らない」と回答した割合が減少してい

る。 

 

表 145 収入階層別にみた児童扶養手当の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

444 134 170 140
13.1% 7.2% 14.3% 42.4%
2,482 1,483 843 156
73.1% 79.2% 70.7% 47.3%

469 256 179 34
13.8% 13.7% 15.0% 10.3%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,541 903 1,072 566 2,344

19.7% 14.0% 21.4% 40.1% 64.2%

6,353 3,633 2,260 460 782

49.3% 56.2% 45.1% 32.6% 21.4%

2,152 1,020 943 189 267

16.7% 15.8% 18.8% 13.4% 7.3%

1,842 909 737 196 259

14.3% 14.1% 14.7% 13.9% 7.1%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答
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・ 小学５年生と中学２年生を比べても、顕著な差はみられなかった。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、小学５年生、中

学２年生ともに、中央値以上、中央値未満では減少したのに対し、中央値の 1/2未満では増加してい

る。 

 

表 146 収入階層別にみた児童扶養手当の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

242 67 98 77 202 67 72 63
12.7% 6.5% 13.9% 42.8% 13.6% 7.9% 14.8% 42.0%
1,397 822 492 83 1,085 661 351 73
73.0% 80.0% 69.8% 46.1% 73.2% 78.2% 72.1% 48.7%

274 139 115 20 195 117 64 14
14.3% 13.5% 16.3% 11.1% 13.2% 13.8% 13.1% 9.3%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

制度を知らない

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,243 440 521 282 1,298 463 551 284

19.7% 13.9% 21.2% 41.1% 19.7% 14.0% 21.6% 39.2%

3,152 1,809 1,112 231 3,201 1,824 1,148 229

50.0% 57.3% 45.3% 33.7% 48.6% 55.1% 44.9% 31.6%

1,075 502 488 85 1,077 518 455 104

17.1% 15.9% 19.9% 12.4% 16.3% 15.7% 17.8% 14.3%

829 406 335 88 1,013 503 402 108

13.2% 12.9% 13.6% 12.8% 15.4% 15.2% 15.7% 14.9%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、両親のいる世帯で

は１割未満であるのに対し、母子世帯（母及び 18 歳未満の子のみ）では７割、母子世帯（18 歳以上

の親族等同居）では５割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が減少している。 

 

表 147 世帯類型別にみた児童扶養手当の利用状況 

 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

444 190 135 96 8 11 4
13.1% 6.4% 75.4% 53.6% 57.1% 35.5% 30.8%
2,482 2,336 41 74 5 18 8
73.1% 78.4% 22.9% 41.3% 35.7% 58.1% 61.5%

469 453 3 9 1 2 1
13.8% 15.2% 1.7% 5.0% 7.1% 6.5% 7.7%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

利用している、利用し
たことがある

1

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

4,885 1,616 2,061 994 92 116 6

29.5% 12.7% 89.6% 85.0% 70.2% 58.3% 23.1%

7,135 6,758 166 140 21 39 11

43.1% 53.1% 7.2% 12.0% 16.0% 19.6% 42.3%

2,419 2,375 13 10 6 15 0

14.6% 18.7% 0.6% 0.9% 4.6% 7.5% 0.0%

2,101 1,967 59 25 12 29 9

12.7% 15.5% 2.6% 2.1% 9.2% 14.6% 34.6%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

計

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

1
利用している、利
用したことがある
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(３) 就学援助 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「利用している、利用したことがある」と回答した割合

が高く、中央値の 1/2未満では４割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、中央値以上、中

央値未満では減少しているのに対し、中央値の 1/2未満では増加している。 

 

表 148 収入階層別にみた就学援助制度の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

345 39 154 152
10.2% 2.1% 12.9% 46.1%
2,692 1,647 898 147
79.3% 87.9% 75.3% 44.5%

358 187 140 31
10.5% 10.0% 11.7% 9.4%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,525 259 758 508 3,367

11.8% 4.0% 15.1% 36.0% 92.2%

8,344 4,730 3,028 586 135

64.7% 73.2% 60.4% 41.5% 3.7%

1,161 540 502 119 37

9.0% 8.4% 10.0% 8.4% 1.0%

1,858 936 724 198 113

14.4% 14.5% 14.4% 14.0% 3.1%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

計

4 無回答
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・ 全ての収入階層において、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、小学５年生と

比べ中学２年生が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、小学５年生、中

学２年生ともに、中央値以上、中央値未満では減少しているのに対し、中央値の 1/2未満では増加し

ている。 

 

表 149 収入階層別にみた就学援助制度の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

181 18 83 80 164 21 71 72
9.5% 1.8% 11.8% 44.4% 11.1% 2.5% 14.6% 48.0%

1,510 900 529 81 1,182 747 369 66
78.9% 87.5% 75.0% 45.0% 79.8% 88.4% 75.8% 44.0%

222 110 93 19 136 77 47 12
11.6% 10.7% 13.2% 10.6% 9.2% 9.1% 9.7% 8.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
利用している、利用し
たことがある

回答者数計

3 制度を知らない

2
利用したことはない
が、知っている

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

672 95 349 228 853 164 409 280

10.7% 3.0% 14.2% 33.2% 12.9% 5.0% 16.0% 38.6%

4,083 2,312 1,470 301 4,261 2,418 1,558 285

64.8% 73.2% 59.9% 43.9% 64.7% 73.1% 61.0% 39.3%

697 333 303 61 464 207 199 58

11.1% 10.5% 12.3% 8.9% 7.0% 6.3% 7.8% 8.0%

847 417 334 96 1,011 519 390 102

13.4% 13.2% 13.6% 14.0% 15.3% 15.7% 15.3% 14.1%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計

小学５年生

計

中学２年生

計



156 

・ 両親のいる世帯と比べ母子世帯では、「利用している、利用したことがある」と回答した割合が高く、

特に「母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）では５割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が減少している。 

 

表 150 世帯類型別にみた就学援助制度の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

345 183 102 53 3 1 3
10.2% 6.1% 57.0% 29.6% 21.4% 3.2% 23.1%
2,692 2,471 68 112 8 25 8
79.3% 82.9% 38.0% 62.6% 57.1% 80.6% 61.5%

358 325 9 14 3 5 2
10.5% 10.9% 5.0% 7.8% 21.4% 16.1% 15.4%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

4,892 2,088 1,897 759 69 66 13

29.6% 16.4% 82.5% 64.9% 52.7% 33.2% 50.0%

8,479 7,790 257 306 43 78 5

51.3% 61.3% 11.2% 26.2% 32.8% 39.2% 19.2%

1,198 1,085 50 36 9 17 1

7.2% 8.5% 2.2% 3.1% 6.9% 8.5% 3.8%

1,971 1,753 95 68 10 38 7

11.9% 13.8% 4.1% 5.8% 7.6% 19.1% 26.9%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(４) 生活保護 

 

・ 収入階層別では、収入が低い階層ほど「制度を知らない」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合に減少傾向がみられ

る。 

 

表 151 収入階層別にみた生活保護の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

13 3 4 6
0.4% 0.2% 0.3% 1.8%

3,299 1,840 1,150 309
97.2% 98.2% 96.5% 93.6%

83 30 38 15
2.4% 1.6% 3.2% 4.5%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

88 9 34 45 255

0.7% 0.1% 0.7% 3.2% 7.0%

10,478 5,404 4,017 1,057 2,820

81.3% 83.6% 80.1% 74.9% 77.2%

279 89 135 55 108

2.2% 1.4% 2.7% 3.9% 3.0%

2,043 963 826 254 469

15.9% 14.9% 16.5% 18.0% 12.8%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

計

4 無回答
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・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、減少傾向にある。 

 

表 152 収入階層別にみた生活保護の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

5 1 1 3 8 2 3 3
0.3% 0.1% 0.1% 1.7% 0.5% 0.2% 0.6% 2.0%

1,871 1,018 683 170 1,428 822 467 139
97.8% 99.0% 96.9% 94.4% 96.4% 97.3% 95.9% 92.7%

37 9 21 7 46 21 17 8
1.9% 0.9% 3.0% 3.9% 3.1% 2.5% 3.5% 5.3%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

46 3 21 22 42 6 13 23

0.7% 0.1% 0.9% 3.2% 0.6% 0.2% 0.5% 3.2%

5,191 2,681 1,991 519 5,287 2,723 2,026 538

82.4% 84.9% 81.1% 75.7% 80.2% 82.3% 79.3% 74.2%

139 47 69 23 140 42 66 32

2.2% 1.5% 2.8% 3.4% 2.1% 1.3% 2.6% 4.4%

923 426 375 122 1,120 537 451 132

14.7% 13.5% 15.3% 17.8% 17.0% 16.2% 17.6% 18.2%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と比べて、特に母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）で「利

用している、利用したことがある」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が減少している。 

 

表 153 世帯類型別にみた生活保護の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

13 3 9 1 0 0 0
0.4% 0.1% 5.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

3,299 2,902 166 173 14 31 13
97.2% 97.4% 92.7% 96.6% 100.0% 100.0% 100.0%

83 74 4 5 0 0 0
2.4% 2.5% 2.2% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

343 99 184 52 6 1 1

2.1% 0.8% 8.0% 4.4% 4.6% 0.5% 3.8%

13,298 10,313 1,779 957 94 140 15

80.4% 81.1% 77.4% 81.9% 71.8% 70.4% 57.7%

387 291 60 21 7 8 0

2.3% 2.3% 2.6% 1.8% 5.3% 4.0% 0.0%

2,512 2,013 276 139 24 50 10

15.2% 15.8% 12.0% 11.9% 18.3% 25.1% 38.5%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

3 制度を知らない

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(５) 児童相談所 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「利用している、利用したことがある」と回答した割合

が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「利用している、利用したことがある」と回答し

た割合が増加している。 

 

表 154 収入階層別にみた児童相談所の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

95 42 30 23
2.8% 2.2% 2.5% 7.0%

3,025 1,705 1,058 262
89.1% 91.0% 88.8% 79.4%

275 126 104 45
8.1% 6.7% 8.7% 13.6%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

281 100 119 62 287

2.2% 1.5% 2.4% 4.4% 7.9%

10,146 5,264 3,872 1,010 2,691

78.7% 81.4% 77.3% 71.6% 73.7%

438 149 205 84 204

3.4% 2.3% 4.1% 6.0% 5.6%

2,023 952 816 255 470

15.7% 14.7% 16.3% 18.1% 12.9%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

計

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

1
利用している、利
用したことがある
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・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、小学５年生、中

学２年生ともに増加している。 

 

表 155 収入階層別にみた児童相談所の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

49 17 18 14 46 25 12 9
2.6% 1.7% 2.6% 7.8% 3.1% 3.0% 2.5% 6.0%

1,714 945 627 142 1,311 760 431 120
89.6% 91.9% 88.9% 78.9% 88.5% 89.9% 88.5% 80.0%

150 66 60 24 125 60 44 21
7.8% 6.4% 8.5% 13.3% 8.4% 7.1% 9.0% 14.0%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

135 49 61 25 146 51 58 37

2.1% 1.6% 2.5% 3.6% 2.2% 1.5% 2.3% 5.1%

5,026 2,605 1,921 500 5,120 2,659 1,951 510

79.8% 82.5% 78.2% 72.9% 77.7% 80.4% 76.3% 70.3%

224 79 106 39 214 70 99 45

3.6% 2.5% 4.3% 5.7% 3.2% 2.1% 3.9% 6.2%

914 424 368 122 1,109 528 448 133

14.5% 13.4% 15.0% 17.8% 16.8% 16.0% 17.5% 18.3%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 両親のいる世帯と比較して、母子世帯において「利用している、利用したことがある」と回答した

割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、母子世帯では、「利用している、利用したことがある」と回答した割合が減

少している。 

 

表 156 世帯類型別にみた児童相談所の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

95 70 11 7 0 1 6
2.8% 2.3% 6.1% 3.9% 0.0% 3.2% 46.2%

3,025 2,668 155 155 13 28 6
89.1% 89.6% 86.6% 86.6% 92.9% 90.3% 46.2%

275 241 13 17 1 2 1
8.1% 8.1% 7.3% 9.5% 7.1% 6.5% 7.7%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 制度を知らない

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

568 292 171 79 5 13 8

3.4% 2.3% 7.4% 6.8% 3.8% 6.5% 30.8%

12,837 9,971 1,730 905 96 124 11

77.6% 78.4% 75.3% 77.4% 73.3% 62.3% 42.3%

642 448 125 52 6 11 0

3.9% 3.5% 5.4% 4.4% 4.6% 5.5% 0.0%

2,493 2,005 273 133 24 51 7

15.1% 15.8% 11.9% 11.4% 18.3% 25.6% 26.9%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

計

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

1
利用している、利
用したことがある
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(６) スクールカウンセラー 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど、「利用している、利用したことがある」と回答した割合

が高くなっている一方で、「制度を知らない」と回答した割合もやや高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合が増加している。 

 

表 157 収入階層別にみた児童相談所の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 
  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

443 231 148 64
13.0% 12.3% 12.4% 19.4%
2,834 1,593 993 248
83.5% 85.1% 83.3% 75.2%

118 49 51 18
3.5% 2.6% 4.3% 5.5%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

950 433 374 143 461

7.4% 6.7% 7.5% 10.1% 12.6%

9,450 4,927 3,601 922 2,437

73.3% 76.2% 71.8% 65.3% 66.7%

536 181 251 104 304

4.2% 2.8% 5.0% 7.4% 8.3%

1,952 924 786 242 450

15.1% 14.3% 15.7% 17.2% 12.3%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計
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・ 小学５年生と比べ中学２年生において、「利用している、利用したことがある」と回答した割合が高

くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、小学５年生、中

学２年生ともに増加している。 

 

表 158 収入階層別にみた児童相談所の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

214 102 77 35 229 129 71 29
11.2% 9.9% 10.9% 19.4% 15.5% 15.3% 14.6% 19.3%
1,616 899 585 132 1,218 694 408 116
84.5% 87.5% 83.0% 73.3% 82.2% 82.1% 83.8% 77.3%

83 27 43 13 35 22 8 5
4.3% 2.6% 6.1% 7.2% 2.4% 2.6% 1.6% 3.3%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

3 制度を知らない

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

437 186 186 65 513 247 188 78

6.9% 5.9% 7.6% 9.5% 7.8% 7.5% 7.4% 10.8%

4,653 2,442 1,758 453 4,797 2,485 1,843 469

73.9% 77.4% 71.6% 66.0% 72.8% 75.1% 72.1% 64.7%

320 111 155 54 216 70 96 50

5.1% 3.5% 6.3% 7.9% 3.3% 2.1% 3.8% 6.9%

889 418 357 114 1,063 506 429 128

14.1% 13.2% 14.5% 16.6% 16.1% 15.3% 16.8% 17.7%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計

小学５年生

計

中学２年生

計
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯と比べ母子世帯において、「利用している、利用したことがあ

る」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が増加している。 

 

表 159 世帯類型別にみた児童相談所の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

443 379 30 27 2 3 2
13.0% 12.7% 16.8% 15.1% 14.3% 9.7% 15.4%
2,834 2,502 141 146 7 28 10
83.5% 84.0% 78.8% 81.6% 50.0% 90.3% 76.9%

118 98 8 6 5 0 1
3.5% 3.3% 4.5% 3.4% 35.7% 0.0% 7.7%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,411 942 299 131 15 16 8

8.5% 7.4% 13.0% 11.2% 11.5% 8.0% 30.8%

11,887 9,293 1,546 836 85 117 10

71.9% 73.1% 67.2% 71.5% 64.9% 58.8% 38.5%

840 553 189 65 10 21 2

5.1% 4.3% 8.2% 5.6% 7.6% 10.6% 7.7%

2,402 1,928 265 137 21 45 6

14.5% 15.2% 11.5% 11.7% 16.0% 22.6% 23.1%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(７) スクールソーシャルワーカー 

 

・ 収入階層別では、中央値の 1/2未満において、「利用している、利用したことがある」と回答した割

合が高くなっている一方で、収入階層階層が低いほど「制度を知らない」と回答した割合が高くなっ

ている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において、「利用している、利用したことがある」と回答し

た割合がやや増加している一方で、「制度を知らない」と回答した割合が増加している。 

 

表 160 収入階層別にみたスクールソーシャルワーカーの利用状況 

 
【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

52 24 15 13
1.5% 1.3% 1.3% 3.9%

2,222 1,272 760 190
65.4% 67.9% 63.8% 57.6%
1,121 577 417 127
33.0% 30.8% 35.0% 38.5%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

113 54 42 17 77

0.9% 0.8% 0.8% 1.2% 2.1%

7,870 4,169 2,921 780 1,980

61.1% 64.5% 58.3% 55.3% 54.2%

2,820 1,263 1,202 355 1,093

21.9% 19.5% 24.0% 25.2% 29.9%

2,085 979 847 259 502

16.2% 15.1% 16.9% 18.4% 13.7%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

計

4 無回答

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない
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・ 中学２年生と比較し小学５年生において、「制度を知らない」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「利用している、利用したことがある」と

回答した割合は、小学５年生、中学２年生ともに増加している。 

 

表 161 収入階層別にみたスクールソーシャルワーカーの利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

22 9 7 6 30 15 8 7
1.2% 0.9% 1.0% 3.3% 2.0% 1.8% 1.6% 4.7%

1,235 702 428 105 987 570 332 85
64.6% 68.3% 60.7% 58.3% 66.6% 67.5% 68.2% 56.7%

656 317 270 69 465 260 147 58
34.3% 30.8% 38.3% 38.3% 31.4% 30.8% 30.2% 38.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

48 21 20 7 65 33 22 10

0.8% 0.7% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 1.4%

3,814 2,043 1,399 372 4,056 2,126 1,522 408

60.5% 64.7% 57.0% 54.2% 61.6% 64.3% 59.5% 56.3%

1,496 658 653 185 1,324 605 549 170

23.7% 20.8% 26.6% 27.0% 20.1% 18.3% 21.5% 23.4%

941 435 384 122 1,144 544 463 137

14.9% 13.8% 15.6% 17.8% 17.4% 16.4% 18.1% 18.9%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計
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・ 両親のいる世帯、母子世帯ともに「制度を知らない」と回答した割合が３割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「利用している、利用したことがある」

と回答した割合がやや増加している。 

 

表 162 世帯類型別にみたスクールソーシャルワーカーの利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

52 43 5 3 1 0 0
1.5% 1.4% 2.8% 1.7% 7.1% 0.0% 0.0%

2,222 1,956 114 110 6 26 10
65.4% 65.7% 63.7% 61.5% 42.9% 83.9% 76.9%
1,121 980 60 66 7 5 3
33.0% 32.9% 33.5% 36.9% 50.0% 16.1% 23.1%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

190 112 53 19 2 2 2

1.1% 0.9% 2.3% 1.6% 1.5% 1.0% 7.7%

9,850 7,671 1,273 722 75 100 9

59.6% 60.3% 55.4% 61.8% 57.3% 50.3% 34.6%

3,913 2,874 675 281 29 48 6

23.7% 22.6% 29.4% 24.0% 22.1% 24.1% 23.1%

2,587 2,059 298 147 25 49 9

15.6% 16.2% 13.0% 12.6% 19.1% 24.6% 34.6%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

3 制度を知らない

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(８) (お子さんの兄弟姉妹の)奨学給付金 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「利用している、利用したことがある」と回答した割合

が高い一方で、「制度を知らない」と回答した割合も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、中央値以上、中

央値未満では減少しているのに対し、中央値の 1/2未満では増加している。 

 

表 163 収入階層別にみた奨学給付金の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

157 43 62 52
4.6% 2.3% 5.2% 15.8%

2,332 1,384 774 174
68.7% 73.9% 64.9% 52.7%

906 446 356 104
26.7% 23.8% 29.9% 31.5%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

854 311 361 182 621

6.6% 4.8% 7.2% 12.9% 17.0%

7,758 4,214 2,859 685 1,550

60.2% 65.2% 57.0% 48.5% 42.4%

2,329 1,020 1,001 308 1,051

18.1% 15.8% 20.0% 21.8% 28.8%

1,947 920 791 236 430

15.1% 14.2% 15.8% 16.7% 11.8%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

3 制度を知らない

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている
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・ 小学５年生と比べ中学２年生において、「利用している、利用したことがある」と回答した割合が高

く、「制度を知らない」と回答した割合も低くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、小学５年生、中

学２年生ともに、中央値以上、中央値未満では減少しているのに対し、中央値の 1/2未満では増加し

ている。 

 

表 164 収入階層別にみた奨学給付金の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

61 13 25 23 96 30 37 29
3.2% 1.3% 3.5% 12.8% 6.5% 3.6% 7.6% 19.3%

1,297 755 442 100 1,035 629 332 74
67.8% 73.4% 62.7% 55.6% 69.8% 74.4% 68.2% 49.3%

555 260 238 57 351 186 118 47
29.0% 25.3% 33.8% 31.7% 23.7% 22.0% 24.2% 31.3%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2
利用したことはない
が、知っている

3

1
利用している、利用し
たことがある

制度を知らない

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

275 96 117 62 579 215 244 120

4.4% 3.0% 4.8% 9.0% 8.8% 6.5% 9.5% 16.6%

3,820 2,072 1,410 338 3,938 2,142 1,449 347

60.6% 65.6% 57.4% 49.3% 59.8% 64.8% 56.7% 47.9%

1,306 576 562 168 1,023 444 439 140

20.7% 18.2% 22.9% 24.5% 15.5% 13.4% 17.2% 19.3%

898 413 367 118 1,049 507 424 118

14.3% 13.1% 14.9% 17.2% 15.9% 15.3% 16.6% 16.3%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「利用している、利用したことがあ

る」と回答した割合が高くなっている一方で、「制度を知らない」と回答した割合も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が減少している。 

 

表 165 世帯類型別にみた奨学給付金の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

157 115 19 21 1 1 0
4.6% 3.9% 10.6% 11.7% 7.1% 3.2% 0.0%

2,332 2,085 97 108 8 24 10
68.7% 70.0% 54.2% 60.3% 57.1% 77.4% 76.9%

906 779 63 50 5 6 3
26.7% 26.1% 35.2% 27.9% 35.7% 19.4% 23.1%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,475 928 301 207 16 21 2

8.9% 7.3% 13.1% 17.7% 12.2% 10.6% 7.7%

9,308 7,500 1,071 579 64 85 9

56.3% 59.0% 46.6% 49.5% 48.9% 42.7% 34.6%

3,380 2,382 662 259 31 41 5

20.4% 18.7% 28.8% 22.2% 23.7% 20.6% 19.2%

2,377 1,906 265 124 20 52 10

14.4% 15.0% 11.5% 10.6% 15.3% 26.1% 38.5%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

計

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

1
利用している、利
用したことがある
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(９) 母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付金 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「利用している、利用したことがある」と回答した割合

高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において、「利用している、利用したことがある」と回答し

た割合がやや減少している。 

 

表 166 収入階層別にみた母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付金の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

25 4 11 10
0.7% 0.2% 0.9% 3.0%

1,663 966 542 155
49.0% 51.6% 45.5% 47.0%
1,707 903 639 165
50.3% 48.2% 53.6% 50.0%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

142 25 56 61 239

1.1% 0.4% 1.1% 4.3% 6.5%

6,443 3,488 2,348 607 1,588

50.0% 54.0% 46.8% 43.0% 43.5%

4,264 1,986 1,788 490 1,363

33.1% 30.7% 35.7% 34.7% 37.3%

2,039 966 820 253 462

15.8% 14.9% 16.4% 17.9% 12.7%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

計

4 無回答

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない
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・ 小学５年生では、中学２年生と比べて「制度を知らない」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生では、中学２年生ともに「制度を知らない」と回答した割合が

減少している。 

 

表 167 収入階層別にみた母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付金の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

13 2 7 4 12 2 4 6
0.7% 0.2% 1.0% 2.2% 0.8% 0.2% 0.8% 4.0%
897 511 301 85 766 455 241 70

46.9% 49.7% 42.7% 47.2% 51.7% 53.8% 49.5% 46.7%
1,003 515 397 91 704 388 242 74
52.4% 50.1% 56.3% 50.6% 47.5% 45.9% 49.7% 49.3%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

利用したことはない
が、知っている

回答者数計

3 制度を知らない

1
利用している、利用し
たことがある

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

64 11 24 29 78 14 32 32

1.0% 0.3% 1.0% 4.2% 1.2% 0.4% 1.3% 4.4%

3,162 1,699 1,162 301 3,281 1,789 1,186 306

50.2% 53.8% 47.3% 43.9% 49.8% 54.1% 46.4% 42.2%

2,155 1,020 899 236 2,109 966 889 254

34.2% 32.3% 36.6% 34.4% 32.0% 29.2% 34.8% 35.0%

918 427 371 120 1,121 539 449 133

14.6% 13.5% 15.1% 17.5% 17.0% 16.3% 17.6% 18.3%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計

小学５年生

計

中学２年生

計
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「利用している、利用したことがあ

る」と回答した割合が高く、「利用したことはないが、知っている」と回答した割合も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が減少している。 

 

表 168 世帯類型別にみた母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付金の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

25 15 6 4 0 0 0
0.7% 0.5% 3.4% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%

1,663 1,425 106 104 6 15 7
49.0% 47.8% 59.2% 58.1% 42.9% 48.4% 53.8%
1,707 1,539 67 71 8 16 6
50.3% 51.7% 37.4% 39.7% 57.1% 51.6% 46.2%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

制度を知らない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

381 118 165 83 8 6 1

2.3% 0.9% 7.2% 7.1% 6.1% 3.0% 3.8%

8,031 6,217 1,128 562 53 63 8

48.6% 48.9% 49.1% 48.1% 40.5% 31.7% 30.8%

5,627 4,365 745 380 48 82 7

34.0% 34.3% 32.4% 32.5% 36.6% 41.2% 26.9%

2,501 2,016 261 144 22 48 10

15.1% 15.9% 11.4% 12.3% 16.8% 24.1% 38.5%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(10) 学習支援事業 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「利用している、利用したことがある」と回答した割合

がやや高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において、「利用している、利用したことがある」と回答し

た割合がやや増加している。 

 

表 169 収入階層別にみた学習支援事業の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

24 5 9 10
0.7% 0.3% 0.8% 3.0%

1,122 649 373 100
33.0% 34.7% 31.3% 30.3%
2,249 1,219 810 220
66.2% 65.1% 68.0% 66.7%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

54 12 23 19 95

0.4% 0.2% 0.5% 1.3% 2.6%

3,539 2,030 1,194 315 777

27.5% 31.4% 23.8% 22.3% 21.3%

3,595 1,870 1,391 334 1,070

27.9% 28.9% 27.8% 23.7% 29.3%

5,700 2,553 2,404 743 1,710

44.2% 39.5% 48.0% 52.7% 46.8%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

計

4 無回答

1
利用している、利
用したことがある
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・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、小学５年生では

やや増加しているのに対し、中学２年生ではやや増加している。 

 

表 170 収入階層別にみた学習支援事業の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

6 2 3 1 18 3 6 9
0.3% 0.2% 0.4% 0.6% 1.2% 0.4% 1.2% 6.0%
612 361 195 56 510 288 178 44

32.0% 35.1% 27.7% 31.1% 34.4% 34.1% 36.6% 29.3%
1,295 665 507 123 954 554 303 97
67.7% 64.7% 71.9% 68.3% 64.4% 65.6% 62.2% 64.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

20 5 6 9 34 7 17 10

0.3% 0.2% 0.2% 1.3% 0.5% 0.2% 0.7% 1.4%

1,755 1,016 577 162 1,784 1,014 617 153

27.9% 32.2% 23.5% 23.6% 27.1% 30.7% 24.1% 21.1%

1,929 1,001 750 178 1,666 869 641 156

30.6% 31.7% 30.5% 25.9% 25.3% 26.3% 25.1% 21.5%

2,595 1,135 1,123 337 3,105 1,418 1,281 406

41.2% 36.0% 45.7% 49.1% 47.1% 42.9% 50.1% 56.0%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計
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・ 母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「利用している、利用したことがある」と回答した割合が

高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「制度を知らない」と回答した割合が増

加している。 

 

表 171 世帯類型別にみた学習支援事業の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

24 14 6 4 0 0 0
0.7% 0.5% 3.4% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%

1,122 972 59 68 4 13 6
33.0% 32.6% 33.0% 38.0% 28.6% 41.9% 46.2%
2,249 1,993 114 107 10 18 7
66.2% 66.9% 63.7% 59.8% 71.4% 58.1% 53.8%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 制度を知らない

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

149 73 55 20 1 0 0

0.9% 0.6% 2.4% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0%

4,316 3,363 591 297 34 27 4

26.1% 26.4% 25.7% 25.4% 26.0% 13.6% 15.4%

4,665 3,611 691 278 38 45 2

28.2% 28.4% 30.1% 23.8% 29.0% 22.6% 7.7%

7,410 5,669 962 574 58 127 20

44.8% 44.6% 41.8% 49.1% 44.3% 63.8% 76.9%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

3 制度を知らない

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(11) 放課後子ども教室 

 

・ 収入階層別にみると、全ての収入階層において「利用している、利用したことがある」と回答した

割合は１割未満となっており、収入が低い階層ほど「制度を知らない」と回答した割合が高くなって

いる。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「利用している、利用したことがある」と回答し

た割合が減少している。 

 

表 172 収入階層別にみた放課後子ども教室の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

218 108 94 16
6.4% 5.8% 7.9% 4.8%

1,529 874 515 140
45.0% 46.7% 43.2% 42.4%
1,648 891 583 174
48.5% 47.6% 48.9% 52.7%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,065 494 455 116 318

8.3% 7.6% 9.1% 8.2% 8.7%

6,233 3,235 2,336 662 1,526

48.4% 50.0% 46.6% 46.9% 41.8%

3,638 1,810 1,438 390 1,347

28.2% 28.0% 28.7% 27.6% 36.9%

1,952 926 783 243 461

15.1% 14.3% 15.6% 17.2% 12.6%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

計

4 無回答
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・ 小学５年生では、中学２年生と比べて「利用している、利用したことがある」と回答した割合がや

や高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「利用している、利用したことがある」と

回答した割合がやや減少しており、「制度を知らない」と回答した割合も増加している。 

 

表 173 収入階層別にみた放課後子ども教室の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

139 70 60 9 79 38 34 7
7.3% 6.8% 8.5% 5.0% 5.3% 4.5% 7.0% 4.7%
802 445 281 76 727 429 234 64

41.9% 43.3% 39.9% 42.2% 49.1% 50.8% 48.0% 42.7%
972 513 364 95 676 378 219 79

50.8% 49.9% 51.6% 52.8% 45.6% 44.7% 45.0% 52.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

584 258 267 59 481 236 188 57

9.3% 8.2% 10.9% 8.6% 7.3% 7.1% 7.4% 7.9%

2,971 1,548 1,103 320 3,262 1,687 1,233 342

47.2% 49.0% 44.9% 46.6% 49.5% 51.0% 48.2% 47.2%

1,872 941 735 196 1,766 869 703 194

29.7% 29.8% 29.9% 28.6% 26.8% 26.3% 27.5% 26.8%

872 410 351 111 1,080 516 432 132

13.8% 13.0% 14.3% 16.2% 16.4% 15.6% 16.9% 18.2%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、全ての世帯類型において「利用している、利用したことがある」と回答した

割合は１割未満となっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに「利用している、利用したことがある」

と回答した割合がやや減少している。 

 

表 174 世帯類型別にみた放課後子ども教室の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

218 195 9 12 0 2 0
6.4% 6.5% 5.0% 6.7% 0.0% 6.5% 0.0%

1,529 1,346 70 81 7 18 7
45.0% 45.2% 39.1% 45.3% 50.0% 58.1% 53.8%
1,648 1,438 100 86 7 11 6
48.5% 48.3% 55.9% 48.0% 50.0% 35.5% 46.2%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 制度を知らない

回答者数計

2
利用したことはない
が、知っている

1
利用している、利用し
たことがある

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,383 1,091 165 110 5 10 2

8.4% 8.6% 7.2% 9.4% 3.8% 5.0% 7.7%

7,759 6,070 970 559 61 89 10

46.9% 47.7% 42.2% 47.8% 46.6% 44.7% 38.5%

4,985 3,635 884 367 42 52 5

30.1% 28.6% 38.5% 31.4% 32.1% 26.1% 19.2%

2,413 1,920 280 133 23 48 9

14.6% 15.1% 12.2% 11.4% 17.6% 24.1% 34.6%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

計

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

1
利用している、利
用したことがある
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(12) 放課後児童クラブ（学童クラブ） 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「利用している、利用したことがある」と回答した割合

が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての世帯類型において「利用している、利用したことがある」と回答し

た割合が増加している。 

 

表 175 収入階層別にみた放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,593 924 535 134
46.9% 49.3% 44.9% 40.6%
1,711 911 628 172
50.4% 48.6% 52.7% 52.1%

91 38 29 24
2.7% 2.0% 2.4% 7.3%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4,221 2,204 1,587 430 1,442

32.8% 34.1% 31.7% 30.5% 39.5%

6,804 3,437 2,655 712 1,724

52.8% 53.2% 53.0% 50.5% 47.2%

317 111 137 69 145

2.5% 1.7% 2.7% 4.9% 4.0%

1,546 713 633 200 341

12.0% 11.0% 12.6% 14.2% 9.3%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答
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・ 小学５年生では、中学２年生と比べて、全ての収入階層において、「利用している、利用したことが

ある」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、小学５年生、中

学２年生ともに増加している。 

 

表 176 収入階層別にみた放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

936 530 331 75 657 394 204 59
48.9% 51.6% 47.0% 41.7% 44.3% 46.6% 41.9% 39.3%

928 477 353 98 783 434 275 74
48.5% 46.4% 50.1% 54.4% 52.8% 51.4% 56.5% 49.3%

49 21 21 7 42 17 8 17
2.6% 2.0% 3.0% 3.9% 2.8% 2.0% 1.6% 11.3%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

3 制度を知らない

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,263 1,170 849 244 1,958 1,034 738 186

35.9% 37.1% 34.6% 35.6% 29.7% 31.3% 28.9% 25.7%

3,235 1,630 1,270 335 3,569 1,807 1,385 377

51.4% 51.6% 51.7% 48.8% 54.2% 54.6% 54.2% 52.0%

140 51 63 26 177 60 74 43

2.2% 1.6% 2.6% 3.8% 2.7% 1.8% 2.9% 5.9%

661 306 274 81 885 407 359 119

10.5% 9.7% 11.2% 11.8% 13.4% 12.3% 14.0% 16.4%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計

小学５年生

計

中学２年生

計
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・ 世帯類型別にみると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、母子世帯（母及び

18歳未満の子のみ）が最も高く、５割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が増加している。 

 

表 177 世帯類型別にみた放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,593 1,389 99 81 9 13 2
46.9% 46.6% 55.3% 45.3% 64.3% 41.9% 15.4%
1,711 1,516 74 88 5 17 11
50.4% 50.9% 41.3% 49.2% 35.7% 54.8% 84.6%

91 74 6 10 0 1 0
2.7% 2.5% 3.4% 5.6% 0.0% 3.2% 0.0%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

1

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

5,663 4,047 1,089 433 48 42 4

34.2% 31.8% 47.4% 37.0% 36.6% 21.1% 15.4%

8,528 6,807 943 596 61 109 12

51.6% 53.5% 41.0% 51.0% 46.6% 54.8% 46.2%

462 324 87 35 7 8 1

2.8% 2.5% 3.8% 3.0% 5.3% 4.0% 3.8%

1,887 1,538 180 105 15 40 9

11.4% 12.1% 7.8% 9.0% 11.5% 20.1% 34.6%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない
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【保護者調査票 問 27】 

 次の（１）から（13）であなたは次の公的制度を利用した（または支援を受けた）ことがあります

か。それぞれあてはまるものを１つ選択してください。 

(13) 児童館・児童センター 

 

・ 収入階層別にみると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、中央値以上におい

て最も高く、３割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において、「利用している、利用したことがある」と回答し

た割合が増加している。 

 

表 178 収入階層別にみた児童館・児童センターの利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

987 582 317 88
29.1% 31.1% 26.6% 26.7%
2,016 1,116 706 194
59.4% 59.6% 59.2% 58.8%

392 175 169 48
11.5% 9.3% 14.2% 14.5%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,672 1,456 957 259 847

20.7% 22.5% 19.1% 18.4% 23.2%

7,463 3,780 2,913 770 1,967

57.9% 58.5% 58.1% 54.6% 53.9%

976 408 417 151 429

7.6% 6.3% 8.3% 10.7% 11.7%

1,777 821 725 231 409

13.8% 12.7% 14.5% 16.4% 11.2%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計
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・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

・ 前回調査と比較すると、「利用している、利用したことがある」と回答した割合は、小学５年生、中

学２年生ともに増加している。 

 

表 179 収入階層別にみた児童館・児童センターの利用状況（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

565 328 192 45 422 254 125 43
29.5% 31.9% 27.2% 25.0% 28.5% 30.1% 25.7% 28.7%
1,113 596 410 107 903 520 296 87
58.2% 58.0% 58.2% 59.4% 60.9% 61.5% 60.8% 58.0%

235 104 103 28 157 71 66 20
12.3% 10.1% 14.6% 15.6% 10.6% 8.4% 13.6% 13.3%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,398 773 493 132 1,274 683 464 127

22.2% 24.5% 20.1% 19.2% 19.3% 20.6% 18.2% 17.5%

3,622 1,816 1,423 383 3,841 1,964 1,490 387

57.5% 57.5% 57.9% 55.8% 58.3% 59.4% 58.3% 53.4%

489 212 214 63 487 196 203 88

7.8% 6.7% 8.7% 9.2% 7.4% 5.9% 7.9% 12.1%

790 356 326 108 987 465 399 123

12.5% 11.3% 13.3% 15.7% 15.0% 14.1% 15.6% 17.0%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている

3 制度を知らない

4 無回答

計



186 

・ 世帯類型にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「利用している、利用したことがある」

と回答した割合が増加している。 

 

表 180 世帯類型別にみた児童館・児童センターの利用状況 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

987 855 55 64 5 7 1
29.1% 28.7% 30.7% 35.8% 35.7% 22.6% 7.7%
2,016 1,783 97 98 7 21 10
59.4% 59.9% 54.2% 54.7% 50.0% 67.7% 76.9%

392 341 27 17 2 3 2
11.5% 11.4% 15.1% 9.5% 14.3% 9.7% 15.4%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

回答者数計

1
利用している、利用し
たことがある

2
利用したことはない
が、知っている

3 制度を知らない

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,519 2,630 619 224 24 21 1

21.3% 20.7% 26.9% 19.2% 18.3% 10.6% 3.8%

9,430 7,355 1,176 703 76 106 14

57.0% 57.8% 51.2% 60.1% 58.0% 53.3% 53.8%

1,405 976 274 116 11 26 2

8.5% 7.7% 11.9% 9.9% 8.4% 13.1% 7.7%

2,186 1,755 230 126 20 46 9

13.2% 13.8% 10.0% 10.8% 15.3% 23.1% 34.6%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

3 制度を知らない

4 無回答

計

1
利用している、利
用したことがある

2
利用したことはな
いが、知っている
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【保護者調査票 問 28】 

あなたは、子育てをしていくうえで、どのような支援が充実すると良いと思いますか。特にあては

まるものを５つ選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、「子どもの教育のための経済的支援」と回答した割合は、全ての収入階層にお

いて最も高く、収入が低い階層ほど高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「子どもの教育のための経済的支援」と回答した

割合が増加し、「子どもの医療制度の充実」と回答した割合は減少している。 

 

表 181 収入階層別にみた子育て支援策のニーズ 

 
【参考】平成 30年度調査 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

626 424 169 33
18.4% 22.6% 14.2% 10.0%

1,025 674 293 58

30.2% 36.0% 24.6% 17.6%

851 514 269 68

25.1% 27.4% 22.6% 20.6%

361 111 162 88
10.6% 5.9% 13.6% 26.7%
2,006 1,016 764 226
59.1% 54.2% 64.1% 68.5%

1,273 587 525 161

37.5% 31.3% 44.0% 48.8%

1,525 876 531 118
44.9% 46.8% 44.5% 35.8%

413 212 151 50

12.2% 11.3% 12.7% 15.2%

124 57 51 16
3.7% 3.0% 4.3% 4.8%

189 90 71 28

5.6% 4.8% 6.0% 8.5%

868 514 305 49

25.6% 27.4% 25.6% 14.8%

1,268 742 438 88

37.3% 39.6% 36.7% 26.7%

558 354 173 31

16.4% 18.9% 14.5% 9.4%

386 241 117 28
11.4% 12.9% 9.8% 8.5%

90 59 24 7
2.7% 3.2% 2.0% 2.1%

271 123 113 35

8.0% 6.6% 9.5% 10.6%

257 165 69 23
7.6% 8.8% 5.8% 7.0%

1,123 541 426 156
33.1% 28.9% 35.7% 47.3%

191 136 47 8
5.6% 7.3% 3.9% 2.4%
141 86 46 9

4.2% 4.6% 3.9% 2.7%
81 36 36 9

2.4% 1.9% 3.0% 2.7%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

19
家族以外の世代の異な
る人との交流の機会

20 その他

21 特にない

16
子どもが無料もしくは
安価で食事ができる場
所

17 移送サービス

18
無償もしくは低料金の
学習支援

13

子どもにとって自然体
験や集団遊びなどの機
会（子どもが参加でき
るイベント）

14
地域における子どもの
居場所

15
子育ての中の親同士が
交流できる場所

10
生活向上のための保護
者の資格取得、教育の
機会

11
子どもの将来のために
職場体験等ができる機
会

12
子どもが安心して遊べ
る場所（子どもの遊び
場や施設）

7
子どもの医療制度の充
実

8
子どもの進路や就労に
ついて相談できるとこ
ろ

9
保護者の就労について
相談できるところ

4
低い家賃で住めるとこ
ろ（公営住宅など）

5
子どもの教育のための
経済的支援

6
日頃の生活のための経
済的支援（子育ての手
当や公的助成）

1 保育所等の施設の充実

2
放課後児童クラブ（学
童保育）や病児保育の
充実

3
子どもを気軽に（一時
的に）預かってくれる
場所やサービス

計

小学５年生・中学２年生
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中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,537 1,533 825 179 470

19.7% 23.7% 16.5% 12.7% 12.9%

3,307 2,043 1,038 226 727

25.7% 31.6% 20.7% 16.0% 19.9%

2,731 1,579 933 219 681

21.2% 24.4% 18.6% 15.5% 18.6%

1,645 496 829 320 1,241

12.8% 7.7% 16.5% 22.7% 34.0%

6,024 2,825 2,524 675 1,935

46.7% 43.7% 50.4% 47.8% 53.0%

3,767 1,569 1,706 492 1,539

29.2% 24.3% 34.0% 34.9% 42.1%

6,719 3,492 2,632 595 1,502

52.1% 54.0% 52.5% 42.2% 41.1%

1,492 745 590 157 406

11.6% 11.5% 11.8% 11.1% 11.1%

393 173 154 66 189

3.0% 2.7% 3.1% 4.7% 5.2%

949 415 393 141 419

7.4% 6.4% 7.8% 10.0% 11.5%

2,761 1,588 964 209 453

21.4% 24.6% 19.2% 14.8% 12.4%

4,261 2,380 1,534 347 789

33.1% 36.8% 30.6% 24.6% 21.6%

1,668 995 547 126 224

12.9% 15.4% 10.9% 8.9% 6.1%

1,342 784 457 101 248

10.4% 12.1% 9.1% 7.2% 6.8%

328 199 103 26 50

2.5% 3.1% 2.1% 1.8% 1.4%

1,007 429 441 137 459

7.8% 6.6% 8.8% 9.7% 12.6%

877 488 309 80 233

6.8% 7.5% 6.2% 5.7% 6.4%

4,526 2,113 1,907 506 1,306

35.1% 32.7% 38.0% 35.9% 35.8%

666 437 185 44 77

5.2% 6.8% 3.7% 3.1% 2.1%

357 233 104 20 45

2.8% 3.6% 2.1% 1.4% 1.2%

324 173 114 37 50

2.5% 2.7% 2.3% 2.6% 1.4%

1,758 721 742 295 687

13.6% 11.2% 14.8% 20.9% 18.8%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

19
家族以外の世代の
異なる人との交流
の機会

20 その他

21 特にない

22 無回答

16
子どもが無料もし
くは安価で食事が
できる場所

17 移送サービス

18
無償もしくは低料
金の学習支援

13

子どもにとって自然
体験や集団遊びなど
の機会（子どもが参
加できるイベント）

14
地域における子ど
もの居場所

15
子育て中の親同士
が交流できる場所

10
生活向上のための
保護者の資格取
得、教育の機会

11
子どもの将来のた
めに職場体験等が
できる機会

12

子どもが安心して
遊べる場所（子ど
もの遊び場や施
設）

7
子どもの医療制度
の充実

8
子どもの進路や就
労について相談で
きるところ

9
保護者の就労につ
いて相談できると
ころ

4
低い家賃で住める
ところ（公営住宅
など）

5
子どもの教育のた
めの経済的支援

6

日頃の生活のため
の経済的支援（子
育ての手当や公的
助成）

1
保育所等の施設の
充実

2
放課後児童クラブ
（学童保育）や病
児保育の充実

3

子どもを気軽に
（一時的に）預
かってくれる場所
やサービス
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・ 小学５年生、中学２年生ともに「子どもの教育のための経済的支援」と回答した割合が最も高い一

方で、「子どもが安心して遊べる場所（子どもの遊び場や施設）」と回答した割合は、中学２年生と比

べて小学５年生において高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、、小学５年生、中学２年生ともに、「子どもの教育のための経済的支援」と

回答した割合が増加している。 

 

表 182 収入階層別にみた子育て支援策のニーズ（小５・中２別） 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

340 216 107 17 286 208 62 16
17.8% 21.0% 15.2% 9.4% 19.3% 24.6% 12.7% 10.7%

597 376 189 32 428 298 104 26

31.2% 36.6% 26.8% 17.8% 28.9% 35.3% 21.4% 17.3%

513 305 168 40 338 209 101 28

26.8% 29.7% 23.8% 22.2% 22.8% 24.7% 20.7% 18.7%

201 61 93 47 160 50 69 41
10.5% 5.9% 13.2% 26.1% 10.8% 5.9% 14.2% 27.3%
1,097 527 450 120 909 489 314 106
57.3% 51.3% 63.8% 66.7% 61.3% 57.9% 64.5% 70.7%

733 323 324 86 540 264 201 75

38.3% 31.4% 46.0% 47.8% 36.4% 31.2% 41.3% 50.0%

836 480 301 55 689 396 230 63
43.7% 46.7% 42.7% 30.6% 46.5% 46.9% 47.2% 42.0%

195 99 72 24 218 113 79 26

10.2% 9.6% 10.2% 13.3% 14.7% 13.4% 16.2% 17.3%

72 29 35 8 52 28 16 8
3.8% 2.8% 5.0% 4.4% 3.5% 3.3% 3.3% 5.3%

109 55 38 16 80 35 33 12

5.7% 5.4% 5.4% 8.9% 5.4% 4.1% 6.8% 8.0%

502 296 180 26 366 218 125 23

26.2% 28.8% 25.5% 14.4% 24.7% 25.8% 25.7% 15.3%

846 481 305 60 422 261 133 28

44.2% 46.8% 43.3% 33.3% 28.5% 30.9% 27.3% 18.7%

366 230 114 22 192 124 59 9

19.1% 22.4% 16.2% 12.2% 13.0% 14.7% 12.1% 6.0%

238 148 69 21 148 93 48 7
12.4% 14.4% 9.8% 11.7% 10.0% 11.0% 9.9% 4.7%

47 29 13 5 43 30 11 2
2.5% 2.8% 1.8% 2.8% 2.9% 3.6% 2.3% 1.3%

153 70 62 21 118 53 51 14

8.0% 6.8% 8.8% 11.7% 8.0% 6.3% 10.5% 9.3%

141 92 37 12 116 73 32 11
7.4% 8.9% 5.2% 6.7% 7.8% 8.6% 6.6% 7.3%
567 254 224 89 556 287 202 67

29.6% 24.7% 31.8% 49.4% 37.5% 34.0% 41.5% 44.7%
106 74 29 3 85 62 18 5

5.5% 7.2% 4.1% 1.7% 5.7% 7.3% 3.7% 3.3%
78 48 24 6 63 38 22 3

4.1% 4.7% 3.4% 3.3% 4.3% 4.5% 4.5% 2.0%
43 20 18 5 38 16 18 4

2.2% 1.9% 2.6% 2.8% 2.6% 1.9% 3.7% 2.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

15
子育ての中の親同士が
交流できる場所

10
生活向上のための保護
者の資格取得、教育の
機会

11
子どもの将来のために
職場体験等ができる機
会

12
子どもが安心して遊べ
る場所（子どもの遊び
場や施設）

7
子どもの医療制度の充
実

8
子どもの進路や就労に
ついて相談できるとこ
ろ

9
保護者の就労について
相談できるところ

子どもを気軽に（一時
的に）預かってくれる
場所やサービス

4
低い家賃で住めるとこ
ろ（公営住宅など）

5
子どもの教育のための
経済的支援

6
日頃の生活のための経
済的支援（子育ての手
当や公的助成）

1 保育所等の施設の充実

2
放課後児童クラブ（学
童保育）や病児保育の
充実

3

回答者数計

19
家族以外の世代の異な
る人との交流の機会

20 その他

21 特にない

計

小学５年生

計

中学２年生

16
子どもが無料もしくは
安価で食事ができる場
所

17 移送サービス

18
無償もしくは低料金の
学習支援

13

子どもにとって自然体
験や集団遊びなどの機
会（子どもが参加でき
るイベント）

14
地域における子どもの
居場所
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【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,262 741 422 99 1,275 792 403 80

20.0% 23.5% 17.2% 14.4% 19.4% 23.9% 15.8% 11.0%

1,704 1,040 527 137 1,603 1,003 511 89

27.1% 32.9% 21.5% 20.0% 24.3% 30.3% 20.0% 12.3%

1,506 849 526 131 1,225 730 407 88

23.9% 26.9% 21.4% 19.1% 18.6% 22.1% 15.9% 12.1%

778 239 383 156 867 257 446 164

12.4% 7.6% 15.6% 22.7% 13.2% 7.8% 17.4% 22.6%

2,805 1,312 1,178 315 3,219 1,513 1,346 360

44.5% 41.6% 48.0% 45.9% 48.9% 45.7% 52.7% 49.7%

1,804 745 833 226 1,963 824 873 266

28.6% 23.6% 33.9% 32.9% 29.8% 24.9% 34.2% 36.7%

3,334 1,715 1,321 298 3,385 1,777 1,311 297

52.9% 54.3% 53.8% 43.4% 51.4% 53.7% 51.3% 41.0%

562 285 225 52 930 460 365 105

8.9% 9.0% 9.2% 7.6% 14.1% 13.9% 14.3% 14.5%

190 92 73 25 203 81 81 41

3.0% 2.9% 3.0% 3.6% 3.1% 2.4% 3.2% 5.7%

447 204 184 59 502 211 209 82

7.1% 6.5% 7.5% 8.6% 7.6% 6.4% 8.2% 11.3%

1,391 809 486 96 1,370 779 478 113

22.1% 25.6% 19.8% 14.0% 20.8% 23.5% 18.7% 15.6%

2,556 1,408 940 208 1,705 972 594 139

40.6% 44.6% 38.3% 30.3% 25.9% 29.4% 23.2% 19.2%

1,054 630 343 81 614 365 204 45

16.7% 20.0% 14.0% 11.8% 9.3% 11.0% 8.0% 6.2%

755 421 275 59 587 363 182 42

12.0% 13.3% 11.2% 8.6% 8.9% 11.0% 7.1% 5.8%

156 86 55 15 172 113 48 11

2.5% 2.7% 2.2% 2.2% 2.6% 3.4% 1.9% 1.5%

483 199 215 69 524 230 226 68

7.7% 6.3% 8.8% 10.1% 8.0% 7.0% 8.8% 9.4%

382 216 137 29 495 272 172 51

6.1% 6.8% 5.6% 4.2% 7.5% 8.2% 6.7% 7.0%

1,960 920 814 226 2,566 1,193 1,093 280

31.1% 29.1% 33.1% 32.9% 38.9% 36.1% 42.8% 38.6%

309 213 76 20 357 224 109 24

4.9% 6.7% 3.1% 2.9% 5.4% 6.8% 4.3% 3.3%

189 130 50 9 168 103 54 11

3.0% 4.1% 2.0% 1.3% 2.5% 3.1% 2.1% 1.5%

115 53 46 16 209 120 68 21

1.8% 1.7% 1.9% 2.3% 3.2% 3.6% 2.7% 2.9%

857 347 365 145 901 374 377 150

13.6% 11.0% 14.9% 21.1% 13.7% 11.3% 14.7% 20.7%
22 無回答

13

子どもにとって自然
体験や集団遊びなど
の機会（子どもが参
加できるイベント）

14
地域における子ど
もの居場所

15
子育て中の親同士
が交流できる場所

16
子どもが無料もし
くは安価で食事が
できる場所

17 移送サービス

18
無償もしくは低料
金の学習支援

19
家族以外の世代の
異なる人との交流
の機会

20 その他

21 特にない

4
低い家賃で住める
ところ（公営住宅
など）

5
子どもの教育のた
めの経済的支援

6

日頃の生活のため
の経済的支援（子
育ての手当や公的
助成）

7
子どもの医療制度
の充実

8
子どもの進路や就
労について相談で
きるところ

9
保護者の就労につ
いて相談できると
ころ

10
生活向上のための
保護者の資格取
得、教育の機会

11
子どもの将来のた
めに職場体験等が
できる機会

12

子どもが安心して
遊べる場所（子ど
もの遊び場や施
設）

1
保育所等の施設の
充実

2
放課後児童クラブ
（学童保育）や病
児保育の充実

3

子どもを気軽に
（一時的に）預
かってくれる場所
やサービス

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親がいる世帯と比べて「子どもの教育のための経済的支援」

と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての世帯類型において「子どもの教育のための経済的支援」と回答した

割合が増加している。 

 

表 183 世帯類型別にみた子育て支援策のニーズ 

 
 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

626 578 12 25 2 6 3
18.4% 19.4% 6.7% 14.0% 14.3% 19.4% 23.1%

1,025 929 37 50 2 6 1

30.2% 31.2% 20.7% 27.9% 14.3% 19.4% 7.7%

851 754 46 41 3 4 3

25.1% 25.3% 25.7% 22.9% 21.4% 12.9% 23.1%

361 254 63 40 0 0 4
10.6% 8.5% 35.2% 22.3% 0.0% 0.0% 30.8%
2,006 1,729 129 115 7 22 4
59.1% 58.0% 72.1% 64.2% 50.0% 71.0% 30.8%

1,273 1,084 94 71 7 11 6

37.5% 36.4% 52.5% 39.7% 50.0% 35.5% 46.2%

1,525 1,375 58 71 4 14 3
44.9% 46.2% 32.4% 39.7% 28.6% 45.2% 23.1%

413 345 30 25 2 7 4

12.2% 11.6% 16.8% 14.0% 14.3% 22.6% 30.8%

124 106 9 8 0 1 0
3.7% 3.6% 5.0% 4.5% 0.0% 3.2% 0.0%

189 155 17 15 0 2 0

5.6% 5.2% 9.5% 8.4% 0.0% 6.5% 0.0%

868 771 41 40 4 8 4

25.6% 25.9% 22.9% 22.3% 28.6% 25.8% 30.8%

1,268 1,154 45 54 5 7 3

37.3% 38.7% 25.1% 30.2% 35.7% 22.6% 23.1%

558 526 9 15 1 5 2

16.4% 17.7% 5.0% 8.4% 7.1% 16.1% 15.4%

386 343 16 20 4 2 1
11.4% 11.5% 8.9% 11.2% 28.6% 6.5% 7.7%

90 86 1 1 0 2 0
2.7% 2.9% 0.6% 0.6% 0.0% 6.5% 0.0%

271 222 24 18 2 3 2

8.0% 7.5% 13.4% 10.1% 14.3% 9.7% 15.4%

257 220 17 15 1 2 2
7.6% 7.4% 9.5% 8.4% 7.1% 6.5% 15.4%

1,123 945 76 80 2 12 8
33.1% 31.7% 42.5% 44.7% 14.3% 38.7% 61.5%

191 173 8 4 2 4 0
5.6% 5.8% 4.5% 2.2% 14.3% 12.9% 0.0%
141 129 5 5 0 2 0

4.2% 4.3% 2.8% 2.8% 0.0% 6.5% 0.0%
81 72 0 4 2 2 1

2.4% 2.4% 0.0% 2.2% 14.3% 6.5% 7.7%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 保育所等の施設の充実

2
放課後児童クラブ（学
童保育）や病児保育の
充実

9
保護者の就労について
相談できるところ

10
生活向上のための保護
者の資格取得、教育の
機会

11
子どもの将来のために
職場体験等ができる機
会

6
日頃の生活のための経
済的支援（子育ての手
当や公的助成）

7
子どもの医療制度の充
実

8
子どもの進路や就労に
ついて相談できるとこ
ろ

3
子どもを気軽に（一時
的に）預かってくれる
場所やサービス

4
低い家賃で住めるとこ
ろ（公営住宅など）

5
子どもの教育のための
経済的支援

18
無償もしくは低料金の
学習支援

19
家族以外の世代の異な
る人との交流の機会

20 その他

15
子育ての中の親同士が
交流できる場所

16
子どもが無料もしくは
安価で食事ができる場
所

17 移送サービス

12
子どもが安心して遊べ
る場所（子どもの遊び
場や施設）

13

子どもにとって自然体
験や集団遊びなどの機
会（子どもが参加でき
るイベント）

14
地域における子どもの
居場所

21 特にない

回答者数計
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【参考】平成 30年度調査 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

3,007 2,553 249 150 12 37 6

18.2% 20.1% 10.8% 12.8% 9.2% 18.6% 23.1%

4,034 3,254 515 214 13 31 7

24.4% 25.6% 22.4% 18.3% 9.9% 15.6% 26.9%

3,412 2,733 433 202 18 24 2

20.6% 21.5% 18.8% 17.3% 13.7% 12.1% 7.7%

2,886 1,540 912 371 30 26 7

17.4% 12.1% 39.7% 31.7% 22.9% 13.1% 26.9%

7,959 6,071 1,152 569 64 90 13

48.1% 47.7% 50.1% 48.7% 48.9% 45.2% 50.0%

5,306 3,853 912 409 56 68 8

32.1% 30.3% 39.7% 35.0% 42.7% 34.2% 30.8%

8,221 6,876 753 448 48 92 4

49.7% 54.1% 32.8% 38.3% 36.6% 46.2% 15.4%

1,898 1,413 269 171 16 27 2

11.5% 11.1% 11.7% 14.6% 12.2% 13.6% 7.7%

582 407 101 60 5 8 1

3.5% 3.2% 4.4% 5.1% 3.8% 4.0% 3.8%

1,368 962 245 137 10 13 1

8.3% 7.6% 10.7% 11.7% 7.6% 6.5% 3.8%

3,214 2,684 285 179 23 37 6

19.4% 21.1% 12.4% 15.3% 17.6% 18.6% 23.1%

5,050 4,284 426 268 29 36 7

30.5% 33.7% 18.5% 22.9% 22.1% 18.1% 26.9%

1,892 1,609 147 107 10 17 2

11.4% 12.7% 6.4% 9.2% 7.6% 8.5% 7.7%

1,590 1,313 144 93 17 21 2

9.6% 10.3% 6.3% 8.0% 13.0% 10.6% 7.7%

378 325 25 22 0 6 0

2.3% 2.6% 1.1% 1.9% 0.0% 3.0% 0.0%

1,466 1,015 285 116 23 26 1

8.9% 8.0% 12.4% 9.9% 17.6% 13.1% 3.8%

1,110 829 147 100 11 20 3

6.7% 6.5% 6.4% 8.6% 8.4% 10.1% 11.5%

5,832 4,476 828 415 38 65 10

35.3% 35.2% 36.0% 35.5% 29.0% 32.7% 38.5%

743 642 52 32 4 12 1

4.5% 5.0% 2.3% 2.7% 3.1% 6.0% 3.8%

402 332 36 28 3 3 0

2.4% 2.6% 1.6% 2.4% 2.3% 1.5% 0.0%

374 298 36 19 8 11 2

2.3% 2.3% 1.6% 1.6% 6.1% 5.5% 7.7%

2,445 1,697 474 221 23 29 1

14.8% 13.3% 20.6% 18.9% 17.6% 14.6% 3.8%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

20 その他

21 特にない

22 無回答

17 移送サービス

18
無償もしくは低料
金の学習支援

19
家族以外の世代の
異なる人との交流
の機会

14
地域における子ど
もの居場所

15
子育て中の親同士
が交流できる場所

16
子どもが無料もし
くは安価で食事が
できる場所

11
子どもの将来のた
めに職場体験等が
できる機会

12

子どもが安心して
遊べる場所（子ど
もの遊び場や施
設）

13

子どもにとって自然
体験や集団遊びなど
の機会（子どもが参
加できるイベント）

8
子どもの進路や就
労について相談で
きるところ

9
保護者の就労につ
いて相談できると
ころ

10
生活向上のための
保護者の資格取
得、教育の機会

5
子どもの教育のた
めの経済的支援

6

日頃の生活のため
の経済的支援（子
育ての手当や公的
助成）

7
子どもの医療制度
の充実

2
放課後児童クラブ
（学童保育）や病
児保育の充実

3

子どもを気軽に
（一時的に）預
かってくれる場所
やサービス

4
低い家賃で住める
ところ（公営住宅
など）

1
保育所等の施設の
充実
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【保護者調査票 問 29】 

 あなたは、次の（1）から（5）について、悩みがありますか。それぞれあてはまるものを１つ選択

してください。 

（１）子どものしつけや発達 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「悩みがある」と回答した割合が高くなっている。 

表 184 収入階層別にみた子どものしつけや発達についての悩みの有無 

 

 

・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

表 185 収入階層別にみた子どものしつけや発達についての悩みの有無（小５・中２別） 

 

 

・ 母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「悩みがある」と回答した割合がやや高くなっている。。 

表 186 世帯類型別にみた子どものしつけや発達についての悩みの有無 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

348 174 131 43
10.3% 9.3% 11.0% 13.0%

883 445 346 92
26.0% 23.8% 29.0% 27.9%

722 413 239 70
21.3% 22.1% 20.1% 21.2%

908 516 316 76
26.7% 27.5% 26.5% 23.0%

534 325 160 49
15.7% 17.4% 13.4% 14.8%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 あまり悩みはない

5 悩みはない

回答者数計

1 悩みがある

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

206 100 83 23 142 74 48 20
10.8% 9.7% 11.8% 12.8% 9.6% 8.8% 9.9% 13.3%

520 254 214 52 363 191 132 40
27.2% 24.7% 30.4% 28.9% 24.5% 22.6% 27.1% 26.7%

419 235 152 32 303 178 87 38
21.9% 22.9% 21.6% 17.8% 20.4% 21.1% 17.9% 25.3%

495 272 181 42 413 244 135 34
25.9% 26.5% 25.7% 23.3% 27.9% 28.9% 27.7% 22.7%

273 167 75 31 261 158 85 18
14.3% 16.2% 10.6% 17.2% 17.6% 18.7% 17.5% 12.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

4 あまり悩みはない

5 悩みはない

1 悩みがある

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

348 297 24 20 1 3 3
10.3% 10.0% 13.4% 11.2% 7.1% 9.7% 23.1%

883 776 44 46 4 10 3
26.0% 26.0% 24.6% 25.7% 28.6% 32.3% 23.1%

722 619 44 46 3 7 3
21.3% 20.8% 24.6% 25.7% 21.4% 22.6% 23.1%

908 815 41 37 4 8 3
26.7% 27.4% 22.9% 20.7% 28.6% 25.8% 23.1%

534 472 26 30 2 3 1
15.7% 15.8% 14.5% 16.8% 14.3% 9.7% 7.7%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5 悩みはない

回答者数計

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

1 悩みがある



194 

【保護者調査票 問 29】 

 あなたは、次の（1）から（5）について、悩みがありますか。それぞれあてはまるものを１つ選択

してください。 

（２）子どもの健康 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「悩みがある」と回答した割合がやや高くなっている。 

表 187 収入階層別にみた子どもの健康についての悩みの有無 

 

 

・ 全ての収入階層において、中学２年生では、小学５年生と比べて「悩みがある」と回答した割合が

やや高くなっている。 

表 188 収入階層別にみた子どもの健康についての悩みの有無（小５・中２別） 

 
 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯（18歳以上の親族等同居）では、「悩みがある」と回答した割合がや

や高くなっている。 

表 189 世帯類型別にみた子どもの健康についての悩みの有無 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

173 82 71 20
5.1% 4.4% 6.0% 6.1%
615 317 238 60

18.1% 16.9% 20.0% 18.2%
543 291 194 58

16.0% 15.5% 16.3% 17.6%
1,293 722 448 123
38.1% 38.5% 37.6% 37.3%

771 461 241 69
22.7% 24.6% 20.2% 20.9%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 悩みはない

回答者数計

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

1 悩みがある

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

91 41 41 9 82 41 30 11
4.8% 4.0% 5.8% 5.0% 5.5% 4.9% 6.2% 7.3%
364 177 148 39 251 140 90 21

19.0% 17.2% 21.0% 21.7% 16.9% 16.6% 18.5% 14.0%
322 174 116 32 221 117 78 26

16.8% 16.9% 16.5% 17.8% 14.9% 13.8% 16.0% 17.3%
703 386 263 54 590 336 185 69

36.7% 37.5% 37.3% 30.0% 39.8% 39.8% 38.0% 46.0%
433 250 137 46 338 211 104 23

22.6% 24.3% 19.4% 25.6% 22.8% 25.0% 21.4% 15.3%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

5 悩みはない

回答者数計

1 悩みがある

2 やや悩みがある

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

173 149 9 12 2 1 0
5.1% 5.0% 5.0% 6.7% 14.3% 3.2% 0.0%
615 538 36 33 3 4 1

18.1% 18.1% 20.1% 18.4% 21.4% 12.9% 7.7%
543 462 24 44 1 11 1

16.0% 15.5% 13.4% 24.6% 7.1% 35.5% 7.7%
1,293 1,151 69 53 3 8 9
38.1% 38.6% 38.5% 29.6% 21.4% 25.8% 69.2%

771 679 41 37 5 7 2
22.7% 22.8% 22.9% 20.7% 35.7% 22.6% 15.4%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5 悩みはない

回答者数計

1 悩みがある

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない
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【保護者調査票 問 29】 

 あなたは、次の（1）から（5）について、悩みがありますか。それぞれあてはまるものを１つ選択

してください。 

（３）自分の仕事に関すること 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「悩みがある」または「やや悩みがある」と回答した割

合が高くなっている。 

表 190 収入階層別にみた自分の仕事に関することについての悩みの有無 

 
 

・ 小学５年生では、中学２年生と比べて「悩みがある」と回答した割合がやや高くなっている。 

表 191 収入階層別にみた自分の仕事に関することについての悩みの有無（小５・中２別） 

 
 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）では、「悩みがある」と回答した割合

が高くなっており、３割を超えている。 

表 192 世帯類型別にみた自分の仕事に関することについての悩みの有無 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

561 257 227 77
16.5% 13.7% 19.0% 23.3%

925 477 347 101
27.2% 25.5% 29.1% 30.6%

831 464 287 80
24.5% 24.8% 24.1% 24.2%

635 389 207 39
18.7% 20.8% 17.4% 11.8%

443 286 124 33
13.0% 15.3% 10.4% 10.0%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

5 悩みはない

1 悩みがある

2 やや悩みがある

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

330 148 138 44 231 109 89 33
17.3% 14.4% 19.6% 24.4% 15.6% 12.9% 18.3% 22.0%

545 281 205 59 380 196 142 42
28.5% 27.3% 29.1% 32.8% 25.6% 23.2% 29.2% 28.0%

447 242 165 40 384 222 122 40
23.4% 23.5% 23.4% 22.2% 25.9% 26.3% 25.1% 26.7%

355 219 122 14 280 170 85 25
18.6% 21.3% 17.3% 7.8% 18.9% 20.1% 17.5% 16.7%

236 138 75 23 207 148 49 10
12.3% 13.4% 10.6% 12.8% 14.0% 17.5% 10.1% 6.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

やや悩みがある

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

5 悩みはない

回答者数計

1 悩みがある

2

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

561 456 57 32 5 8 3
16.5% 15.3% 31.8% 17.9% 35.7% 25.8% 23.1%

925 798 53 58 4 10 2
27.2% 26.8% 29.6% 32.4% 28.6% 32.3% 15.4%

831 740 37 48 1 4 1
24.5% 24.8% 20.7% 26.8% 7.1% 12.9% 7.7%

635 582 20 24 1 4 4
18.7% 19.5% 11.2% 13.4% 7.1% 12.9% 30.8%

443 403 12 17 3 5 3
13.0% 13.5% 6.7% 9.5% 21.4% 16.1% 23.1%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

1 悩みがある

5 悩みはない

回答者数計
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【保護者調査票 問 29】 

 あなたは、次の（1）から（5）について、悩みがありますか。それぞれあてはまるものを１つ選択

してください。 

（４）お金の相談・家計管理 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「悩みがある」と回答した割合が高くなっている。 

表 193 収入階層別にみたお金の相談・家計管理についての悩みの有無 

 
 

・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

表 194 収入階層別にみたお金の相談・家計管理についての悩みの有無（小５・中２別） 

 

 

・ 母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「悩みがある」と回答した割合が高くなっている。 

表 195 世帯類型別にみたお金の相談・家計管理についての悩みの有無 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

703 245 341 117
20.7% 13.1% 28.6% 35.5%

964 475 383 106
28.4% 25.4% 32.1% 32.1%

909 553 287 69
26.8% 29.5% 24.1% 20.9%

505 360 124 21
14.9% 19.2% 10.4% 6.4%

314 240 57 17
9.2% 12.8% 4.8% 5.2%

3,395 1,873 1,192 330
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 あまり悩みはない

5 悩みはない

回答者数計

1 悩みがある

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

401 140 197 64 302 105 144 53
21.0% 13.6% 27.9% 35.6% 20.4% 12.4% 29.6% 35.3%

551 262 230 59 413 213 153 47
28.8% 25.5% 32.6% 32.8% 27.9% 25.2% 31.4% 31.3%

522 315 170 37 387 238 117 32
27.3% 30.6% 24.1% 20.6% 26.1% 28.2% 24.0% 21.3%

274 190 73 11 231 170 51 10
14.3% 18.5% 10.4% 6.1% 15.6% 20.1% 10.5% 6.7%

165 121 35 9 149 119 22 8
8.6% 11.8% 5.0% 5.0% 10.1% 14.1% 4.5% 5.3%

1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数計

やや悩みがある

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

5 悩みはない

1 悩みがある

2

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

703 574 66 52 2 7 2
20.7% 19.3% 36.9% 29.1% 14.3% 22.6% 15.4%

964 835 53 61 5 9 1
28.4% 28.0% 29.6% 34.1% 35.7% 29.0% 7.7%

909 815 43 39 1 7 4
26.8% 27.4% 24.0% 21.8% 7.1% 22.6% 30.8%

505 464 12 17 1 7 4
14.9% 15.6% 6.7% 9.5% 7.1% 22.6% 30.8%

314 291 5 10 5 1 2
9.2% 9.8% 2.8% 5.6% 35.7% 3.2% 15.4%

3,395 2,979 179 179 14 31 13
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5 悩みはない

回答者数計

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

1 悩みがある
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【保護者調査票 問 29】 

 あなたは、次の（1）から（5）について、悩みがありますか。それぞれあてはまるものを１つ選択

してください。 

（５）人間関係の悩み 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「悩みがある」「やや悩みがある」と回答した割合が高く

なっている。 

表 196 収入階層別にみた人間関係の悩みの有無 

 
 

・ 小学５年生では、中学２年生と比べて、中央値未満、中央値の 1/2未満において「悩みがある」と

回答した割合が高くなっている。 

表 197 収入階層別にみた人間関係の悩みの有無（小５・中２別） 

 
 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「悩みがある」と回答した割合が高

くなっている。 

表 198 世帯類型別にみた人間関係の悩みの有無 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

278 123 118 37
8.2% 6.6% 9.9% 11.2%
631 318 250 63

18.6% 17.0% 21.0% 19.1%
981 544 337 100

28.9% 29.0% 28.3% 30.3%
1,004 567 344 93
29.6% 30.3% 28.9% 28.2%

501 321 143 37
14.8% 17.1% 12.0% 11.2%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5 悩みはない

回答者数計

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

1 悩みがある

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

169 66 79 24 109 57 39 13
8.8% 6.4% 11.2% 13.3% 7.4% 6.7% 8.0% 8.7%
339 175 133 31 292 143 117 32

17.7% 17.0% 18.9% 17.2% 19.7% 16.9% 24.0% 21.3%
559 309 199 51 422 235 138 49

29.2% 30.1% 28.2% 28.3% 28.5% 27.8% 28.3% 32.7%
562 310 202 50 442 257 142 43

29.4% 30.2% 28.7% 27.8% 29.8% 30.4% 29.2% 28.7%
284 168 92 24 217 153 51 13

14.8% 16.3% 13.0% 13.3% 14.6% 18.1% 10.5% 8.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 悩みがある

2 やや悩みがある

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない

5 悩みはない

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

278 224 22 26 1 3 2
8.2% 7.5% 12.3% 14.5% 7.1% 9.7% 15.4%
631 547 35 36 2 10 1

18.6% 18.4% 19.6% 20.1% 14.3% 32.3% 7.7%
981 861 52 55 5 6 2

28.9% 28.9% 29.1% 30.7% 35.7% 19.4% 15.4%
1,004 899 48 39 2 11 5
29.6% 30.2% 26.8% 21.8% 14.3% 35.5% 38.5%

501 448 22 23 4 1 3
14.8% 15.0% 12.3% 12.8% 28.6% 3.2% 23.1%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 悩みがある

5 悩みはない

回答者数計

2 やや悩みがある

3 どちらともいえない

4 あまり悩みはない



198 

【保護者調査票 問 30】 

問 29（1）から（5）で「１．悩みがある」「２．やや悩みがある」と回答した方にお聞きします。 

次のことについて、相談できる人はだれですか。あてはまるものをすべて選択してください。 

（１）子どものしつけや発達 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「自分の親や配偶者・パートナーの親」「友人、知人や同

僚」と回答した割合が高く、収入が低い階層ほど「相談できる人はいない」と回答した割合が高くな

っている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において、「相談できる人はいない」と回答した割合がやや

増加している。 

 

表 199 収入階層別にみた子どものしつけや発達について相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

967 504 370 93
78.6% 81.4% 77.6% 68.9%

295 136 129 30
24.0% 22.0% 27.0% 22.2%

527 280 195 52
42.8% 45.2% 40.9% 38.5%

3 1 1 1
0.2% 0.2% 0.2% 0.7%
280 144 110 26

22.7% 23.3% 23.1% 19.3%
34 14 16 4

2.8% 2.3% 3.4% 3.0%
36 15 14 7

2.9% 2.4% 2.9% 5.2%

4 1 2 1

0.3% 0.2% 0.4% 0.7%

82 40 29 13
6.7% 6.5% 6.1% 9.6%

82 33 36 13
6.7% 5.3% 7.5% 9.6%

1,231 619 477 135
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

10 相談できる人はいない

回答者数計

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

9 その他

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

10,886 5,738 4,142 1,006 2,454

84.5% 88.8% 82.6% 71.3% 67.2%

4,072 2,080 1,598 394 1,121

31.6% 32.2% 31.9% 27.9% 30.7%

6,633 3,493 2,516 624 1,721

51.5% 54.0% 50.2% 44.2% 47.1%

62 30 24 8 40

0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 1.1%

2,909 1,608 1,060 241 769

22.6% 24.9% 21.1% 17.1% 21.1%

328 183 117 28 162

2.5% 2.8% 2.3% 2.0% 4.4%

217 106 82 29 98

1.7% 1.6% 1.6% 2.1% 2.7%

25 7 11 7 21

0.2% 0.1% 0.2% 0.5% 0.6%

321 160 117 44 154

2.5% 2.5% 2.3% 3.1% 4.2%

272 81 116 75 215

2.1% 1.3% 2.3% 5.3% 5.9%

300 106 141 53 68

2.3% 1.6% 2.8% 3.8% 1.9%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

10
相談できる人はい
ない

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

11 無回答

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚

3 友人、知人や同僚
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（参考）小学５年生と中学２年生との比較 

 

【参考】平成 30年度調査 

 
  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

585 297 232 56 382 207 138 37
80.6% 83.9% 78.1% 74.7% 75.6% 78.1% 76.7% 61.7%

189 84 89 16 106 52 40 14
26.0% 23.7% 30.0% 21.3% 21.0% 19.6% 22.2% 23.3%

324 164 127 33 203 116 68 19
44.6% 46.3% 42.8% 44.0% 40.2% 43.8% 37.8% 31.7%

0 0 0 0 3 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.4% 0.6% 1.7%
177 90 72 15 103 54 38 11

24.4% 25.4% 24.2% 20.0% 20.4% 20.4% 21.1% 18.3%
28 11 14 3 6 3 2 1

3.9% 3.1% 4.7% 4.0% 1.2% 1.1% 1.1% 1.7%
23 9 7 7 13 6 7 0

3.2% 2.5% 2.4% 9.3% 2.6% 2.3% 3.9% 0.0%

3 1 2 0 1 0 0 1

0.4% 0.3% 0.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 1.7%

46 21 18 7 36 19 11 6
6.3% 5.9% 6.1% 9.3% 7.1% 7.2% 6.1% 10.0%

42 15 21 6 40 18 15 7
5.8% 4.2% 7.1% 8.0% 7.9% 6.8% 8.3% 11.7%
726 354 297 75 505 265 180 60

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

9 その他

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

10 相談できる人はいない

回答者数計

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

5,406 2,852 2,053 501 5,480 2,886 2,089 505

85.8% 90.3% 83.6% 73.0% 83.2% 87.2% 81.7% 69.7%

2,066 1,069 811 186 2,006 1,011 787 208

32.8% 33.9% 33.0% 27.1% 30.4% 30.6% 30.8% 28.7%

3,344 1,784 1,254 306 3,289 1,709 1,262 318

53.1% 56.5% 51.1% 44.6% 49.9% 51.7% 49.4% 43.9%

36 16 13 7 26 14 11 1

0.6% 0.5% 0.5% 1.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.1%

1,637 904 590 143 1,272 704 470 98

26.0% 28.6% 24.0% 20.8% 19.3% 21.3% 18.4% 13.5%

236 131 86 19 92 52 31 9

3.7% 4.1% 3.5% 2.8% 1.4% 1.6% 1.2% 1.2%

113 49 42 22 104 57 40 7

1.8% 1.6% 1.7% 3.2% 1.6% 1.7% 1.6% 1.0%

11 5 3 3 14 2 8 4

0.2% 0.2% 0.1% 0.4% 0.2% 0.1% 0.3% 0.6%

171 91 60 20 150 69 57 24

2.7% 2.9% 2.4% 2.9% 2.3% 2.1% 2.2% 3.3%

116 33 56 27 156 48 60 48

1.8% 1.0% 2.3% 3.9% 2.4% 1.5% 2.3% 6.6%

139 48 60 31 161 58 81 22

2.2% 1.5% 2.4% 4.5% 2.4% 1.8% 3.2% 3.0%

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚

3 友人、知人や同僚

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

無回答

計

小学５年生

計

中学２年生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

10
相談できる人はい
ない

11
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯に比べて「友人、知人や同僚」と回答した割

合が低く、「相談できる人はいない」と回答した割合も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯ともに「相談できる人はいない」と回答した割

合が増加している。 

 

表 200 世帯類型別にみた子どものしつけや発達について相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

967 876 31 47 1 9 3
78.6% 81.6% 45.6% 71.2% 20.0% 69.2% 50.0%

295 257 21 13 0 0 4
24.0% 24.0% 30.9% 19.7% 0.0% 0.0% 66.7%

527 465 32 25 1 2 2
42.8% 43.3% 47.1% 37.9% 20.0% 15.4% 33.3%

3 1 0 2 0 0 0
0.2% 0.1% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0%
280 247 13 11 2 4 3

22.7% 23.0% 19.1% 16.7% 40.0% 30.8% 50.0%
34 28 3 3 0 0 0

2.8% 2.6% 4.4% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0%
36 28 3 3 2 0 0

2.9% 2.6% 4.4% 4.5% 40.0% 0.0% 0.0%

4 3 0 1 0 0 0

0.3% 0.3% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%

82 69 3 8 0 1 1
6.7% 6.4% 4.4% 12.1% 0.0% 7.7% 16.7%

82 60 11 7 2 2 0
6.7% 5.6% 16.2% 10.6% 40.0% 15.4% 0.0%

1,231 1,073 68 66 5 13 6
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

10 相談できる人はいない

回答者数計

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

9 その他

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

13,340 11,097 1,344 727 57 109 6

80.7% 87.3% 58.5% 62.2% 43.5% 54.8% 23.1%

5,193 3,932 797 369 40 47 8

31.4% 30.9% 34.7% 31.6% 30.5% 23.6% 30.8%

8,354 6,412 1,216 605 48 63 10

50.5% 50.4% 52.9% 51.8% 36.6% 31.7% 38.5%

102 63 28 8 2 1 0

0.6% 0.5% 1.2% 0.7% 1.5% 0.5% 0.0%

3,678 2,900 494 223 15 41 5

22.2% 22.8% 21.5% 19.1% 11.5% 20.6% 19.2%

490 336 130 21 2 1 0

3.0% 2.6% 5.7% 1.8% 1.5% 0.5% 0.0%

315 232 64 17 0 2 0

1.9% 1.8% 2.8% 1.5% 0.0% 1.0% 0.0%

46 31 12 3 0 0 0

0.3% 0.2% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

475 305 110 47 6 5 2

2.9% 2.4% 4.8% 4.0% 4.6% 2.5% 7.7%

487 205 173 66 18 23 2

2.9% 1.6% 7.5% 5.6% 13.7% 11.6% 7.7%

368 278 46 22 10 12 0

2.2% 2.2% 2.0% 1.9% 7.6% 6.0% 0.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

10
相談できる人はい
ない

11 無回答

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚

3 友人、知人や同僚
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【保護者調査票 問 30】 

 問 29（1）から（5）で「１．悩みがある」「２．やや悩みがある」と回答した方にお聞きします。 

次のことについて、相談できる人はだれですか。あてはまるものをすべて選択してください。 

(２) 子どもの健康 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「自分の親や配偶者・パートナーの親」と回答した割合

が高く、収入が低い階層ほど「相談できる人はいない」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「相談できる人はいない」と回答した割合が増加

している。 

 

表 201 収入階層別にみた子どもの健康について相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

631 338 246 47
80.1% 84.7% 79.6% 58.8%

195 92 84 19
24.7% 23.1% 27.2% 23.8%

269 134 112 23
34.1% 33.6% 36.2% 28.8%

2 2 0 0
0.3% 0.5% 0.0% 0.0%
122 57 55 10

15.5% 14.3% 17.8% 12.5%
11 4 7 0

1.4% 1.0% 2.3% 0.0%
13 7 5 1

1.6% 1.8% 1.6% 1.3%

2 2 0 0

0.3% 0.5% 0.0% 0.0%

93 54 32 7
11.8% 13.5% 10.4% 8.8%

56 21 22 13
7.1% 5.3% 7.1% 16.3%
788 399 309 80

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

9 その他

10 相談できる人はいない

回答者数計

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2 兄弟姉妹や親戚

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

11,080 5,782 4,253 1,045 2,530

86.0% 89.4% 84.9% 74.1% 69.3%

3,770 1,923 1,484 363 1,050

29.3% 29.7% 29.6% 25.7% 28.8%

5,370 2,854 2,010 506 1,412

41.7% 44.1% 40.1% 35.9% 38.7%

40 20 13 7 27

0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 0.7%

1,864 982 703 179 479

14.5% 15.2% 14.0% 12.7% 13.1%

174 99 64 11 84

1.4% 1.5% 1.3% 0.8% 2.3%

297 176 88 33 97

2.3% 2.7% 1.8% 2.3% 2.7%

15 6 7 2 10

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3%

455 240 167 48 195

3.5% 3.7% 3.3% 3.4% 5.3%

221 70 90 61 203

1.7% 1.1% 1.8% 4.3% 5.6%

330 120 152 58 81

2.6% 1.9% 3.0% 4.1% 2.2%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

10
相談できる人はい
ない

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

11 無回答

3 友人、知人や同僚

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚



202 

（参考）小学５年生と中学２年生との比較 

 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

370 187 150 33 261 151 96 14
81.3% 85.8% 79.4% 68.8% 78.4% 83.4% 80.0% 43.8%

128 54 58 16 67 38 26 3
28.1% 24.8% 30.7% 33.3% 20.1% 21.0% 21.7% 9.4%

162 71 73 18 107 63 39 5
35.6% 32.6% 38.6% 37.5% 32.1% 34.8% 32.5% 15.6%

2 2 0 0 0 0 0 0
0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

68 30 32 6 54 27 23 4
14.9% 13.8% 16.9% 12.5% 16.2% 14.9% 19.2% 12.5%

8 3 5 0 3 1 2 0
1.8% 1.4% 2.6% 0.0% 0.9% 0.6% 1.7% 0.0%

8 4 3 1 5 3 2 0
1.8% 1.8% 1.6% 2.1% 1.5% 1.7% 1.7% 0.0%

1 1 0 0 1 1 0 0

0.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.3% 0.6% 0.0% 0.0%

52 33 15 4 41 21 17 3
11.4% 15.1% 7.9% 8.3% 12.3% 11.6% 14.2% 9.4%

32 14 13 5 24 7 9 8
7.0% 6.4% 6.9% 10.4% 7.2% 3.9% 7.5% 25.0%
455 218 189 48 333 181 120 32

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

9 その他

10 相談できる人はいない

回答者数計

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

5,519 2,881 2,113 525 5,561 2,901 2,140 520

87.6% 91.3% 86.0% 76.5% 84.4% 87.7% 83.7% 71.7%

1,916 982 754 180 1,854 941 730 183

30.4% 31.1% 30.7% 26.2% 28.1% 28.4% 28.6% 25.2%

2,732 1,465 1,026 241 2,638 1,389 984 265

43.4% 46.4% 41.8% 35.1% 40.0% 42.0% 38.5% 36.6%

22 11 6 5 18 9 7 2

0.3% 0.3% 0.2% 0.7% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

1,036 546 394 96 828 436 309 83

16.4% 17.3% 16.0% 14.0% 12.6% 13.2% 12.1% 11.4%

129 73 49 7 45 26 15 4

2.0% 2.3% 2.0% 1.0% 0.7% 0.8% 0.6% 0.6%

165 96 43 26 132 80 45 7

2.6% 3.0% 1.8% 3.8% 2.0% 2.4% 1.8% 1.0%

6 4 1 1 9 2 6 1

0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%

244 128 91 25 211 112 76 23

3.9% 4.1% 3.7% 3.6% 3.2% 3.4% 3.0% 3.2%

95 33 40 22 126 37 50 39

1.5% 1.0% 1.6% 3.2% 1.9% 1.1% 2.0% 5.4%

154 51 69 34 176 69 83 24

2.4% 1.6% 2.8% 5.0% 2.7% 2.1% 3.2% 3.3%

3 友人、知人や同僚

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

10
相談できる人はい
ない

11 無回答

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯に比べて「自分の親や配偶者・パートナーの

親」と回答した割合が低く、「相談できる人はいない」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯ともに「相談できる人はいない」と回答した割

合が増加しており、特に母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）において大きく増加している。 

 

表 202 世帯類型別にみた子どもの健康について相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

631 579 16 29 2 5 0
80.1% 84.3% 35.6% 64.4% 40.0% 100.0% 0.0%

195 171 14 10 0 0 0
24.7% 24.9% 31.1% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0%

269 234 16 16 2 1 0
34.1% 34.1% 35.6% 35.6% 40.0% 20.0% 0.0%

2 2 0 0 0 0 0
0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
122 106 8 3 3 2 0

15.5% 15.4% 17.8% 6.7% 60.0% 40.0% 0.0%
11 11 0 0 0 0 0

1.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 11 2 0 0 0 0

1.6% 1.6% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 2 0 0 0 0 0

0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

93 77 5 8 2 0 1
11.8% 11.2% 11.1% 17.8% 40.0% 0.0% 100.0%

56 36 12 7 1 0 0
7.1% 5.2% 26.7% 15.6% 20.0% 0.0% 0.0%
788 687 45 45 5 5 1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

回答者数計

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

9 その他

10 相談できる人はいない

5 学校の先生

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

13,610 11,255 1,399 763 59 127 7

82.3% 88.5% 60.9% 65.3% 45.0% 63.8% 26.9%

4,820 3,624 761 348 34 46 7

29.1% 28.5% 33.1% 29.8% 26.0% 23.1% 26.9%

6,782 5,192 1,012 483 46 44 5

41.0% 40.8% 44.0% 41.3% 35.1% 22.1% 19.2%

67 41 16 7 2 1 0

0.4% 0.3% 0.7% 0.6% 1.5% 0.5% 0.0%

2,343 1,852 295 159 9 26 2

14.2% 14.6% 12.8% 13.6% 6.9% 13.1% 7.7%

258 173 67 13 4 1 0

1.6% 1.4% 2.9% 1.1% 3.1% 0.5% 0.0%

394 310 55 25 1 2 1

2.4% 2.4% 2.4% 2.1% 0.8% 1.0% 3.8%

25 18 6 1 0 0 0

0.2% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

650 432 142 59 9 6 2

3.9% 3.4% 6.2% 5.0% 6.9% 3.0% 7.7%

424 171 168 51 19 14 1

2.6% 1.3% 7.3% 4.4% 14.5% 7.0% 3.8%

411 305 51 27 12 14 2

2.5% 2.4% 2.2% 2.3% 9.2% 7.0% 7.7%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

11 無回答

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

10
相談できる人はい
ない

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

7
保健センターや市
町村などの窓口

2 兄弟や親戚

3 友人、知人や同僚

4
民生委員・児童委
員

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親
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【保護者調査票 問 30】 

 問 29（1）から（5）で「１．悩みがある」「２．やや悩みがある」と回答した方にお聞きします。 

次のことについて、相談できる人はだれですか。あてはまるものをすべて選択してください。 

(３) 自分の仕事に関すること 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「自分の親や配偶者・パートナーの親」と回答した割合

が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「相談できる人はいない」と回答した割合が増加

している。 

 

表 203 収入階層別にみた自分の仕事に関することについて相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

997 514 381 102
67.1% 70.0% 66.4% 57.3%

270 116 116 38
18.2% 15.8% 20.2% 21.3%

652 333 244 75
43.9% 45.4% 42.5% 42.1%

2 1 1 0
0.1% 0.1% 0.2% 0.0%

14 5 7 2
0.9% 0.7% 1.2% 1.1%

5 2 2 1
0.3% 0.3% 0.3% 0.6%

9 3 2 4
0.6% 0.4% 0.3% 2.2%

6 1 4 1

0.4% 0.1% 0.7% 0.6%

81 43 26 12
5.5% 5.9% 4.5% 6.7%
189 73 85 31

12.7% 9.9% 14.8% 17.4%
1,486 734 574 178

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

9 その他

10 相談できる人はいない

5 学校の先生

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

9,074 4,844 3,467 763 1,818

70.4% 74.9% 69.2% 54.1% 49.8%

2,890 1,446 1,158 286 828

22.4% 22.4% 23.1% 20.3% 22.7%

7,115 3,698 2,697 720 1,941

55.2% 57.2% 53.8% 51.0% 53.1%

6 1 2 3 6

0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2%

37 20 14 3 11

0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%

16 4 10 2 6

0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2%

20 10 7 3 31

0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.8%

18 4 4 10 29

0.1% 0.1% 0.1% 0.7% 0.8%

359 175 139 45 126

2.8% 2.7% 2.8% 3.2% 3.5%

659 255 260 144 484

5.1% 3.9% 5.2% 10.2% 13.3%

424 165 190 69 92

3.3% 2.6% 3.8% 4.9% 2.5%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

11 無回答

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

10

1

2

3

相談できる人はい
ない

自分の親や配偶
者・パートナーの
親

兄弟や親戚

友人、知人や同僚
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（参考）小学５年生と中学２年生との比較 

 

 

【参考】平成 30年度調査 

 
 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

611 310 242 59 386 204 139 43
69.8% 72.3% 70.6% 57.3% 63.2% 66.9% 60.2% 57.3%

178 76 79 23 92 40 37 15
20.3% 17.7% 23.0% 22.3% 15.1% 13.1% 16.0% 20.0%

383 188 151 44 269 145 93 31
43.8% 43.8% 44.0% 42.7% 44.0% 47.5% 40.3% 41.3%

2 1 1 0 0 0 0 0
0.2% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 5 4 1 4 0 3 1
1.1% 1.2% 1.2% 1.0% 0.7% 0.0% 1.3% 1.3%

3 2 1 0 2 0 1 1
0.3% 0.5% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 1.3%

4 1 0 3 5 2 2 1
0.5% 0.2% 0.0% 2.9% 0.8% 0.7% 0.9% 1.3%

2 1 1 0 4 0 3 1

0.2% 0.2% 0.3% 0.0% 0.7% 0.0% 1.3% 1.3%

43 23 13 7 38 20 13 5
4.9% 5.4% 3.8% 6.8% 6.2% 6.6% 5.6% 6.7%
105 40 44 21 84 33 41 10

12.0% 9.3% 12.8% 20.4% 13.7% 10.8% 17.7% 13.3%
875 429 343 103 611 305 231 75

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

9 その他

10 相談できる人はいない

5 学校の先生

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

回答者数計

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

計

小学５年生

計

中学２年生

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4,576 2,447 1,745 384 4,498 2,397 1,722 379

72.6% 77.5% 71.1% 56.0% 68.3% 72.5% 67.4% 52.3%

1,481 759 586 136 1,409 687 572 150

23.5% 24.0% 23.9% 19.8% 21.4% 20.8% 22.4% 20.7%

3,499 1,799 1,347 353 3,616 1,899 1,350 367

55.5% 57.0% 54.8% 51.5% 54.9% 57.4% 52.8% 50.6%

2 0 1 1 4 1 1 2

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3%

19 11 6 2 18 9 8 1

0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.1%

12 3 8 1 4 1 2 1

0.2% 0.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%

10 6 2 2 10 4 5 1

0.2% 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1%

7 1 1 5 11 3 3 5

0.1% 0.0% 0.0% 0.7% 0.2% 0.1% 0.1% 0.7%

177 85 71 21 182 90 68 24

2.8% 2.7% 2.9% 3.1% 2.8% 2.7% 2.7% 3.3%

291 111 116 64 368 144 144 80

4.6% 3.5% 4.7% 9.3% 5.6% 4.4% 5.6% 11.0%

191 73 80 38 233 92 110 31

3.0% 2.3% 3.3% 5.5% 3.5% 2.8% 4.3% 4.3%

10
相談できる人はい
ない

11 無回答

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚

3 友人、知人や同僚

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

計

小学５年生

計

中学２年生



206 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯に比べて「相談できる人はいない」と回答し

た割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、母子世帯、両親のいる世帯ともに、「相談できる人はいない」と回答した割

合が増加している。 

 

表 204 世帯類型別にみた自分の仕事に関することについて相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

997 896 40 48 3 8 2
67.1% 71.5% 36.4% 53.3% 33.3% 44.4% 40.0%

270 225 24 18 0 0 3
18.2% 17.9% 21.8% 20.0% 0.0% 0.0% 60.0%

652 548 52 44 3 4 1
43.9% 43.7% 47.3% 48.9% 33.3% 22.2% 20.0%

2 2 0 0 0 0 0
0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

14 9 2 1 0 1 1
0.9% 0.7% 1.8% 1.1% 0.0% 5.6% 20.0%

5 4 1 0 0 0 0
0.3% 0.3% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9 6 3 0 0 0 0
0.6% 0.5% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6 5 1 0 0 0 0

0.4% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

81 65 5 7 0 2 2
5.5% 5.2% 4.5% 7.8% 0.0% 11.1% 40.0%
189 136 29 16 4 4 0

12.7% 10.8% 26.4% 17.8% 44.4% 22.2% 0.0%
1,486 1,254 110 90 9 18 5

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

9 その他

10 相談できる人はいない

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2 兄弟姉妹や親戚

回答者数計

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

10,892 9,439 859 502 28 60 4

65.9% 74.2% 37.4% 42.9% 21.4% 30.2% 15.4%

3,718 2,830 561 274 23 26 4

22.5% 22.3% 24.4% 23.4% 17.6% 13.1% 15.4%

9,056 6,777 1,409 713 60 93 4

54.8% 53.3% 61.3% 61.0% 45.8% 46.7% 15.4%

12 3 6 2 1 0 0

0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.8% 0.0% 0.0%

48 32 11 2 0 3 0

0.3% 0.3% 0.5% 0.2% 0.0% 1.5% 0.0%

22 14 6 2 0 0 0

0.1% 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

51 25 19 6 0 1 0

0.3% 0.2% 0.8% 0.5% 0.0% 0.5% 0.0%

47 23 17 5 1 0 1

0.3% 0.2% 0.7% 0.4% 0.8% 0.0% 3.8%

485 327 85 47 8 12 6

2.9% 2.6% 3.7% 4.0% 6.1% 6.0% 23.1%

1,143 588 343 137 29 43 3

6.9% 4.6% 14.9% 11.7% 22.1% 21.6% 11.5%

516 391 62 29 14 15 5

3.1% 3.1% 2.7% 2.5% 10.7% 7.5% 19.2%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

9 その他

10
相談できる人はい
ない

11 無回答

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

3 友人、知人や同僚

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚
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【保護者調査票 問 30】 

 問 29（1）から（5）で「１．悩みがある」「２．やや悩みがある」と回答した方にお聞きします。 

次のことについて、相談できる人はだれですか。あてはまるものをすべて選択してください。 

(４) お金の相談・家計管理 

 

・ 収入階層別では、収入が低い階層ほど「自分の親や配偶者・パートナーの親」と回答した割合が低

く、「相談できる人はいない」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「相談できる人はいない」と回答した割合が増加

している。 

 

表 205 収入階層別にみたお金の相談・家計管理について相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,112 517 480 115
66.7% 71.8% 66.3% 51.6%

225 88 102 35
13.5% 12.2% 14.1% 15.7%

232 99 95 38
13.9% 13.8% 13.1% 17.0%

1 0 0 1
0.1% 0.0% 0.0% 0.4%

11 3 5 3
0.7% 0.4% 0.7% 1.3%

3 0 3 0
0.2% 0.0% 0.4% 0.0%

7 3 3 1
0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

5 2 2 1

0.3% 0.3% 0.3% 0.4%

67 36 25 6
4.0% 5.0% 3.5% 2.7%
392 143 176 73

23.5% 19.9% 24.3% 32.7%
1,667 720 724 223

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

10 相談できる人はいない

回答者数計

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

9 その他

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

10,402 5,597 3,900 905 2,062

80.7% 86.6% 77.8% 64.1% 56.5%

1,630 768 660 202 610

12.6% 11.9% 13.2% 14.3% 16.7%

1,144 571 449 124 412

8.9% 8.8% 9.0% 8.8% 11.3%

2 0 1 1 5

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%

10 7 3 0 2

0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%

5 2 2 1 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

21 9 8 4 31

0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.8%

36 2 15 19 59

0.3% 0.0% 0.3% 1.3% 1.6%

223 123 69 31 96

1.7% 1.9% 1.4% 2.2% 2.6%

1,298 434 584 280 1,027

10.1% 6.7% 11.7% 19.8% 28.1%

505 169 257 79 94

3.9% 2.6% 5.1% 5.6% 2.6%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

友人、知人や同僚

相談できる人はい
ない

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

3

11 無回答

10

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生
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（参考）小学５年生と中学２年生との比較 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

662 299 295 68 450 218 185 47
69.5% 74.4% 69.1% 55.3% 62.9% 68.6% 62.3% 47.0%

139 53 65 21 86 35 37 14
14.6% 13.2% 15.2% 17.1% 12.0% 11.0% 12.5% 14.0%

117 48 47 22 115 51 48 16
12.3% 11.9% 11.0% 17.9% 16.1% 16.0% 16.2% 16.0%

0 0 0 0 1 0 0 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 1.0%

8 2 4 2 3 1 1 1
0.8% 0.5% 0.9% 1.6% 0.4% 0.3% 0.3% 1.0%

3 0 3 0 0 0 0 0
0.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 1 2 1 3 2 1 0
0.4% 0.2% 0.5% 0.8% 0.4% 0.6% 0.3% 0.0%

3 2 1 0 2 0 1 1

0.3% 0.5% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 1.0%

35 19 12 4 32 17 13 2
3.7% 4.7% 2.8% 3.3% 4.5% 5.3% 4.4% 2.0%
203 75 93 35 189 68 83 38

21.3% 18.7% 21.8% 28.5% 26.4% 21.4% 27.9% 38.0%
952 402 427 123 715 318 297 100

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

9 その他

10 相談できる人はいない

回答者数計

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

5,144 2,770 1,919 455 5,258 2,827 1,981 450

81.7% 87.7% 78.1% 66.3% 79.8% 85.5% 77.5% 62.1%

813 383 329 101 817 385 331 101

12.9% 12.1% 13.4% 14.7% 12.4% 11.6% 12.9% 13.9%

582 297 228 57 562 274 221 67

9.2% 9.4% 9.3% 8.3% 8.5% 8.3% 8.6% 9.2%

1 0 0 1 1 0 1 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5 4 1 0 5 3 2 0

0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%

1 0 1 0 4 2 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%

6 3 1 2 15 6 7 2

0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%

17 1 5 11 19 1 10 8

0.3% 0.0% 0.2% 1.6% 0.3% 0.0% 0.4% 1.1%

101 55 32 14 122 68 37 17

1.6% 1.7% 1.3% 2.0% 1.9% 2.1% 1.4% 2.3%

618 207 291 120 680 227 293 160

9.8% 6.6% 11.8% 17.5% 10.3% 6.9% 11.5% 22.1%

226 73 114 39 279 96 143 40

3.6% 2.3% 4.6% 5.7% 4.2% 2.9% 5.6% 5.5%

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚

3 友人、知人や同僚

4
民生委員・児童委
員

相談できる人はい
ない

11 無回答

計

小学５年生

計

中学２年生

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

10
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯に比べて「相談できる人はいない」と回答し

た割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯ともに「相談できる人はいない」と回答した割

合が増加している。 

 

表 206 世帯類型別にみたお金の相談・家計管理について相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,112 998 44 57 1 10 2
66.7% 70.8% 37.0% 50.4% 14.3% 62.5% 66.7%

225 182 25 15 0 0 3
13.5% 12.9% 21.0% 13.3% 0.0% 0.0% 100.0%

232 185 32 13 0 2 0
13.9% 13.1% 26.9% 11.5% 0.0% 12.5% 0.0%

1 0 0 1 0 0 0
0.1% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%

11 4 3 2 0 1 1
0.7% 0.3% 2.5% 1.8% 0.0% 6.3% 33.3%

3 1 2 0 0 0 0
0.2% 0.1% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 4 2 1 0 0 0
0.4% 0.3% 1.7% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%

5 3 0 2 0 0 0

0.1% 0.1% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0%

67 55 3 7 0 2 0
4.0% 3.9% 2.5% 6.2% 0.0% 12.5% 0.0%
392 292 48 42 6 4 0

23.5% 20.7% 40.3% 37.2% 85.7% 25.0% 0.0%
1,667 1,409 119 113 7 16 3

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

9 その他

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

10 相談できる人はいない

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

12,464 10,688 993 637 41 97 8

75.4% 84.1% 43.2% 54.5% 31.3% 48.7% 30.8%

2,240 1,527 439 213 26 27 8

13.5% 12.0% 19.1% 18.2% 19.8% 13.6% 30.8%

1,556 1,087 310 126 15 15 3

9.4% 8.5% 13.5% 10.8% 11.5% 7.5% 11.5%

7 2 5 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12 10 2 0 0 0 0

0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5 4 1 0 0 0 0

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

52 21 24 7 0 0 0

0.3% 0.2% 1.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

95 36 45 12 1 1 0

0.6% 0.3% 2.0% 1.0% 0.8% 0.5% 0.0%

319 191 63 47 8 8 2

1.9% 1.5% 2.7% 4.0% 6.1% 4.0% 7.7%

2,325 1,074 817 317 48 65 4

14.1% 8.4% 35.5% 27.1% 36.6% 32.7% 15.4%

599 437 90 40 13 15 4

3.6% 3.4% 3.9% 3.4% 9.9% 7.5% 15.4%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

10
相談できる人はい
ない

11 無回答

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚

3 友人、知人や同僚
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【保護者調査票 問 30】 

 問 29（1）から（5）で「１．悩みがある」「２．やや悩みがある」と回答した方にお聞きします。 

次のことについて、相談できる人はだれですか。あてはまるものをすべて選択してください。 

(５) 人間関係の悩み 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「自分の親や配偶者・パートナーの親」と回答した割合

が高く、収入が低い階層ほど「相談できる人はいない」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において、「相談できる人はいない」と回答した割合が増加

している。 

 

表 207 収入階層別にみた人間関係の悩みについての相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

567 303 211 53
62.4% 68.7% 57.3% 53.0%

164 80 70 14
18.0% 18.1% 19.0% 14.0%

375 190 151 34
41.3% 43.1% 41.0% 34.0%

1 0 1 0
0.1% 0.0% 0.3% 0.0%

13 7 3 3
1.4% 1.6% 0.8% 3.0%

4 1 2 1
0.4% 0.2% 0.5% 1.0%

6 3 1 2
0.7% 0.7% 0.3% 2.0%

0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

36 19 15 2
4.0% 4.3% 4.1% 2.0%
166 58 79 29

18.3% 13.2% 21.5% 29.0%
909 441 368 100

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

9 その他

10 相談できる人はいない

回答者数計

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2 兄弟姉妹や親戚

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

8,590 4,667 3,223 700 1,573

66.7% 72.2% 64.3% 49.6% 43.1%

3,151 1,643 1,199 309 845

24.4% 25.4% 23.9% 21.9% 23.1%

7,734 4,038 2,921 775 2,020

60.0% 62.5% 58.3% 54.9% 55.3%

14 7 5 2 7

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%

72 40 21 11 29

0.6% 0.6% 0.4% 0.8% 0.8%

14 5 7 2 5

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

22 11 5 6 32

0.2% 0.2% 0.1% 0.4% 0.9%

6 2 3 1 12

0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3%

282 122 121 39 116

2.2% 1.9% 2.4% 2.8% 3.2%

758 270 315 173 548

5.9% 4.2% 6.3% 12.3% 15.0%

431 157 195 79 85

3.3% 2.4% 3.9% 5.6% 2.3%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

1

3 友人、知人や同僚

4
民生委員・児童委
員

学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

自分の親や配偶
者・パートナーの
親

2 兄弟や親戚

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

11 無回答

10
相談できる人はい
ない

5
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（参考）小学５年生と中学２年生との比較 

 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

330 170 130 30 237 133 81 23
65.0% 70.5% 61.3% 54.5% 59.1% 66.5% 51.9% 51.1%

102 47 49 6 62 33 21 8
20.1% 19.5% 23.1% 10.9% 15.5% 16.5% 13.5% 17.8%

208 99 88 21 167 91 63 13
40.9% 41.1% 41.5% 38.2% 41.6% 45.5% 40.4% 28.9%

1 0 1 0 0 0 0 0
0.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8 5 1 2 5 2 2 1
1.6% 2.1% 0.5% 3.6% 1.2% 1.0% 1.3% 2.2%

3 1 2 0 1 0 0 1
0.6% 0.4% 0.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 2.2%

5 2 1 2 1 1 0 0
1.0% 0.8% 0.5% 3.6% 0.2% 0.5% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0

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

20 9 10 1 16 10 5 1
3.9% 3.7% 4.7% 1.8% 4.0% 5.0% 3.2% 2.2%

91 31 43 17 75 27 36 12
17.9% 12.9% 20.3% 30.9% 18.7% 13.5% 23.1% 26.7%

508 241 212 55 401 200 156 45
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

9 その他

10 相談できる人はいない

回答者数計

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

5 学校の先生

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

2 兄弟姉妹や親戚

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

4,347 2,349 1,634 364 4,243 2,318 1,589 336

69.0% 74.4% 66.5% 53.1% 64.4% 70.1% 62.2% 46.3%

1,632 868 616 148 1,519 775 583 161

25.9% 27.5% 25.1% 21.6% 23.1% 23.4% 22.8% 22.2%

3,863 2,004 1,473 386 3,871 2,034 1,448 389

61.3% 63.5% 60.0% 56.3% 58.7% 61.5% 56.7% 53.7%

4 2 1 1 10 5 4 1

0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

32 20 9 3 40 20 12 8

0.5% 0.6% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% 1.1%

7 2 3 2 7 3 4 0

0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0%

12 7 1 4 10 4 4 2

0.2% 0.2% 0.0% 0.6% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3%

1 0 0 1 5 2 3 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%

121 55 51 15 161 67 70 24

1.9% 1.7% 2.1% 2.2% 2.4% 2.0% 2.7% 3.3%

349 132 145 72 409 138 170 101

5.5% 4.2% 5.9% 10.5% 6.2% 4.2% 6.7% 13.9%

198 70 85 43 233 87 110 36

3.1% 2.2% 3.5% 6.3% 3.5% 2.6% 4.3% 5.0%
11 無回答

2 兄弟や親戚

3 友人、知人や同僚

4
民生委員・児童委
員

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

7
保健センターや市
町村などの窓口

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

10
相談できる人はい
ない

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯に比べて「相談できる人はいない」と回答し

た割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯ともに「相談できる人はいない」と回答した割

合が増加している。 

 

表 208 世帯類型別にみた人間関係の悩みについての相談できる人 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

567 512 16 31 2 5 1
62.4% 66.4% 28.1% 50.0% 66.7% 38.5% 33.3%

164 144 8 11 0 0 1
18.0% 18.7% 14.0% 17.7% 0.0% 0.0% 33.3%

375 324 26 21 1 2 1
41.3% 42.0% 45.6% 33.9% 33.3% 15.4% 33.3%

1 1 0 0 0 0 0
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

13 9 0 1 0 2 1
1.4% 1.2% 0.0% 1.6% 0.0% 15.4% 33.3%

4 3 1 0 0 0 0
0.4% 0.4% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6 5 0 0 0 1 0
0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0

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

36 26 1 6 0 2 1
4.0% 3.4% 1.8% 9.7% 0.0% 15.4% 33.3%
166 120 24 18 1 3 0

18.3% 15.6% 42.1% 29.0% 33.3% 23.1% 0.0%
909 771 57 62 3 13 3

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

5 学校の先生

6
放課後児童クラブや児
童センターの指導員

7
保健センターや市町村
などの窓口

2 兄弟姉妹や親戚

3 友人、知人や同僚

4 民生委員・児童委員

1
自分の親や配偶者・
パートナーの親

回答者数計

8
社会福祉協議会、生活
困窮者自立相談支援機
関

9 その他

10 相談できる人はいない

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

10,163 8,992 688 407 20 51 5

61.4% 70.7% 29.9% 34.8% 15.3% 25.6% 19.2%

3,996 3,109 558 275 23 23 8

24.2% 24.4% 24.3% 23.5% 17.6% 11.6% 30.8%

9,754 7,423 1,441 733 62 85 10

59.0% 58.4% 62.7% 62.7% 47.3% 42.7% 38.5%

21 12 6 1 2 0 0

0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 1.5% 0.0% 0.0%

101 77 19 5 0 0 0

0.6% 0.6% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%

19 13 4 2 0 0 0

0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

54 28 21 5 0 0 0

0.3% 0.2% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%

18 11 5 2 0 0 0

0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

398 257 72 49 6 12 2

2.4% 2.0% 3.1% 4.2% 4.6% 6.0% 7.7%

1,306 675 386 155 33 53 4

7.9% 5.3% 16.8% 13.3% 25.2% 26.6% 15.4%

516 386 67 33 14 15 1

3.1% 3.0% 2.9% 2.8% 10.7% 7.5% 3.8%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

11 無回答

8
社会福祉協議会、
生活困窮者自立相
談支援機関

9 その他

10
相談できる人はい
ない

5 学校の先生

6
放課後児童クラブ
や児童センターの
指導員

7
保健センターや市
町村などの窓口

2 兄弟や親戚

3 友人、知人や同僚

4
民生委員・児童委
員

1
自分の親や配偶
者・パートナーの
親
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【保護者調査票 問 31】 

調査対象のお子さんについて、子ども食堂などの居場所があった場合、利用したいと思いますか。

あてはまるものを１つ選択してください。 

（ここでの「子ども食堂」とは、子どもがひとりでも時間を過ごすことができ、無料あるいは安く

食事のできる場所のことをいいます。） 

 

・ 収入階層別では、収入が低い階層ほど「現在利用している」または「今後利用したいと思う」と回

答した割合が高く、中央値の 1/2未満においては３割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において「今後利用したいと思う」と回答した割合が増加

している。 

 

表 209 収入階層別にみた子ども食堂などの居場所のニーズ 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

50 28 13 9
1.5% 1.5% 1.1% 2.7%
847 396 343 108

24.9% 21.1% 28.8% 32.7%
2,498 1,449 836 213
73.6% 77.4% 70.1% 64.5%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 現在利用している

2 今後利用したいと思う

3 利用するつもりはない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

48 22 20 6 33

0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.9%

4,228 1,809 1,846 573 1,868

32.8% 28.0% 36.8% 40.6% 51.2%

8,111 4,440 2,921 750 1,632

62.9% 68.7% 58.3% 53.2% 44.7%

501 194 225 82 119

3.9% 3.0% 4.5% 5.8% 3.3%

12,888 6,465 5,012 1,411 3,652

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

1
現在利用している
⇒問48へ

2
今後利用したいと
思う⇒問45へ

3
利用するつもりは
ない⇒問48へ

4 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、小学５年生では、中学２年生と比べて「現在利用している」と回答した割合

がやや高く、「今後利用したいと思う」と回答した割合も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「利用するつもりはない」と回答した割合

が増加している。 

 

表 210 収入階層別にみた子ども食堂などの居場所のニーズ 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

42 25 11 6 8 3 2 3
2.2% 2.4% 1.6% 3.3% 0.5% 0.4% 0.4% 2.0%
523 244 216 63 324 152 127 45

27.3% 23.7% 30.6% 35.0% 21.9% 18.0% 26.1% 30.0%
1,348 759 478 111 1,150 690 358 102
70.5% 73.8% 67.8% 61.7% 77.6% 81.7% 73.5% 68.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

3 利用するつもりはない

1 現在利用している

2 今後利用したいと思う

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

36 17 13 6 12 5 7 0

0.6% 0.5% 0.5% 0.9% 0.2% 0.2% 0.3% 0.0%

2,320 990 1,027 303 1,908 819 819 270

36.8% 31.4% 41.8% 44.2% 29.0% 24.8% 32.0% 37.2%

3,715 2,068 1,314 333 4,396 2,372 1,607 417

59.0% 65.5% 53.5% 48.5% 66.7% 71.7% 62.9% 57.5%

228 82 102 44 273 112 123 38

3.6% 2.6% 4.2% 6.4% 4.1% 3.4% 4.8% 5.2%

6,299 3,157 2,456 686 6,589 3,308 2,556 725

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1
現在利用している
⇒問48へ

2
今後利用したいと
思う⇒問45へ

3
利用するつもりは
ない⇒問48へ

4 無回答

計

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「現在利用している」と回答した割

合が高く、「今後利用したいと思う」と回答した割合も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯ともに「利用するつもりはない」と回答した割

合が増加している。 

 

表 211 世帯類型別にみた子ども食堂などの居場所のニーズ 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

50 38 2 9 1 0 0
1.5% 1.3% 1.1% 5.0% 7.1% 0.0% 0.0%
847 701 76 54 5 6 5

24.9% 23.5% 42.5% 30.2% 35.7% 19.4% 38.5%
2,498 2,240 101 116 8 25 8
73.6% 75.2% 56.4% 64.8% 57.1% 80.6% 61.5%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 利用するつもりはない

回答者数計

1 現在利用している

2 今後利用したいと思う

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

81 52 18 10 1 0 0

0.5% 0.4% 0.8% 0.9% 0.8% 0.0% 0.0%

6,096 4,186 1,270 489 63 80 8

36.9% 32.9% 55.2% 41.8% 48.1% 40.2% 30.8%

9,743 8,005 931 629 55 106 17

58.9% 63.0% 40.5% 53.8% 42.0% 53.3% 65.4%

620 473 80 41 12 13 1

3.7% 3.7% 3.5% 3.5% 9.2% 6.5% 3.8%

16,540 12,716 2,299 1,169 131 199 26

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

3
利用するつもりは
ない⇒問48へ

4 無回答

計

1
現在利用している
⇒問48へ

2
今後利用したいと
思う⇒問45へ
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【児童生徒調査票 問 17】 

 あなたは、無料か安い料金でご飯が食べられる「子ども食堂」があったら行きたいと思いますか。

（もっとも近いもの１つえらぶ） 

 

・ 小学５年生では、中学２年生と比べて「行きたい」と回答した割合がやや高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「行きたい」と回答した割合は、小学５年生では横ばいで推移しているのに

対し、中学２年生では減少している。 

 

表 212 子ども食堂のニーズ 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

5,037 2,658 2,379

47.2% 49.6% 44.9%

5,625 2,706 2,919

52.8% 50.4% 55.1%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 行きたいと思わない

1 行きたい

小学５年生 中学２年生

6,292 3,104 3,188
48.8% 49.3% 48.4%
6,182 2,970 3,212
48.0% 47.2% 48.7%
414 225 189
3.2% 3.6% 2.9%

12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

1 行きたい

2 行きたいと思わない

3 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
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【保護者調査票 問 32】 

問 31で「２．今後利用したいと思う」と回答した方にお聞きします。 

その場所は、どの範囲にあれば利用したいと思いますか。あてはまるものを１つ選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「住んでいる学区内」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、「住んでいる学校区内」と回答した割合は、全ての収入階層において横ばい

で推移している。 

 

表 213 収入階層別にみた子ども食堂を利用したいと思う範囲 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

678 331 270 77
80.0% 83.6% 78.7% 71.3%

154 60 63 31
18.2% 15.2% 18.4% 28.7%

15 5 10 0
1.8% 1.3% 2.9% 0.0%
847 396 343 108

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 住んでいる学区内

2 住んでいる市町村内

3 隣接する市町村内

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

3,394 1,534 1,441 419 1,453

80.3% 84.8% 78.1% 73.1% 77.8%

720 238 349 133 369

17.0% 13.2% 18.9% 23.2% 19.8%

46 14 20 12 28

1.1% 0.8% 1.1% 2.1% 1.5%

68 23 36 9 18

1.6% 1.3% 2.0% 1.6% 1.0%

4,228 1,809 1,846 573 1,868

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

1 住んでいる学区内

2
住んでいる市町村
内

3 隣接する市町村内

計

4 無回答
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・ 小学５年生では、収入が高い階層ほど「住んでいる学区内」と回答した割合が高い一方で、中学２ 

年生では、中央値の 1/2未満において、「住んでいる学区内」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生では、中央値の 1/2未満において「住んでいる学校区内」と回

答した割合が減少したのに対し、中学２年生では、中央値の 1/2未満において「住んでいる学校区内」

と回答した割合が増加している。 

 

表 214 収入階層別にみた子ども食堂を利用したいと思う範囲（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

424 212 171 41 254 119 99 36
81.1% 86.9% 79.2% 65.1% 78.4% 78.3% 78.0% 80.0%

88 28 38 22 66 32 25 9
16.8% 11.5% 17.6% 34.9% 20.4% 21.1% 19.7% 20.0%

11 4 7 0 4 1 3 0
2.1% 1.6% 3.2% 0.0% 1.2% 0.7% 2.4% 0.0%
523 244 216 63 324 152 127 45

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 住んでいる学区内

2 住んでいる市町村内

3 隣接する市町村内

回答者数計

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,915 862 823 230 1,479 672 618 189

82.5% 87.1% 80.1% 75.9% 77.5% 82.1% 75.5% 70.0%

346 109 176 61 374 129 173 72

14.9% 11.0% 17.1% 20.1% 19.6% 15.8% 21.1% 26.7%

19 8 5 6 27 6 15 6

0.8% 0.8% 0.5% 2.0% 1.4% 0.7% 1.8% 2.2%

40 11 23 6 28 12 13 3

1.7% 1.1% 2.2% 2.0% 1.5% 1.5% 1.6% 1.1%

2,320 990 1,027 303 1,908 819 819 270

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

1 住んでいる学区内

2
住んでいる市町村
内

3 隣接する市町村内

4 無回答

計
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯、母子世帯ともに、「住んでいる学校区内」と回答した割合が

高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、母子世帯（18歳以上の親族等同居）において、「住んでいる学校区内」と回

答した割合が増加している。 

 

表 215 世帯類型別にみた子ども食堂を利用したいと思う範囲 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

678 565 60 45 3 3 2
80.0% 80.6% 78.9% 83.3% 60.0% 50.0% 40.0%

154 125 16 7 2 2 2
18.2% 17.8% 21.1% 13.0% 40.0% 33.3% 40.0%

15 11 0 2 0 1 1
1.8% 1.6% 0.0% 3.7% 0.0% 16.7% 20.0%
847 701 76 54 5 6 5

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 住んでいる学区内

2 住んでいる市町村内

3 隣接する市町村内

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

4,847 3,355 1,012 364 45 66 5

79.5% 80.1% 79.7% 74.4% 71.4% 82.5% 62.5%

1,089 720 226 110 17 14 2

17.9% 17.2% 17.8% 22.5% 27.0% 17.5% 25.0%

74 49 17 7 0 0 1

1.2% 1.2% 1.3% 1.4% 0.0% 0.0% 12.5%

86 62 15 8 1 0 0

1.4% 1.5% 1.2% 1.6% 1.6% 0.0% 0.0%

6,096 4,186 1,270 489 63 80 8

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

計

2
住んでいる市町村
内

3 隣接する市町村内

4 無回答

1 住んでいる学区内
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【児童生徒調査票 問 18】 

問 17で「１．行きたい」と答えた方にお聞きします。 

その場所は、どの範囲にあれば利用したいと思いますか。（１つえらぶ） 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに、「住んでいる学校区内」と回答した割合は、８割を超えている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「住んでいる学校区内」と回答した割合が

減少している。 

 

表 216 子ども食堂を利用したいと思う範囲 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

4,076 2,171 1,905

80.9% 81.7% 80.1%

825 425 400

16.4% 16.0% 16.8%

136 62 74

2.7% 2.3% 3.1%

5,037 2,658 2,379

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
住んでいる市町村内
（例：バスで通える範
囲）

3
となりの市町村内
（例：鉄道で通える範
囲）

1
住んでいる学区内
（例：歩いたり自転車で
通える範囲」）

小学５年生 中学２年生

5,405 2,726 2,679

85.9% 87.8% 84.0%

706 297 409

11.2% 9.6% 12.8%

112 45 67

1.8% 1.4% 2.1%

69 36 33
1.1% 1.2% 1.0%
6,292 3,104 3,188

100.0% 100.0% 100.0%

4 無回答

計

1
住んでいる学区内
（例：歩いたり自転車
で通える範囲）

2
住んでいる市町村内
（例：バスで通える範
囲）

3
となりの市町村内
（例：鉄道で通える範
囲）

計

小学５年生・中学２年生
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【保護者調査票 問 33】 

問 31で「２．今後利用したいと思う」と回答した方にお聞きします。 

その場所は、どのくらいの頻度で利用したいと思いますか。あてはまるものを１つ選択してくださ

い。 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「週に１～２回程度」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較しても、顕著な変化はみられなかった。 

 

表 217 収入階層別にみた子ども食堂を利用したいと思う頻度 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

17 7 5 5
2.0% 1.8% 1.5% 4.6%

89 41 38 10
10.5% 10.4% 11.1% 9.3%

318 132 139 47
37.5% 33.3% 40.5% 43.5%

423 216 161 46
49.9% 54.5% 46.9% 42.6%

847 396 343 108
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 月に１～２回

回答者数計

1 ほぼ毎日

2 週に３～５回程度

3 週に１～２回程度

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

84 23 36 25 61

2.0% 1.3% 2.0% 4.4% 3.3%

416 166 175 75 342

9.8% 9.2% 9.5% 13.1% 18.3%

1,582 643 704 235 805

37.4% 35.5% 38.1% 41.0% 43.1%

1,983 909 859 215 594

46.9% 50.2% 46.5% 37.5% 31.8%

163 68 72 23 66

3.9% 3.8% 3.9% 4.0% 3.5%

4,228 1,809 1,846 573 1,868

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

5 無回答

週に１～２回程度

1 ほぼ毎日

2 週に３～５回程度

3

計

4 月に１～２回
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・ 小学５年生と中学２年生との比較では、中学２年生に比較し、小学５年生において週に１回以上と

回答した割合が低い。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生の中央値の 1/2 未満で、「月に１～２回程度」と回答した割合

が、中学２年生の中央値の 1/2未満で、「週に１～２回程度」と回答した割合が増加した。 

 

表 218 収入階層別にみた子ども食堂を利用したいと思う頻度（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

12 4 5 3 5 3 0 2
2.3% 1.6% 2.3% 4.8% 1.5% 2.0% 0.0% 4.4%

57 31 20 6 32 10 18 4
10.9% 12.7% 9.3% 9.5% 9.9% 6.6% 14.2% 8.9%

185 77 84 24 133 55 55 23
35.4% 31.6% 38.9% 38.1% 41.0% 36.2% 43.3% 51.1%

269 132 107 30 154 84 54 16
51.4% 54.1% 49.5% 47.6% 47.5% 55.3% 42.5% 35.6%

523 244 216 63 324 152 127 45
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2 週に３～５回程度

3 週に１～２回程度

4 月に１～２回

回答者数計

1 ほぼ毎日

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

46 14 21 11 38 9 15 14

2.0% 1.4% 2.0% 3.6% 2.0% 1.1% 1.8% 5.2%

226 90 96 40 190 76 79 35

9.7% 9.1% 9.3% 13.2% 10.0% 9.3% 9.6% 13.0%

854 339 386 129 728 304 318 106

36.8% 34.2% 37.6% 42.6% 38.2% 37.1% 38.8% 39.3%

1,100 509 481 110 883 400 378 105

47.4% 51.4% 46.8% 36.3% 46.3% 48.8% 46.2% 38.9%

94 38 43 13 69 30 29 10

4.1% 3.8% 4.2% 4.3% 3.6% 3.7% 3.5% 3.7%

2,320 990 1,027 303 1,908 819 819 270

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2 週に３～５回程度

3 週に１～２回程度

4 月に１～２回

5 無回答

計

計

小学５年生

計

中学２年生

1 ほぼ毎日
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯では「月に１～２回」と回答した割合が最も高いのに対し、

母子世帯では「週に１～２回程度」と回答した割合が最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯では「月に１～２回」と回答した割合が増加し、母子世帯

では「週に１～２回程度」と回答した割合が増加している。 

 

表 219 世帯類型別にみた子ども食堂を利用したいと思う頻度 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

17 10 4 1 0 0 2
2.0% 1.4% 5.3% 1.9% 0.0% 0.0% 40.0%

89 71 8 7 2 0 1
10.5% 10.1% 10.5% 13.0% 40.0% 0.0% 20.0%

318 245 40 28 2 3 0
37.5% 35.0% 52.6% 51.9% 40.0% 50.0% 0.0%

423 375 24 18 1 3 2
49.9% 53.5% 31.6% 33.3% 20.0% 50.0% 40.0%

847 701 76 54 5 6 5
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

4 月に１～２回

回答者数計

1 ほぼ毎日

2 週に３～５回程度

3 週に１～２回程度

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

145 80 44 12 4 5 0

2.4% 1.9% 3.5% 2.5% 6.3% 6.3% 0.0%

758 433 220 75 16 14 0

12.4% 10.3% 17.3% 15.3% 25.4% 17.5% 0.0%

2,387 1,565 559 199 29 27 8

39.2% 37.4% 44.0% 40.7% 46.0% 33.8% 100.0%

2,577 1,937 408 191 9 32 0

42.3% 46.3% 32.1% 39.1% 14.3% 40.0% 0.0%

229 171 39 12 5 2 0

3.8% 4.1% 3.1% 2.5% 7.9% 2.5% 0.0%

6,096 4,186 1,270 489 63 80 8

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

4 月に１～２回

5 無回答

計

1 ほぼ毎日

2 週に３～５回程度

3 週に１～２回程度
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【児童生徒調査票 問 22】 

問 17で「１．行きたい」と答えた方にお聞きします。 

その場所は、どのくらいの頻度で利用したいと思いますか。（１つえらぶ） 

 

・ 小学５年生では「週に１回～２回程度」と回答した割合が最も高く、中学２年生では「月に１～２

回」と回答した割合が最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、週に１回以上と回答した割合が増加して

いる。 

 

表 220 子ども食堂を利用したいと思う頻度 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

441 232 209

8.8% 8.7% 8.8%

933 536 397

18.5% 20.2% 16.7%

1,871 1,044 827

37.1% 39.3% 34.8%

1,792 846 946

35.6% 31.8% 39.8%

5,037 2,658 2,379

100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

2 週に３～５回程度

3 週に１～２回程度

4 月に１～２回

1 ほぼ毎日

計
小学５年生・中学２年生

小学５年生 中学２年生

584 331 253
9.3% 10.7% 7.9%

1,038 557 481
16.5% 17.9% 15.1%
2,273 1,092 1,181
36.1% 35.2% 37.0%
2,313 1,081 1,232
36.8% 34.8% 38.6%

84 43 41
1.3% 1.4% 1.3%

6,292 3,104 3,188
100.0% 100.0% 100.0%

1 ほぼ毎日

2 週に３～５回程度

3 週に１～２回程度

計

小学５年生・中学２年生

4 月に１～２回

5 無回答

計
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【保護者調査票 問 34】 

問 31で「２．今後利用したいと思う」と回答した方にお聞きします。 

その場所は、どの時間帯に利用したいと思いますか。あてはまるものをすべて選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、中央値以上では「平日の放課後」と回答した割合が最も高いのに対し、中央

値未満、中央値の 1/2未満では「休みの日の日中」と回答した割合が最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、全ての収入階層において、「平日の放課後」、「休みの日の日中」と回答した

割合が減少している。 

 

表 221 収入階層別にみた子ども食堂を利用したいと思う時間帯 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

9 2 6 1
1.1% 0.5% 1.7% 0.9%
319 168 119 32

37.7% 42.4% 34.7% 29.6%
148 71 57 20

17.5% 17.9% 16.6% 18.5%
11 5 4 2

1.3% 1.3% 1.2% 1.9%
340 141 150 49

40.1% 35.6% 43.7% 45.4%
20 9 7 4

2.4% 2.3% 0.6% 1.2%
847 396 343 108

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 平日の朝

2 平日の放課後

3
平日の夜間（午後７～
９時）

回答者数計

4 休みの日の朝

5 休みの日の日中

6
休みの日の夜間（午後
７～９時）

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

74 29 26 19 51

1.8% 1.6% 1.4% 3.3% 2.7%

2,005 914 834 257 899

47.4% 50.5% 45.2% 44.9% 48.1%

718 347 266 105 448

17.0% 19.2% 14.4% 18.3% 24.0%

175 72 73 30 87

4.1% 4.0% 4.0% 5.2% 4.7%

2,018 774 937 307 901

47.7% 42.8% 50.8% 53.6% 48.2%

219 72 97 50 170

5.2% 4.0% 5.3% 8.7% 9.1%

171 74 78 19 70

4.0% 4.1% 4.2% 3.3% 3.7%

計

小学５年生・中学２年生
就学援助
世　　帯

3 平日の夜間

4 休みの日の朝

5

7 無回答

1 平日の朝

2 平日の放課後

休みの日の日中

6 休みの日の夜間
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・ 全ての収入階層において、小学５年生では、中学２年生と比べて「平日の放課後」と回答した割合

が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「平日の放課後」、「休みの日の日中」と回

答した割合が減少している。 

 

表 222 収入階層別にみた子ども食堂を利用したいと思う時間帯（小５・中２別） 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

7 2 5 0 2 0 1 1
1.3% 0.8% 2.3% 0.0% 0.6% 0.0% 0.8% 2.2%
209 113 76 20 110 55 43 12

40.0% 46.3% 35.2% 31.7% 34.0% 36.2% 33.9% 26.7%
83 34 35 14 65 37 22 6

15.9% 13.9% 16.2% 22.2% 20.1% 24.3% 17.3% 13.3%
7 4 2 1 4 1 2 1

1.3% 1.6% 0.9% 1.6% 1.2% 0.7% 1.6% 2.2%
206 87 92 27 134 54 58 22

39.4% 35.7% 42.6% 42.9% 41.4% 35.5% 45.7% 48.9%
11 4 6 1 9 5 1 3

2.1% 1.6% 2.8% 1.6% 2.8% 3.3% 0.8% 6.7%
523 244 216 63 324 152 127 45

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

4 休みの日の朝

5 休みの日の日中

6
休みの日の夜間（午後
７～９時）

2 平日の放課後

3
平日の夜間（午後７～
９時）

1 平日の朝

計

小学５年生

計

中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

40 18 15 7 34 11 11 12

1.7% 1.8% 1.5% 2.3% 1.8% 1.3% 1.3% 4.4%

1,200 542 511 147 805 372 323 110

51.7% 54.7% 49.8% 48.5% 42.2% 45.4% 39.4% 40.7%

359 167 141 51 359 180 125 54

15.5% 16.9% 13.7% 16.8% 18.8% 22.0% 15.3% 20.0%

93 36 46 11 82 36 27 19

4.0% 3.6% 4.5% 3.6% 4.3% 4.4% 3.3% 7.0%

1,076 420 504 152 942 354 433 155

46.4% 42.4% 49.1% 50.2% 49.4% 43.2% 52.9% 57.4%

100 37 44 19 119 35 53 31

4.3% 3.7% 4.3% 6.3% 6.2% 4.3% 6.5% 11.5%

95 44 40 11 76 30 38 8

4.1% 4.4% 3.9% 3.6% 4.0% 3.7% 4.6% 3.0%

4 休みの日の朝

5 休みの日の日中

6 休みの日の夜間

7 無回答

1 平日の朝

2 平日の放課後

3 平日の夜間

計

小学５年生

計

中学２年生
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・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯、母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）では「休みの日の日

中」と回答した割合が最も高く、母子世帯（18歳以上の親族等同居）では「平日の放課後」と回答し

た割合が最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、両親がいる世帯、母子世帯ともに、「平日の放課後」、「休みの日の日中」と

回答した割合が減少している。 

 

表 223 世帯類型別にみた子ども食堂を利用したいと思う時間帯 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

9 6 1 2 0 0 0
1.1% 0.9% 1.3% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0%
319 270 24 22 1 1 1

37.7% 38.5% 31.6% 40.7% 20.0% 16.7% 20.0%
148 116 16 11 2 1 2

17.5% 16.5% 21.1% 20.4% 40.0% 16.7% 40.0%
11 8 1 0 0 0 2

1.3% 1.1% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0%
340 285 33 17 1 4 0

40.1% 40.7% 43.4% 31.5% 20.0% 66.7% 0.0%
20 16 1 2 1 0 0

2.4% 2.3% 1.3% 3.7% 20.0% 0.0% 0.0%
847 701 76 54 5 6 5

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 平日の朝

5 休みの日の日中

6
休みの日の夜間（午後
７～９時）

回答者数計

2 平日の放課後

3
平日の夜間（午後７～
９時）

4 休みの日の朝

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

125 70 35 13 4 3 0

2.1% 1.7% 2.8% 2.7% 6.3% 3.8% 0.0%

2,904 2,016 611 216 29 31 1

47.6% 48.2% 48.1% 44.2% 46.0% 38.8% 12.5%

1,166 649 381 103 21 9 3

19.1% 15.5% 30.0% 21.1% 33.3% 11.3% 37.5%

262 172 70 15 2 3 0

4.3% 4.1% 5.5% 3.1% 3.2% 3.8% 0.0%

2,919 2,028 570 251 21 44 5

47.9% 48.4% 44.9% 51.3% 33.3% 55.0% 62.5%

389 193 127 52 11 6 0

6.4% 4.6% 10.0% 10.6% 17.5% 7.5% 0.0%

241 176 38 17 7 3 0

4.0% 4.2% 3.0% 3.5% 11.1% 3.8% 0.0%

計

小学５年生・中学２年生・就学援助世帯

5 休みの日の日中

6 休みの日の夜間

7 無回答

2 平日の放課後

3 平日の夜間

4 休みの日の朝

1 平日の朝
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【児童生徒調査票 問 20】 

問 17で「１．行きたい」と答えた方にお聞きします。 

その場所は、どの時間帯に利用したいと思いますか。（あてはまるものをすべてえらぶ） 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに、「休みの日の日中」と回答し割合が最も高く、次いで「平日の放課

後」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに、「休みの日の日中」、「平日の放課後」と回

答した割合が増加している。 

 

表 224 子ども食堂を利用したいと思う時間帯 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

434 261 173

8.6% 9.8% 7.3%

1,588 802 786

31.5% 30.2% 33.0%

861 413 448

17.1% 15.5% 18.8%

511 300 211

10.1% 11.3% 8.9%

3,132 1,575 1,557

62.2% 59.3% 65.4%

996 502 494

19.8% 18.9% 20.8%

5,037 2,658 2,379

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

5 休みの日の日中

6
休みの日の夜間（午後７
～９時）

2 平日の放課後

3
平日の夜間（午後７～９
時）

4 休みの日の朝

1 平日の朝

小学５年生 中学２年生

326 184 142
5.2% 5.9% 4.5%

1,662 795 867
26.4% 25.6% 27.2%
1,215 562 653
19.3% 18.1% 20.5%

665 356 309
10.6% 11.5% 9.7%
3,617 1,664 1,953
57.5% 53.6% 61.3%
1,146 534 612
18.2% 17.2% 19.2%

105 53 52
1.7% 1.7% 1.6%

1 平日の朝

2 平日の放課後

6
休みの日の夜間（午後
７～９時）

7 無回答

3
平日の夜間（午後７～
９時）

4 休みの日の朝

5 休みの日の日中

計

小学５年生・中学２年生
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【児童生徒調査票 問 13】 

 あなたは、無料で勉強を教えてもらえる場所があったら、通いたいと思いますか。（もっとも近い

もの１つえらぶ） 

 

・ 中学２年生では、小学５年生と比べて「通ってみたい」と回答した割合が高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、中学２年生、小学５年生ともに「通ってみたい」と回答した割合は減少し

ている。 

 

表 225 無料で勉強を教えてもらえる場所があったら、通いたいと思うか 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

4,423 1,881 2,542

41.5% 35.1% 48.0%

6,239 3,483 2,756

58.5% 64.9% 52.0%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 通いたいと思わない

1 通ってみたい

小学５年生 中学２年生

6,603 2,837 3,766
51.2% 45.0% 57.2%
5,945 3,284 2,661
46.1% 52.1% 40.4%
340 178 162

2.6% 2.8% 2.5%
12,888 6,299 6,589
100.0% 100.0% 100.0%

1 通ってみたい

2 通いたいと思わない

計

小学５年生・中学２年生

3 無回答

計
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【児童生徒調査票 問 14】 

問 13で「１．通ってみたい」と答えた方にお聞きします。 

その場所は、どの範囲にあれば通いたいと思いますか。（１つえらぶ） 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに「住んでいる学校区内」と回答した割合が最も高く、８割を超えて

いる。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「住んでいる学校区内」と回答した割合は

やや減少し、「住んでいる市町村内」と回答した割合がやや増加している。 

 

表 226 収入階層別にみた無料で勉強を教えてもらえる場所があったら、通ってみたいと思う時間帯 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

3,765 1,630 2,135

85.1% 86.7% 84.0%

556 218 338

12.6% 11.6% 13.3%

102 33 69

2.3% 1.8% 2.7%

4,423 1,881 2,542

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
住んでいる市町村内
（例：バスで通える範
囲）

3
となりの市町村内
（例：鉄道で通える範
囲）

1
住んでいる学区内
（例：歩いたり自転車で
通える範囲」）

小学５年生 中学２年生

5,773 2,559 3,214

87.4% 90.2% 85.3%

654 212 442

9.9% 7.5% 11.7%

120 41 79

1.8% 1.4% 2.1%

56 25 31
0.8% 0.9% 0.8%

6,603 2,837 3,766
100.0% 100.0% 100.0%

1
住んでいる学区内
（例：歩いたり自転車
で通える範囲）

2
住んでいる市町村内
（例：バスで通える範
囲）

3
となりの市町村内
（例：鉄道で通える範
囲）

4 無回答

計

計

小学５年生・中学２年生
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【児童生徒調査票 問 15】 

問 13で「１．通ってみたい」と答えた方にお聞きします。 

その場所は、どのくらいの頻度で通いたいと思いますか。（１つえらぶ） 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに「週に１～２回程度」と回答した割合が最も高く、６割を超えてい

る。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「週に３～５回程度」と回答した割合が増

加している。 

 

表 227 無料で勉強を教えてもらえる場所があったら、通ってみたいと思う頻度 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

  

小学５年生 中学２年生

342 198 144

7.7% 10.5% 5.7%

1,278 544 734

28.9% 28.9% 28.9%

2,803 1,139 1,664

63.4% 60.6% 65.5%

4,423 1,881 2,542

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2 週に３～５回程度

3 週に１～２回程度

1 ほぼ毎日

小学５年生 中学２年生

458 227 231
6.9% 8.0% 6.1%
850 345 505

12.9% 12.2% 13.4%
4,216 1,790 2,426
63.8% 63.1% 64.4%
1,079 475 604
16.3% 16.7% 16.0%
6,603 2,837 3,766

100.0% 100.0% 100.0%

4 無回答

計

1 ほぼ毎日

2 週に３～５回程度

3 週に１～２回程度

計

小学５年生・中学２年生
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【児童生徒調査票 問 16】 

問 13で「１．通ってみたい」と答えた方にお聞きします。 

その場所には、どの時間帯に通いたいと思いますか。（あてはまるものをすべてえらぶ） 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに、「平日の放課後」と回答した割合が最も高くなっている。 

・ 前回調査と比較すると、小学５年生、中学２年生ともに「平日の放課後」と回答した割合が増加し

ている。 

 

表 228 無料で勉強を教えてもらえる場所があったら、通ってみたいと思う時間帯 

 

【参考】平成 30年度調査 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

2,719 1,268 1,451

61.5% 67.4% 57.1%

1,008 281 727

22.8% 14.9% 28.6%

1,296 514 782

29.3% 27.3% 30.8%

536 155 381

12.1% 8.2% 15.0%

4,423 1,881 2,542

100.0% 100.0% 100.0%

計
小学５年生・中学２年生

回答者数計

2
平日の夜間（午後７～９
時）

3 休みの日の日中

4
休みの日の夜間（午後７
～９時）

1 平日の放課後

小学５年生 中学２年生

3,431 1,739 1,692
52.0% 61.3% 44.9%
1,672 360 1,312
25.3% 12.7% 34.8%
1,869 844 1,025
28.3% 29.7% 27.2%
828 212 616

12.5% 7.5% 16.4%
64 28 36

1.00% 1.00% 1.00%

1 平日の放課後

2
平日の夜間（午後７～
９時）

3 休みの日の日中

計

小学５年生・中学２年生

4
休みの日の夜間（午後
７～９時）

5 無回答
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【保護者調査票 問 35】 

全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。「０」（まったく満足していない）

から「10」（十分に満足している）の数字で、あてはまるものを１つ選択してください。 

 

・ 収入階層別にみると、中央値以上では「８」と回答した割合が最も高く、中央値未満、中央値の 1/2

未満では「５」と回答した割合が最も高くなっている。 

 

表 229 収入階層別にみた最近の生活の満足度 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

48 11 24 13
1.4% 0.6% 2.0% 3.9%

33 11 18 4
1.0% 0.6% 1.5% 1.2%

83 30 40 13
2.4% 1.6% 3.4% 3.9%
206 64 102 40

6.1% 3.4% 8.6% 12.1%
161 52 85 24

4.7% 2.8% 7.1% 7.3%
630 292 246 92

18.6% 15.6% 20.6% 27.9%
389 204 146 39

11.5% 10.9% 12.2% 11.8%
685 418 218 49

20.2% 22.3% 18.3% 14.8%
712 467 206 39

21.0% 24.9% 17.3% 11.8%
211 158 46 7

6.2% 8.4% 3.9% 2.1%
237 166 61 10

7.0% 8.9% 5.1% 3.0%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

10 ９

11 10

回答者数計

7 ６

8 ７

9 ８

4 ３

5 ４

6 ５

1 ０

2 １

3 ２

計

小学５年生・中学２年生
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・ 小学５年生では、中学２年生と比べて「８」以上と回答した割合が高くなっている。。 

 

表 230 収入階層別にみた最近の生活の満足度（小５・中２別） 

 

 

・ 世帯類型別にみると、両親のいる世帯では「８」と回答した割合が最も高く、母子世帯では「５」

と回答した割合が最も高くなっている。 

 

表 231 世帯類型別にみた最近の生活の満足度 

 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

28 4 14 10 20 7 10 3
1.5% 0.4% 2.0% 5.6% 1.3% 0.8% 2.1% 2.0%

21 8 11 2 12 3 7 2
1.1% 0.8% 1.6% 1.1% 0.8% 0.4% 1.4% 1.3%

48 18 22 8 35 12 18 5
2.5% 1.8% 3.1% 4.4% 2.4% 1.4% 3.7% 3.3%
119 39 57 23 87 25 45 17

6.2% 3.8% 8.1% 12.8% 5.9% 3.0% 9.2% 11.3%
94 31 52 11 67 21 33 13

4.9% 3.0% 7.4% 6.1% 4.5% 2.5% 6.8% 8.7%
344 156 143 45 286 136 103 47

18.0% 15.2% 20.3% 25.0% 19.3% 16.1% 21.1% 31.3%
213 107 83 23 176 97 63 16

11.1% 10.4% 11.8% 12.8% 11.9% 11.5% 12.9% 10.7%
376 224 127 25 309 194 91 24

19.7% 21.8% 18.0% 13.9% 20.9% 23.0% 18.7% 16.0%
426 268 136 22 286 199 70 17

22.3% 26.1% 19.3% 12.2% 19.3% 23.6% 14.4% 11.3%
122 87 29 6 89 71 17 1

6.4% 8.5% 4.1% 3.3% 6.0% 8.4% 3.5% 0.7%
122 86 31 5 115 80 30 5

6.4% 8.4% 4.4% 2.8% 7.8% 9.5% 6.2% 3.3%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

9 ８

10 ９

11 10

6 ５

7 ６

8 ７

１

3 ２

4 ３

5

1 ０

2

計

小学５年生

計

中学２年生

４

回答者数計

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

48 35 6 5 0 1 1
1.4% 1.2% 3.4% 2.8% 0.0% 3.2% 7.7%

33 27 3 2 1 0 0
1.0% 0.9% 1.7% 1.1% 7.1% 0.0% 0.0%

83 68 9 4 0 2 0
2.4% 2.3% 5.0% 2.2% 0.0% 6.5% 0.0%
206 159 12 30 2 3 0

6.1% 5.3% 6.7% 16.8% 14.3% 9.7% 0.0%
161 137 16 7 1 0 0

4.7% 4.6% 8.9% 3.9% 7.1% 0.0% 0.0%
630 531 46 41 1 8 3

18.6% 17.8% 25.7% 22.9% 7.1% 25.8% 23.1%
389 336 28 19 2 3 1

11.5% 11.3% 15.6% 10.6% 14.3% 9.7% 7.7%
685 618 25 30 3 7 2

20.2% 20.7% 14.0% 16.8% 21.4% 22.6% 15.4%
712 656 20 27 1 6 2

21.0% 22.0% 11.2% 15.1% 7.1% 19.4% 15.4%
211 193 6 11 0 0 1

6.2% 6.5% 3.4% 6.1% 0.0% 0.0% 7.7%
237 219 8 3 3 1 3

7.0% 7.4% 4.5% 1.7% 21.4% 3.2% 23.1%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 ０

2 １

3 ２

10 ９

11 10

回答者数計

7 ６

8 ７

9 ８

4 ３

5 ４

6 ５
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12 新型コロナウイルス感染症拡大前との変化 

 

 

【保護者調査票 問 36】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校する前（2020 年２月以

前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（１）世帯全体の収入の変化 

 

・ 収入階層別にみると、収入が高い階層ほど「変わらない」と回答した割合が高く、収入が低い階層

ほど「減った」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 232 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前との世帯全体の収入の変化 

 
 

・ 小学５年生、中学２年生ともに、収入が高い階層ほど「変わらない」と回答した割合が高く、収入

が低い階層ほど「減った」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 233 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前との世帯全体の収入の変化（小５・中２別） 

 

 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「減った」と回答した割合が高くな

っている。 

 

表 234 世帯類型別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前との世帯全体の収入の変化 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

380 255 107 18
11.2% 13.6% 9.0% 5.5%

740 261 341 138
21.8% 13.9% 28.6% 41.8%
2,275 1,357 744 174
67.0% 72.5% 62.4% 52.7%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

209 145 58 6 171 110 49 12
10.9% 14.1% 8.2% 3.3% 11.5% 13.0% 10.1% 8.0%

422 134 206 82 318 127 135 56
22.1% 13.0% 29.2% 45.6% 21.5% 15.0% 27.7% 37.3%
1,282 749 441 92 993 608 303 82
67.0% 72.9% 62.6% 51.1% 67.0% 72.0% 62.2% 54.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2 減った

3 変わらない

回答者数計

1 増えた

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

380 336 16 23 2 3 0
11.2% 11.3% 8.9% 12.8% 14.3% 9.7% 0.0%

740 624 51 52 3 7 3
21.8% 20.9% 28.5% 29.1% 21.4% 22.6% 23.1%
2,275 2,019 112 104 9 21 10
67.0% 67.8% 62.6% 58.1% 64.3% 67.7% 76.9%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない
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【保護者調査票 問 36】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校する前（2020 年２月以

前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（２）生活に必要な支出の変化 

 

・ 収入階層別にみると、中央値未満、中央値の 1/2未満では、中央値以上と比べて「増えた」と回答

した割合が高くなっている。 

 

表 235 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前との生活に必要な支出の変化 

 
 

・ 小学５年生、中学２年生ともに、中央値未満、中央値の 1/2未満では、中央値以上と比べて「増え

た」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 236 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前との生活に必要な支出の変化（小５・中２別） 

 

 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、特に「増えた」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 237 世帯類型別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前との生活に必要な支出の変化 

 

 

 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

2,596 1,364 976 256
76.5% 72.8% 81.9% 77.6%

68 32 22 14
2.0% 1.7% 1.8% 4.2%
731 477 194 60

21.5% 25.5% 16.3% 18.2%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,477 758 582 137 1,119 606 394 119
77.2% 73.7% 82.6% 76.1% 75.5% 71.7% 80.9% 79.3%

32 16 9 7 36 16 13 7
1.7% 1.6% 1.3% 3.9% 2.4% 1.9% 2.7% 4.7%
404 254 114 36 327 223 80 24

21.1% 24.7% 16.2% 20.0% 22.1% 26.4% 16.4% 16.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生

計

中学２年生

2 減った

3 変わらない

回答者数計

1 増えた

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

2,596 2,277 147 134 12 19 7
76.5% 76.4% 82.1% 74.9% 85.7% 61.3% 53.8%

68 60 4 3 0 1 0
2.0% 2.0% 2.2% 1.7% 0.0% 3.2% 0.0%
731 642 28 42 2 11 6

21.5% 21.6% 15.6% 23.5% 14.3% 35.5% 46.2%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 変わらない

回答者数計

1 増えた

2 減った
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【保護者調査票 問 36】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校する前（2020 年２月以

前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（３）お金が足りなくて、必要な食料や衣服を買えないこと 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「増えた」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 238 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、お金が足りなくて、必要な食料

や衣服を買えないこと 

 
 

・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

 

表 239 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、お金が足りなくて、必要な食料

や衣服を買えないこと（小５・中２別） 

 

 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親がいる世帯と比べて「増えた」と回答した割合が高くな

っている。 

 

表 240 世帯類型別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、お金が足りなくて、必要な食料

や衣服を買えないこと 

 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,156 439 537 180
34.1% 23.4% 45.1% 54.5%

69 33 25 11
2.0% 1.8% 2.1% 3.3%

2,170 1,401 630 139
63.9% 74.8% 52.9% 42.1%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

642 232 314 96 514 207 223 84
33.6% 22.6% 44.5% 53.3% 34.7% 24.5% 45.8% 56.0%

40 20 14 6 29 13 11 5
2.1% 1.9% 2.0% 3.3% 2.0% 1.5% 2.3% 3.3%

1,231 776 377 78 939 625 253 61
64.3% 75.5% 53.5% 43.3% 63.4% 74.0% 52.0% 40.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

3 変わらない

1 増えた

2 減った

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,156 968 88 81 3 12 4
34.1% 32.5% 49.2% 45.3% 21.4% 38.7% 30.8%

69 57 5 6 0 1 0
2.0% 1.9% 2.8% 3.4% 0.0% 3.2% 0.0%

2,170 1,954 86 92 11 18 9
63.9% 65.6% 48.0% 51.4% 78.6% 58.1% 69.2%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

1 増えた

減った

3 変わらない

回答者数計

2
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【保護者調査票 問 36】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校する前（2020 年２月以

前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（４）お子さんと話をすること 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど「増えた」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 241 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、お子さんと話をすること

 
 

・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

 

表 242 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、お子さんと話をすること（小

５・中２別） 

 

 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯（母及び 18歳未満の子のみ）では、「増えた」と回答した割合が高

くなっている。 

 

表 243 世帯類型別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、お子さんと話をすること 

 

 

 

  

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

575 287 214 74
16.9% 15.3% 18.0% 22.4%

150 78 58 14
4.4% 4.2% 4.9% 4.2%

2,670 1,508 920 242
78.6% 80.5% 77.2% 73.3%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

337 156 139 42 238 131 75 32
17.6% 15.2% 19.7% 23.3% 16.1% 15.5% 15.4% 21.3%

74 36 27 11 76 42 31 3
3.9% 3.5% 3.8% 6.1% 5.1% 5.0% 6.4% 2.0%

1,502 836 539 127 1,168 672 381 115
78.5% 81.3% 76.5% 70.6% 78.8% 79.5% 78.2% 76.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

減った

3 変わらない

回答者数計

1 増えた

2

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

575 495 49 23 2 3 3
16.9% 16.6% 27.4% 12.8% 14.3% 9.7% 23.1%

150 128 5 15 1 1 0
4.4% 4.3% 2.8% 8.4% 7.1% 3.2% 0.0%

2,670 2,356 125 141 11 27 10
78.6% 79.1% 69.8% 78.8% 78.6% 87.1% 76.9%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

2 減った

3 変わらない

回答者数計

1 増えた
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【保護者調査票 問 36】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校する前（2020 年２月以

前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（５）家庭内で言い争ったり、もめごとが起こること 

 

・ 収入階層別にみると、中央値未満、中央値の 1/2未満では、中央値以上と比べて「増えた」と回答

した割合が高くなっている。 

 

表 244 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、家庭内で言い争ったり、もめ

ごとが起こること 

 
 

・ 全ての収入階層において、小学５年生では、中学２年生と比べて「増えた」と回答した割合がやや

高くなっている。 

 

表 245 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、家庭内で言い争ったり、もめ

ごとが起こること（小５・中２別） 

 

 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親のいる世帯と比べて「増えた」と回答した割合が高くな

っている。 

 

表 246 世帯類型別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、家庭内で言い争ったり、もめ

ごとが起こること 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

465 224 193 48
13.7% 12.0% 16.2% 14.5%

169 94 54 21
5.0% 5.0% 4.5% 6.4%

2,761 1,555 945 261
81.3% 83.0% 79.3% 79.1%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

278 129 121 28 187 95 72 20
14.5% 12.5% 17.2% 15.6% 12.6% 11.2% 14.8% 13.3%

93 52 33 8 76 42 21 13
4.9% 5.1% 4.7% 4.4% 5.1% 5.0% 4.3% 8.7%

1,542 847 551 144 1,219 708 394 117
80.6% 82.4% 78.2% 80.0% 82.3% 83.8% 80.9% 78.0%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

変わらない

回答者数計

1 増えた

2 減った

3

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

465 400 28 32 1 2 2
13.7% 13.4% 15.6% 17.9% 7.1% 6.5% 15.4%

169 144 13 10 2 0 0
5.0% 4.8% 7.3% 5.6% 14.3% 0.0% 0.0%

2,761 2,435 138 137 11 29 11
81.3% 81.7% 77.1% 76.5% 78.6% 93.5% 84.6%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

増えた

減った

変わらない3

1

2

回答者数計
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【保護者調査票 問 36】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校する前（2020 年２月以

前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（６）あなた自身がイライラや不安を感じたり、気分が沈むこと 

 

・ 収入階層別にみると、収入が低い階層ほど、「増えた」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 247 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、あなた自身がイライラや不安

を感じたり、気分が沈むこと 

 

 

・ 小学５年生と中学２年生を比較しても、顕著な差はみられなかった。 

 

表 248 収入階層別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、あなた自身がイライラや不安

を感じたり、気分が沈むこと（小５・中２別） 

 

 

・ 世帯類型別にみると、母子世帯では、両親がいる世帯と比べて「増えた」と回答した割合が高くな

っている。 

 

表 249 世帯類型別にみた新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し、あなた自身がイライラや不安

を感じたり、気分が沈むこと 

 

 

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

1,176 564 478 134
34.6% 30.1% 40.1% 40.6%

139 74 48 17
4.1% 4.0% 4.0% 5.2%

2,080 1,235 666 179
61.3% 65.9% 55.9% 54.2%
3,395 1,873 1,192 330

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

計

小学５年生・中学２年生

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

中央値以上 中央値未満
中央値の
1/2未満

675 322 277 76 501 242 201 58
35.3% 31.3% 39.3% 42.2% 33.8% 28.6% 41.3% 38.7%

76 43 26 7 63 31 22 10
4.0% 4.2% 3.7% 3.9% 4.3% 3.7% 4.5% 6.7%

1,162 663 402 97 918 572 264 82
60.7% 64.5% 57.0% 53.9% 61.9% 67.7% 54.2% 54.7%
1,913 1,028 705 180 1,482 845 487 150

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 増えた

2 減った

回答者数計

3 変わらない

計

小学５年生

計

中学２年生

両親のいる
世　　　帯

母子世帯（母
及び18歳未満
の子のみ）

母子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

父子世帯（父
及び18歳未満
の子のみ）

父子世帯（18
歳以上の親族
等同居）

その他

1,176 1,016 69 74 5 10 2
34.6% 34.1% 38.5% 41.3% 35.7% 32.3% 15.4%

139 111 16 11 0 1 0
4.1% 3.7% 8.9% 6.1% 0.0% 3.2% 0.0%

2,080 1,852 94 94 9 20 11
61.3% 62.2% 52.5% 52.5% 64.3% 64.5% 84.6%
3,395 2,979 179 179 14 31 13

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

計

小学５年生・中学２年生

3 変わらない

回答者数計

1 増えた

2 減った



241 

【児童生徒調査票 問 21】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 年２月

以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

 

・ 小学５年生、中学２年生ともに、「夜遅くまで起きている」「イライラや不安を感じたり、気分が沈

むこと」が「増えた」と回答した割合が高く、特に中学２年生では、「夜遅くまで起きている」が「増

えた」と回答した割合が５割を超えている。 

 

表 250 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較した、学校の授業以外で勉強する時間 

 

 

表 251 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較した、学校の授業がわからないと感じること 

 

 

表 252 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較した、地域のクラブ活動や学校の部活動で活動する回数 

 

  

小学５年生 中学２年生

2,791 1,448 1,343

26.2% 27.0% 25.3%

1,122 568 554

10.5% 10.6% 10.5%

6,749 3,348 3,401

63.3% 62.4% 64.2%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

2 減った

3 変わらない

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

1 増えた

小学５年生 中学２年生

2,544 984 1,560

23.9% 18.3% 29.4%

2,049 1,447 602

19.2% 27.0% 11.4%

6,069 2,933 3,136

56.9% 54.7% 59.2%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

2 減った

3 変わらない

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

1 増えた

小学５年生 中学２年生

2,916 1,315 1,601

27.3% 24.5% 30.2%

2,129 1,020 1,109

20.0% 19.0% 20.9%

5,617 3,029 2,588

52.7% 56.5% 48.8%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

2 減った

3 変わらない

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

1 増えた
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表 253 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較した、食事を抜く回数 

 

 

表 254 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較した、夜遅くまで起きている回数 

 

 

表 255 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較した、親以外の大人や友達と話をすること 

 

 

表 256 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較した、イライラや不安を感じたり、気分が沈むこと 

 

 

 

  

小学５年生 中学２年生

969 410 559

9.1% 7.6% 10.6%

972 570 402

9.1% 10.6% 7.6%

8,721 4,384 4,337

81.8% 81.7% 81.9%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

2 減った

3 変わらない

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

1 増えた

小学５年生 中学２年生

4,855 2,101 2,754

45.5% 39.2% 52.0%

1,131 765 366

10.6% 14.3% 6.9%

4,676 2,498 2,178

43.9% 46.6% 41.1%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

2 減った

3 変わらない

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

1 増えた

小学５年生 中学２年生

5,007 2,732 2,275

47.0% 50.9% 42.9%

799 395 404

7.5% 7.4% 7.6%

4,856 2,237 2,619

45.5% 41.7% 49.4%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%

2 減った

3 変わらない

回答者数計

計

小学５年生・中学２年生

1 増えた

小学５年生 中学２年生

3,252 1,604 1,648

30.5% 29.9% 31.1%

1,323 873 450

12.4% 16.3% 8.5%

6,087 2,887 3,200

57.1% 53.8% 60.4%

10,662 5,364 5,298

100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

2 減った

3 変わらない

計

小学５年生・中学２年生

1 増えた
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13 子どもの幸福感・自己肯定感に着目した分析 

 

(１) 幸福感・自己肯定感に関する回答の状況 

① 小学５年生 

表 257 幸福感（小５） 

 

表 258 自己肯定感（小５） 

 

 
 

 ② 中学２年生 

表 259 幸福感（中２） 

 

表 260 自己肯定感（中２） 

 

 

 

 

とても幸せだ
と思う、幸せ
だと思う

あまり幸せだ
と思わない、
幸せだと思わ
ない

4,846 518

90.3% 9.7%

問４　あなたは、自分は幸せ
だと思いますか。
（１つに○）

回答者数計

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

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

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

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

4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449
92.0% 8.0% 95.4% 4.6% 83.5% 16.5% 91.6% 8.4%

回答者数計

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(１)　毎日が充実していると
思う

(２)　頑張れば、できるよう
になることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところが
あると思う人間になりたい

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

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

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

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

3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802
60.3% 39.7% 62.9% 37.1% 83.7% 16.3% 66.4% 33.6%

回答者数計

(７)　将来の夢や目標をもっ
ている

(８)　自分のことが好きだ

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはな
い

(６)　さびしさを感じること
はない

とても幸せだ
と思う、幸せ
だと思う

あまり幸せだ
と思わない、
幸せだと思わ
ない

4,843 455

91.4% 8.6%

問４　あなたは、自分は幸せ
だと思いますか。
（１つに○）

回答者数計

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

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

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

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

4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380
89.8% 10.2% 94.4% 5.6% 82.5% 17.5% 92.8% 7.2%

回答者数計

(１)　毎日が充実していると
思う

(２)　頑張れば、できるよう
になることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところが
あると思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988
51.8% 48.2% 63.7% 36.3% 70.5% 29.5% 62.5% 37.5%

回答者数計

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはな
い

(６)　さびしさを感じること
はない

(７)　将来の夢や目標をもっ
ている

(８)　自分のことが好きだ
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(２) 幸福感・自己肯定感と朝食の状況 

 ① 小学５年生（全体） 

  ア 朝食の摂取状況 

【児童生徒調査票 問１】 

あなたは朝ご飯をいつも食べていますか（１つに○） 

   ・ 幸福感や自己肯定感が高いほど、朝食を「毎日食べる」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 261 幸福感と朝食の摂取状況（小５） 

 

表 262 自己肯定感と朝食の摂取状況（小５） 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

4,392 397
90.6% 76.6% ▲ 14.0

296 69
6.1% 13.3% 7.2
104 32
2.1% 6.2% 4.1

54 20
1.1% 3.9% 2.8

4,846 518
100.0% 100.0% 0.0

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

1 毎日食べる

2 週に４～６日は食べる

3 週に１～３日は食べる

4 食べない

回答者数計

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

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

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

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

4,471 318 4,615 174 4,074 715 4,440 349
90.6% 74.5% 90.2% 70.4% 91.0% 80.6% 90.3% 77.7%

305 60 330 35 262 103 312 53
6.2% 14.1% 6.4% 14.2% 5.9% 11.6% 6.3% 11.8%
106 30 112 24 93 43 106 30

2.1% 7.0% 2.2% 9.7% 2.1% 4.8% 2.2% 6.7%
55 19 60 14 48 26 57 17

1.1% 4.4% 1.2% 5.7% 1.1% 2.9% 1.2% 3.8%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい

1 毎日食べる

2 週に４～６日は食べる

3 週に１～３日は食べる

4 食べない

回答者数計

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

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

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

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

2,956 1,833 3,066 1,723 4,046 743 3,311 1,478
91.4% 86.1% 90.9% 86.5% 90.1% 84.9% 93.0% 82.0%
178 187 193 172 288 77 171 194

5.5% 8.8% 5.7% 8.6% 6.4% 8.8% 4.8% 10.8%
59 77 73 63 102 34 51 85

1.8% 3.6% 2.2% 3.2% 2.3% 3.9% 1.4% 4.7%
41 33 40 34 53 21 29 45

1.3% 1.5% 1.2% 1.7% 1.2% 2.4% 0.8% 2.5%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは
ない

(７)　将来の夢や目標をもって
いる

(８)　自分のことが好きだ

1 毎日食べる

2 週に４～６日は食べる

3 週に１～３日は食べる

4 食べない

回答者数計
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  イ 朝食時の状況 

【児童生徒調査票 問 13】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。（(１)から(９)それぞれ１つに○） 

(１) 大人の家族と朝ご飯を一緒に食べる 

   ・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、高い子どもでは、６割以

上が「よくある」と回答しているのに対し、低い子どもでは、その割合が低くなっている。 

   ・ 幸福感が低い子どもでは、「まったくない」と回答した割合が１割を超えている。 

 

表 263 幸福感と大人の家族と朝ご飯を一緒に食べる頻度（小５） 

 

表 264 自己肯定感と大人の家族と朝ご飯を一緒に食べる頻度（小５） 

 

 
 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

3,060 251
63.1% 48.5% ▲ 14.6

982 120
20.3% 23.2% 2.9

489 80
10.1% 15.4% 5.3

315 67
6.5% 12.9% 6.4

4,846 518
100.0% 100.0% 0.0

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

4 まったくない

回答者数計

1
よくある（ほとんど毎
日）

2
ときどきある（週に４～
５回程度）

3
ほとんどない（月に２回
程度）

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

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

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

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

3,118 193 3,198 113 2,874 437 3,094 217
63.2% 45.2% 62.5% 45.7% 64.2% 49.3% 63.0% 48.3%

994 108 1,051 51 897 205 1,004 98
20.1% 25.3% 20.5% 20.6% 20.0% 23.1% 20.4% 21.8%

506 63 529 40 441 128 501 68
10.2% 14.8% 10.3% 16.2% 9.9% 14.4% 10.2% 15.1%

319 63 339 43 265 117 316 66
6.5% 14.8% 6.6% 17.4% 5.9% 13.2% 6.4% 14.7%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

4 まったくない

回答者数計

1
よくある（ほとんど毎
日）

2
ときどきある（週に４～
５回程度）

3
ほとんどない（月に２回
程度）

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい

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

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

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

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

2,107 1,204 2,178 1,133 2,810 501 2,367 944
65.2% 56.5% 64.6% 56.9% 62.6% 57.3% 66.5% 52.4%
648 454 688 414 924 178 705 397

20.0% 21.3% 20.4% 20.8% 20.6% 20.3% 19.8% 22.0%
303 266 299 270 448 121 315 254

9.4% 12.5% 8.9% 13.6% 10.0% 13.8% 8.8% 14.1%
176 206 207 175 307 75 175 207

5.4% 9.7% 6.1% 8.8% 6.8% 8.6% 4.9% 11.5%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくない

回答者数計

1
よくある（ほとんど毎
日）

2
ときどきある（週に４～
５回程度）

3
ほとんどない（月に２回
程度）

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは

ない
(７)　将来の夢や目標をもって
いる

(８)　自分のことが好きだ
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 ② 中学２年生（全体） 

  ア 朝食の摂取状況 

【児童生徒調査票 問１】 

あなたは朝ご飯をいつも食べていますか（１つに○） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、高い子どもでは８割以上

が朝食を毎日食べているのに対し、低い子どもでは、毎日食べる割合が低くなっている。 

 

表 265 幸福感と朝食の摂取状況（中２） 

 

表 266 自己肯定感と朝食の摂取状況（中２） 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

4,108 323
84.8% 71.0% ▲ 13.8

478 78
9.9% 17.1% 7.2
155 28

3.2% 6.2% 3.0
102 26

2.1% 5.7% 3.6
4,843 455

100.0% 100.0% 0.0

3 週に１～３日は食べる

4 食べない

回答者数計

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

1 毎日食べる

2 週に４～６日は食べる

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

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

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

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

4,061 370 4,214 217 3,753 678 4,150 281
85.3% 68.8% 84.3% 72.6% 85.8% 73.2% 84.4% 73.9%

459 97 505 51 411 145 501 55
9.6% 18.0% 10.1% 17.1% 9.4% 15.7% 10.2% 14.5%
140 43 168 15 129 54 164 19
2.9% 8.0% 3.4% 5.0% 3.0% 5.8% 3.3% 5.0%
100 28 112 16 79 49 103 25
2.1% 5.2% 2.2% 5.4% 1.8% 5.3% 2.1% 6.6%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 週に１～３日は食べる

4 食べない

回答者数計

1 毎日食べる

2 週に４～６日は食べる

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい

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

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

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

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

2,380 2,051 2,903 1,528 3,180 1,251 2,897 1,534
86.7% 80.4% 86.0% 79.4% 85.1% 80.0% 87.5% 77.2%
235 321 311 245 362 194 276 280

8.6% 12.6% 9.2% 12.7% 9.7% 12.4% 8.3% 14.1%
74 109 94 89 116 67 89 94

2.7% 4.3% 2.8% 4.6% 3.1% 4.3% 2.7% 4.7%
57 71 66 62 77 51 48 80

2.1% 2.8% 2.0% 3.2% 2.1% 3.3% 1.5% 4.0%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 週に１～３日は食べる

4 食べない

回答者数計

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは
ない

(７)　将来の夢や目標をもって
いる

(８)　自分のことが好きだ

1 毎日食べる

2 週に４～６日は食べる
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  イ 朝食時の状況 

【児童生徒調査票 問 13】 

あなたは、次のようなことをどのくらいしていますか。（(１)から(９)それぞれ１つに○） 

(１) 大人の家族と朝ご飯を一緒に食べる 

   ・ 小学５年生に比較して、幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもともに「よくある」

と回答した割合が低く、高い子どもでは、５割以上が「よくある」と回答しているのに対し、

低い子どもでは、その割合が低くなっている。 

・ 小学５年生に比較して、「まったくない」と回答した割合が高く、幸福感が低い傾向にある子

どもでは、２割を超えている。 

 

表 267 幸福感と大人の家族と朝ご飯を一緒に食べる頻度（中２） 

 
表 268 自己肯定感と大人の家族と朝ご飯を一緒に食べる頻度（中２） 

 

 
 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

2,541 155
52.5% 34.1% ▲ 18.4

968 88
20.0% 19.3% ▲ 0.7

759 95
15.7% 20.9% 5.2

575 117
11.9% 25.7% 13.8
4,843 455
100.0% 100.0% 0.0

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

4 まったくない

回答者数計

1
よくある（ほとんど毎
日）

2
ときどきある（週に４～
５回程度）

3
ほとんどない（月に２回
程度）

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

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

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

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

2,518 178 2,596 100 2,320 376 2,543 153
52.9% 33.1% 51.9% 33.4% 53.1% 40.6% 51.7% 40.3%

940 116 981 75 863 193 975 81
19.7% 21.6% 19.6% 25.1% 19.7% 20.8% 19.8% 21.3%

739 115 793 61 676 178 785 69
15.5% 21.4% 15.9% 20.4% 15.5% 19.2% 16.0% 18.2%

563 129 629 63 513 179 615 77
11.8% 24.0% 12.6% 21.1% 11.7% 19.3% 12.5% 20.3%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくない

回答者数計

1
よくある（ほとんど毎
日）

2
ときどきある（週に４～
５回程度）

3
ほとんどない（月に２回
程度）

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

1,562 1,134 1,842 854 1,994 702 1,843 853
56.9% 44.4% 54.6% 44.4% 53.4% 44.9% 55.7% 42.9%
484 572 649 407 744 312 626 430

17.6% 22.4% 19.2% 21.2% 19.9% 20.0% 18.9% 21.6%
400 454 509 345 562 292 498 356

14.6% 17.8% 15.1% 17.9% 15.0% 18.7% 15.0% 17.9%
300 392 374 318 435 257 343 349

10.9% 15.4% 11.1% 16.5% 11.6% 16.4% 10.4% 17.6%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 まったくない

回答者数計

1
よくある（ほとんど毎
日）

2
ときどきある（週に４～
５回程度）

3
ほとんどない（月に２回
程度）

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは
ない

(７)　将来の夢や目標をもって
いる

(８)　自分のことが好きだ
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(３) 幸福感・自己肯定感と授業の理解度の状況 

【児童生徒調査票 問６】 

あなたは、学校の授業がどのくらいよくわかりますか。（１つに○） 

 ① 小学５年生 

  ・ 幸福感・自己肯定感が低い子どもにおいて、学校の授業が「全部わかる」または「大体わかる」

と回答した割合が低く、「わからないことが多い」または「ほとんどわからない」と回答した割合

が高くなっている。 

  ・ 特に「毎日が充実していると思う」、「頑張れば、できるようになることもある」、「自分には良

いところがあると思う人間になりたい」に否定的な回答をした子どもにおいて、その差が大きく

なっている。 

 

表 269 幸福感と授業の理解度（小５） 

 

表 270 自己肯定感と授業の理解度（小５） 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

1,098 65
22.7% 12.5% ▲ 10.2
3,283 304
67.7% 58.7% ▲ 9.0

412 115
8.5% 22.2% 13.7
53 34

1.1% 6.6% 5.5
4,846 518

100.0% 100.0% 0.0

ほとんどわからない

回答者数計

1 全部わかる

2 大体わかる

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

3 わからないことが多い

4

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

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

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

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

1,118 45 1,140 23 1,072 91 1,122 41
22.6% 10.5% 22.3% 9.3% 23.9% 10.3% 22.8% 9.1%
3,353 234 3,470 117 3,017 570 3,325 262
67.9% 54.8% 67.8% 47.4% 67.4% 64.3% 67.7% 58.4%

412 115 456 71 348 179 420 107
8.3% 26.9% 8.9% 28.7% 7.8% 20.2% 8.5% 23.8%

54 33 51 36 40 47 48 39
1.1% 7.7% 1.0% 14.6% 0.9% 5.3% 1.0% 8.7%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ほとんどわからない

回答者数計

1 全部わかる

2 大体わかる

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい

3 わからないことが多い

4

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

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

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

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

808 355 833 330 1,029 134 932 231
25.0% 16.7% 24.7% 16.6% 22.9% 15.3% 26.2% 12.8%
2,138 1,449 2,237 1,350 3,000 587 2,369 1,218
66.1% 68.0% 66.3% 67.8% 66.8% 67.1% 66.5% 67.6%
253 274 268 259 395 132 241 286

7.8% 12.9% 7.9% 13.0% 8.8% 15.1% 6.8% 15.9%
35 52 34 53 65 22 20 67

1.1% 2.4% 1.0% 2.7% 1.4% 2.5% 0.6% 3.7%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ほとんどわからない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは
ない

回答者数計

(７)　将来の夢や目標をもって
いる

(８)　自分のことが好きだ

1 全部わかる

2 大体わかる

3 わからないことが多い

4
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 ② 中学２年生 

  ・ 幸福感・自己肯定感が低い子どもにおいて、学校の授業が「全部わかる」または「大体わかる」

と回答した割合が低く、「わからないことが多い」または「ほとんどわからない」と回答した割合

が高くなっている。 

    ・ 特に「毎日が充実していると思う」、「頑張れば、できるようになることもある」、「自分には良

いところがあると思う人間になりたい」に否定的な回答をした子どもにおいて、その差が大きく

なっている。 

 

表 271 幸福感と授業の理解度（中２） 

 
表 272 自己肯定感と授業の理解度（中２） 

 

 
 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

540 24
11.2% 5.3% ▲ 5.9
3,273 251
67.6% 55.2% ▲ 12.4

911 143
18.8% 31.4% 12.6

119 37
2.5% 8.1% 5.6

4,843 455
100.0% 100.0% 0.0

4 ほとんどわからない

回答者数計

1 全部わかる

2 大体わかる

3 わからないことが多い

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

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

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

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

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

538 26 544 20 512 52 537 27
11.3% 4.8% 10.9% 6.7% 11.7% 5.6% 10.9% 7.1%
3,241 283 3,378 146 3,016 508 3,325 199
68.1% 52.6% 67.6% 48.8% 69.0% 54.9% 67.6% 52.4%

870 184 961 93 757 297 936 118
18.3% 34.2% 19.2% 31.1% 17.3% 32.1% 19.0% 31.1%

111 45 116 40 87 69 120 36
2.3% 8.4% 2.3% 13.4% 2.0% 7.5% 2.4% 9.5%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 ほとんどわからない

回答者数計

1 全部わかる

2 大体わかる

3 わからないことが多い

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい

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

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

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

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

370 194 421 143 455 109 439 125
13.5% 7.6% 12.5% 7.4% 12.2% 7.0% 13.3% 6.3%
1,850 1,674 2,298 1,226 2,517 1,007 2,263 1,261
67.4% 65.6% 68.1% 63.7% 67.4% 64.4% 68.4% 63.4%
464 590 584 470 674 380 543 511

16.9% 23.1% 17.3% 24.4% 18.0% 24.3% 16.4% 25.7%
62 94 71 85 89 67 65 91

2.3% 3.7% 2.1% 4.4% 2.4% 4.3% 2.0% 4.6%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 ほとんどわからない

回答者数計

(８)　自分のことが好きだ

1 全部わかる

2 大体わかる

3 わからないことが多い

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは
ない

(７)　将来の夢や目標をもって
いる
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(４) 幸福感・自己肯定感と授業がわからない理由の状況 

【児童生徒調査票 問７】 

（問６で「３．わからないことが多い」、「４.ほとんどわからない」のいずれかに○をした方にお

聞きします。） 

授業がわからない理由は何ですか（あてはまるものすべてに○）【％は、当該項目選択者数/回答対

象者数】 

①  小学５年生（全体） 

  ・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「勉強する

気が起きない」と回答した割合が高くなっている。 

 

表 273 幸福感と授業がわからない理由（小５） 

 

表 274 自己肯定感と授業がわからない理由（小５） 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

85 47
18.3% 31.5% 13.2

318 99
68.4% 66.4% ▲ 2.0

81 26
17.4% 17.4% 0.0

38 22
8.2% 14.8% 6.6

75 27
16.1% 18.1% 2.0

258 85
55.5% 57.0% 1.5

127 68
27.3% 45.6% 18.3

29 11
6.2% 7.4% 1.2
465 149

100.0% 100.0% 0.0

8 その他

回答者数計

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

5
予習・復習をしていない
から

6
苦手・きらいな教科が多
いから

7
勉強をする気が起きない
から

1
授業の進み方が早すぎる
から

2
授業の内容がむずかしい
から

3
今まで習ってきたことが
わからないから

4
宿題や課題をしていない
から

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

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

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

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

91 41 107 25 89 43 99 33
19.5% 27.7% 21.1% 23.4% 22.9% 19.0% 21.2% 22.6%

324 93 351 66 269 148 323 94
69.5% 62.8% 69.2% 61.7% 69.3% 65.5% 69.0% 64.4%

82 25 86 21 72 35 82 25
17.6% 16.9% 17.0% 19.6% 18.6% 15.5% 17.5% 17.1%

42 18 46 14 34 26 42 18
9.0% 12.2% 9.1% 13.1% 8.8% 11.5% 9.0% 12.3%

76 26 83 19 58 44 79 23
16.3% 17.6% 16.4% 17.8% 14.9% 19.5% 16.9% 15.8%

266 77 289 54 214 129 268 75
57.1% 52.0% 57.0% 50.5% 55.2% 57.1% 57.3% 51.4%

137 58 145 50 101 94 135 60
29.4% 39.2% 28.6% 46.7% 26.0% 41.6% 28.8% 41.1%

28 12 26 14 24 16 29 11
6.0% 8.1% 5.1% 13.1% 6.2% 7.1% 6.2% 7.5%
466 148 507 107 388 226 468 146

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

8 その他

回答者数計

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい

5
予習・復習をしていない
から

6
苦手・きらいな教科が多
いから

7
勉強をする気が起きない
から

1
授業の進み方が早すぎる
から

2
授業の内容がむずかしい
から

3
今まで習ってきたことが
わからないから

4
宿題や課題をしていない
から
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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

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

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

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

58 74 52 80 96 36 54 78
20.1% 22.7% 17.2% 25.6% 20.9% 23.4% 20.7% 22.1%
189 228 201 216 315 102 184 233

65.6% 69.9% 66.6% 69.2% 68.5% 66.2% 70.5% 66.0%
38 69 40 67 74 33 45 62

13.2% 21.2% 13.2% 21.5% 16.1% 21.4% 17.2% 17.6%
26 34 24 36 49 11 22 38

9.0% 10.4% 7.9% 11.5% 10.7% 7.1% 8.4% 10.8%
46 56 48 54 71 31 42 60

16.0% 17.2% 15.9% 17.3% 15.4% 20.1% 16.1% 17.0%
160 183 169 174 259 84 142 201

55.6% 56.1% 56.0% 55.8% 56.3% 54.5% 54.4% 56.9%
84 111 89 106 133 62 71 124

29.2% 34.0% 29.5% 34.0% 28.9% 40.3% 27.2% 35.1%
15 25 16 24 29 11 18 22

5.2% 7.7% 5.3% 7.7% 6.3% 7.1% 6.9% 6.2%
288 326 302 312 460 154 261 353

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

8 その他

回答者数計

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは
ない

5
予習・復習をしていない
から

6
苦手・きらいな教科が多
いから

7
勉強をする気が起きない
から

(７)　将来の夢や目標をもって
いる

(８)　自分のことが好きだ

1
授業の進み方が早すぎる
から

2
授業の内容がむずかしい
から

3
今まで習ってきたことが
わからないから

4
宿題や課題をしていない
から
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②  中学２年生（全体） 

  ・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「勉強する

気が起きない」と回答した割合が高く、小学５年生に比較してその割合が高くなっている。 

 

表 275 幸福感と授業がわからない理由（中２） 

 

表 276 自己肯定感と授業がわからない理由（中２） 

 

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

236 49
22.9% 27.2% 4.3

698 114
67.8% 63.3% ▲ 4.5

309 71
30.0% 39.4% 9.4

137 29
13.3% 16.1% 2.8

323 62
31.4% 34.4% 3.0

677 111
65.7% 61.7% ▲ 4.0

470 101
45.6% 56.1% 10.5

54 14
5.2% 7.8% 2.6

1,030 180
100.0% 100.0% 0.0

7
勉強をする気が起きない
から

8 その他

回答者数計

4
宿題や課題をしていない
から

5
予習・復習をしていない
から

6
苦手・きらいな教科が多
いから

1
授業の進み方が早すぎる
から

2
授業の内容がむずかしい
から

3
今まで習ってきたことが
わからないから

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

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

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

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

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

220 65 249 36 185 100 245 40
22.4% 28.4% 23.1% 27.1% 21.9% 27.3% 23.2% 26.0%

676 136 730 82 581 231 723 89
68.9% 59.4% 67.8% 61.7% 68.8% 63.1% 68.5% 57.8%

291 89 325 55 250 130 323 57
29.7% 38.9% 30.2% 41.4% 29.6% 35.5% 30.6% 37.0%

127 39 138 28 103 63 135 31
12.9% 17.0% 12.8% 21.1% 12.2% 17.2% 12.8% 20.1%

300 85 343 42 259 126 334 51
30.6% 37.1% 31.8% 31.6% 30.7% 34.4% 31.6% 33.1%

638 150 704 84 546 242 695 93
65.0% 65.5% 65.4% 63.2% 64.7% 66.1% 65.8% 60.4%

434 137 493 78 380 191 484 87
44.2% 59.8% 45.8% 58.6% 45.0% 52.2% 45.8% 56.5%

49 19 60 8 38 30 58 10
5.0% 8.3% 5.6% 6.0% 4.5% 8.2% 5.5% 6.5%
981 229 1,077 133 844 366 1,056 154

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7
勉強をする気が起きない
から

8 その他

回答者数計

4
宿題や課題をしていない
から

5
予習・復習をしていない
から

6
苦手・きらいな教科が多
いから

1
授業の進み方が早すぎる
から

2
授業の内容がむずかしい
から

3
今まで習ってきたことが
わからないから

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい
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(５) 幸福感・自己肯定感と相談相手の状況 

【児童生徒調査票 問 12】 

あなたは、いやなことや悩みがあるとき、だれに相談しますか。（あてはまるものすべてに○）【％

は、当該項目選択者数/サンプル総数】 

①  小学５年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「保護者・

親・兄弟姉妹」、「学校の友だち」と回答した割合が低く、「だれにも相談しない」と回答した割合

が高くなっている。 

 

表 277 幸福感といやなことや悩みの相談相手（小５） 

 

 

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

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

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

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

113 172 144 141 181 104 142 143
21.5% 25.1% 22.0% 25.4% 23.7% 23.3% 23.4% 23.8%
350 462 437 375 524 288 421 391

66.5% 67.5% 66.7% 67.6% 68.7% 64.4% 69.2% 65.0%
140 240 186 194 230 150 182 198

26.6% 35.1% 28.4% 35.0% 30.1% 33.6% 29.9% 32.9%
70 96 84 82 100 66 85 81

13.3% 14.0% 12.8% 14.8% 13.1% 14.8% 14.0% 13.5%
168 217 201 184 234 151 186 199

31.9% 31.7% 30.7% 33.2% 30.7% 33.8% 30.6% 33.1%
337 451 415 373 494 294 387 401

64.1% 65.9% 63.4% 67.2% 64.7% 65.8% 63.7% 66.6%
225 346 275 296 327 244 275 296

42.8% 50.6% 42.0% 53.3% 42.9% 54.6% 45.2% 49.2%
22 46 35 33 49 19 26 42

4.2% 6.7% 5.3% 5.9% 6.4% 4.3% 4.3% 7.0%
526 684 655 555 763 447 608 602

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7
勉強をする気が起きない
から

8 その他

回答者数計

4
宿題や課題をしていない
から

5
予習・復習をしていない
から

6
苦手・きらいな教科が多
いから

(８)　自分のことが好きだ

1
授業の進み方が早すぎる
から

2
授業の内容がむずかしい
から

3
今まで習ってきたことが
わからないから

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは
ない

(７)　将来の夢や目標をもって
いる

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

3,468 234
71.6% 45.2% ▲ 26.4

561 36
11.6% 6.9% ▲ 4.7
2,282 166
47.1% 32.0% ▲ 15.1

468 50
9.7% 9.7% 0.0
959 92

19.8% 17.8% ▲ 2.0

169 31

3.5% 6.0% 2.5

126 12
2.6% 2.3% ▲ 0.3

60 8
1.2% 1.5% 0.3

56 6
1.2% 1.2% 0.0

95 30

2.0% 5.8% 3.8

58 18
1.2% 3.5% 2.3
799 194

16.5% 37.5% 21.0
4,846 518

100.0% 100.0% 0.0

1 保護者・親・兄弟姉妹

2

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

回答者数計

8 近所の人

9 子ども専用の電話相談

10

スマートフォン（インター
ネット）などを通じて知り
あった直接会ったことのな
い人

おじいさん・おばあさ
ん・親せき

3 学校の友だち

4 学校以外の友だち

5 学校の先生

11 その他

12 だれにも相談しない

6
スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワー
カー

7
学校以外の習いごと等の
先生
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表 278 自己肯定感といやなことや悩みの相談相手（小５） 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

3,518 184 3,595 107 3,241 461 3,505 197
71.3% 43.1% 70.3% 43.3% 72.4% 52.0% 71.3% 43.9%

572 25 585 12 536 61 569 28
11.6% 5.9% 11.4% 4.9% 12.0% 6.9% 11.6% 6.2%
2,321 127 2,377 71 2,147 301 2,318 130
47.0% 29.7% 46.5% 28.7% 48.0% 33.9% 47.2% 29.0%

484 34 502 16 444 74 478 40
9.8% 8.0% 9.8% 6.5% 9.9% 8.3% 9.7% 8.9%
988 63 1,033 18 940 111 999 52

20.0% 14.8% 20.2% 7.3% 21.0% 12.5% 20.3% 11.6%

172 28 191 9 162 38 182 18

3.5% 6.6% 3.7% 3.6% 3.6% 4.3% 3.7% 4.0%

130 8 135 3 117 21 132 6
2.6% 1.9% 2.6% 1.2% 2.6% 2.4% 2.7% 1.3%

62 6 64 4 59 9 62 6
1.3% 1.4% 1.3% 1.6% 1.3% 1.0% 1.3% 1.3%

57 5 61 1 58 4 58 4
1.2% 1.2% 1.2% 0.4% 1.3% 0.5% 1.2% 0.9%

103 22 109 16 88 37 107 18

2.1% 5.2% 2.1% 6.5% 2.0% 4.2% 2.2% 4.0%

58 18 67 9 59 17 67 9
1.2% 4.2% 1.3% 3.6% 1.3% 1.9% 1.4% 2.0%
829 164 893 100 680 313 805 188

16.8% 38.4% 17.5% 40.5% 15.2% 35.3% 16.4% 41.9%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 保護者・親・兄弟姉妹

2

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい

回答者数計

8 近所の人

9 子ども専用の電話相談

10

スマートフォン（インター
ネット）などを通じて知り
あった直接会ったことのな
い人

おじいさん・おばあさ
ん・親せき

3 学校の友だち

4 学校以外の友だち

5 学校の先生

11 その他

12 だれにも相談しない

6
スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワー
カー

7
学校以外の習いごと等の
先生

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

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

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

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

2,307 1,395 2,412 1,290 3,174 528 2,670 1,032
71.3% 65.5% 71.5% 64.8% 70.7% 60.3% 75.0% 57.3%
389 208 396 201 536 61 448 149

12.0% 9.8% 11.7% 10.1% 11.9% 7.0% 12.6% 8.3%
1,503 945 1,569 879 2,120 328 1,715 733
46.5% 44.4% 46.5% 44.1% 47.2% 37.5% 48.1% 40.7%
318 200 326 192 460 58 354 164

9.8% 9.4% 9.7% 9.6% 10.2% 6.6% 9.9% 9.1%
654 397 688 363 934 117 770 281

20.2% 18.6% 20.4% 18.2% 20.8% 13.4% 21.6% 15.6%

111 89 122 78 173 27 127 73

3.4% 4.2% 3.6% 3.9% 3.9% 3.1% 3.6% 4.1%

88 50 79 59 123 15 95 43
2.7% 2.3% 2.3% 3.0% 2.7% 1.7% 2.7% 2.4%
52 16 48 20 64 4 45 23

1.6% 0.8% 1.4% 1.0% 1.4% 0.5% 1.3% 1.3%
49 13 45 17 58 4 43 19

1.5% 0.6% 1.3% 0.9% 1.3% 0.5% 1.2% 1.1%

55 70 54 71 96 29 56 69

1.7% 3.3% 1.6% 3.6% 2.1% 3.3% 1.6% 3.8%

32 44 36 40 66 10 38 38
1.0% 2.1% 1.1% 2.0% 1.5% 1.1% 1.1% 2.1%
528 465 543 450 741 252 470 523

16.3% 21.8% 16.1% 22.6% 16.5% 28.8% 13.2% 29.0%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 保護者・親・兄弟姉妹

2

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは
ない

(７)　将来の夢や目標をもって
いる

(８)　自分のことが好きだ

回答者数計

8 近所の人

9 子ども専用の電話相談

10

スマートフォン（インター
ネット）などを通じて知り
あった直接会ったことのな
い人

おじいさん・おばあさ
ん・親せき

3 学校の友だち

4 学校以外の友だち

5 学校の先生

11 その他

12 だれにも相談しない

6
スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワー
カー

7
学校以外の習いごと等の
先生
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 ② 中学２年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「保護者・

親・兄弟姉妹」、「学校の友だち」と回答した割合が低く、「だれにも相談しない」と回答した割合

が高くなっている。 

・ 小学５年生と比較すると、「保護者・親・兄弟姉妹」と回答した割合は低く、「学校の友だち」

と回答した割合が高くなっている。 

 

表 279 幸福感といやなことや悩みの相談相手（中２） 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

3,122 168
64.5% 36.9% ▲ 27.6

444 26
9.2% 5.7% ▲ 3.5

2,944 193
60.8% 42.4% ▲ 18.4

679 54
14.0% 11.9% ▲ 2.1

965 77
19.9% 16.9% ▲ 3.0

254 34

5.2% 7.5% 2.3

136 8
2.8% 1.8% ▲ 1.0

46 3
0.9% 0.7% ▲ 0.2

45 4
0.9% 0.9% 0.0

227 52

4.7% 11.4% 6.7

35 17
0.7% 3.7% 3.0
785 152

16.2% 33.4% 17.2
4,843 455

100.0% 100.0% 0.0

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。
（１つに○）

4 学校以外の友だち

5 学校の先生

6
スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワー
カー

1 保護者・親・兄弟姉妹

2
おじいさん・おばあさ
ん・親せき

3 学校の友だち

回答者数計

10

スマートフォン（インター
ネット）などを通じて知り
あった直接会ったことのな
い人

11 その他

12 だれにも相談しない

7
学校以外の習いごと等の
先生

8 近所の人

9 子ども専用の電話相談
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表 280 自己肯定感といやなことや悩みの相談相手（中２） 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

3,055 235 3,174 116 2,847 443 3,140 150
64.2% 43.7% 63.5% 38.8% 65.1% 47.8% 63.8% 39.5%

443 27 457 13 416 54 446 24
9.3% 5.0% 9.1% 4.3% 9.5% 5.8% 9.1% 6.3%
2,904 233 3,031 106 2,744 393 2,997 140
61.0% 43.3% 60.6% 35.5% 62.8% 42.4% 60.9% 36.8%

676 57 709 24 626 107 690 43
14.2% 10.6% 14.2% 8.0% 14.3% 11.6% 14.0% 11.3%

960 82 1,015 27 914 128 997 45
20.2% 15.2% 20.3% 9.0% 20.9% 13.8% 20.3% 11.8%

251 37 273 15 232 56 273 15

5.3% 6.9% 5.5% 5.0% 5.3% 6.0% 5.6% 3.9%

132 12 141 3 125 19 137 7
2.8% 2.2% 2.8% 1.0% 2.9% 2.1% 2.8% 1.8%

45 4 47 2 43 6 45 4
0.9% 0.7% 0.9% 0.7% 1.0% 0.6% 0.9% 1.1%

43 6 47 2 42 7 46 3
0.9% 1.1% 0.9% 0.7% 1.0% 0.8% 0.9% 0.8%

227 52 246 33 191 88 240 39

4.8% 9.7% 4.9% 11.0% 4.4% 9.5% 4.9% 10.3%

39 13 44 8 33 19 45 7
0.8% 2.4% 0.9% 2.7% 0.8% 2.1% 0.9% 1.8%
764 173 815 122 665 272 792 145

16.1% 32.2% 16.3% 40.8% 15.2% 29.4% 16.1% 38.2%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

10

スマートフォン（インター
ネット）などを通じて知り
あった直接会ったことのな
い人

11 その他

12 だれにも相談しない

7
学校以外の習いごと等の
先生

8 近所の人

9 子ども専用の電話相談

4 学校以外の友だち

5 学校の先生

6
スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワー
カー

1 保護者・親・兄弟姉妹

2
おじいさん・おばあさ
ん・親せき

3 学校の友だち

(１)　毎日が充実していると思
う

(２)　頑張れば、できるように
なることもある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあ
ると思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

1,769 1,521 2,198 1,092 2,417 873 2,289 1,001
64.4% 59.6% 65.1% 56.8% 64.7% 55.9% 69.2% 50.4%
269 201 318 152 351 119 341 129

9.8% 7.9% 9.4% 7.9% 9.4% 7.6% 10.3% 6.5%
1,691 1,446 2,051 1,086 2,266 871 2,110 1,027
61.6% 56.7% 60.8% 56.4% 60.7% 55.7% 63.7% 51.7%
410 323 471 262 549 184 495 238

14.9% 12.7% 14.0% 13.6% 14.7% 11.8% 15.0% 12.0%
567 475 698 344 810 232 740 302

20.6% 18.6% 20.7% 17.9% 21.7% 14.8% 22.4% 15.2%

125 163 176 112 220 68 172 116

4.6% 6.4% 5.2% 5.8% 5.9% 4.4% 5.2% 5.8%

77 67 95 49 103 41 91 53
2.8% 2.6% 2.8% 2.5% 2.8% 2.6% 2.7% 2.7%
32 17 36 13 35 14 31 18

1.2% 0.7% 1.1% 0.7% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
33 16 36 13 41 8 36 13

1.2% 0.6% 1.1% 0.7% 1.1% 0.5% 1.1% 0.7%

106 173 130 149 190 89 122 157

3.9% 6.8% 3.9% 7.7% 5.1% 5.7% 3.7% 7.9%

13 39 21 31 33 19 22 30
0.5% 1.5% 0.6% 1.6% 0.9% 1.2% 0.7% 1.5%
429 508 538 399 592 345 420 517

15.6% 19.9% 15.9% 20.7% 15.9% 22.1% 12.7% 26.0%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4 学校以外の友だち

5 学校の先生

6
スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワー
カー

1 保護者・親・兄弟姉妹

2
おじいさん・おばあさ
ん・親せき

3 学校の友だち

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることは
ない

(７)　将来の夢や目標をもって
いる

(８)　自分のことが好きだ

回答者数計

10

スマートフォン（インター
ネット）などを通じて知り
あった直接会ったことのな
い人

11 その他

12 だれにも相談しない

7
学校以外の習いごと等の
先生

8 近所の人

9 子ども専用の電話相談
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(６)  幸福感・自己肯定感と新型コロナウイルス感染症拡大前からの変化 

【児童生徒調査票 問 21】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 年２

月以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（１）学校の授業以外で勉強する時間【％は、当該項目選択者数/サンプル総数】 

① 小学５年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「減った」

と回答した割合が高くなっている。 

表 281 幸福感と学校の授業以外で勉強する時間（小５） 

 

 

表 282 自己肯定感と学校の授業以外で勉強する時間（小５） 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

1,330 118
27.4% 22.8% ▲ 4.6

481 87
9.9% 16.8% 6.9

3,035 313
62.6% 60.4% ▲ 2.2
4,846 518

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

1,361 87 1,403 45 1,264 184 1,362 86
27.6% 20.4% 27.4% 18.2% 28.2% 20.7% 27.7% 19.2%

502 66 529 39 435 133 489 79
10.2% 15.5% 10.3% 15.8% 9.7% 15.0% 9.9% 17.6%
3,074 274 3,185 163 2,778 570 3,064 284
62.3% 64.2% 62.2% 66.0% 62.1% 64.3% 62.3% 63.3%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

939 509 953 495 1,276 172 1,024 424
29.0% 23.9% 28.3% 24.8% 28.4% 19.7% 28.7% 23.5%

317 251 326 242 465 103 314 254
9.8% 11.8% 9.7% 12.1% 10.4% 11.8% 8.8% 14.1%

1,978 1,370 2,093 1,255 2,748 600 2,224 1,124
61.2% 64.3% 62.1% 63.0% 61.2% 68.6% 62.4% 62.4%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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② 中学２年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「減った」

と回答した割合が高く、小学５年生に比較してその割合が高くなっている。 

 

表 283 幸福感と学校の授業以外で勉強する時間（中２） 

 

 

表 284 自己肯定感と学校の授業以外で勉強する時間（中２） 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

1,267 76
26.2% 16.7% ▲ 9.5

462 92
9.5% 20.2% 10.7

3,114 287
64.3% 63.1% ▲ 1.2
4,843 455

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

1,242 101 1,291 52 1,148 195 1,285 58
26.1% 18.8% 25.8% 17.4% 26.3% 21.1% 26.1% 15.3%

447 107 504 50 420 134 495 59
9.4% 19.9% 10.1% 16.7% 9.6% 14.5% 10.1% 15.5%

3,071 330 3,204 197 2,804 597 3,138 263
64.5% 61.3% 64.1% 65.9% 64.1% 64.5% 63.8% 69.2%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

713 630 875 468 1,062 281 898 445
26.0% 24.7% 25.9% 24.3% 28.4% 18.0% 27.1% 22.4%

260 294 305 249 377 177 327 227
9.5% 11.5% 9.0% 12.9% 10.1% 11.3% 9.9% 11.4%

1,773 1,628 2,194 1,207 2,296 1,105 2,085 1,316
64.6% 63.8% 65.0% 62.7% 61.5% 70.7% 63.0% 66.2%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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【児童生徒調査票 問 21】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 年２

月以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（２）学校の授業がわからないと感じること【％は、当該項目選択者数/サンプル総数】 

① 小学５年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「増えた」

と回答した割合が高くなっている。 

 

表 285 幸福感と学校の授業がわからないと感じること（小５） 

 

 

表 286 自己肯定感と学校の授業がわからないと感じること（小５） 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

807 177
16.7% 34.2% 17.5
1,341 106
27.7% 20.5% ▲ 7.2
2,698 235
55.7% 45.4% ▲ 10.3
4,846 518

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

831 153 890 94 719 265 842 142
16.8% 35.8% 17.4% 38.1% 16.1% 29.9% 17.1% 31.6%
1,388 59 1,415 32 1,271 176 1,373 74
28.1% 13.8% 27.7% 13.0% 28.4% 19.8% 27.9% 16.5%
2,718 215 2,812 121 2,487 446 2,700 233
55.1% 50.4% 55.0% 49.0% 55.6% 50.3% 54.9% 51.9%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

520 464 536 448 801 183 524 460
16.1% 21.8% 15.9% 22.5% 17.8% 20.9% 14.7% 25.5%

921 526 961 486 1,259 188 1,047 400
28.5% 24.7% 28.5% 24.4% 28.0% 21.5% 29.4% 22.2%
1,793 1,140 1,875 1,058 2,429 504 1,991 942
55.4% 53.5% 55.6% 53.1% 54.1% 57.6% 55.9% 52.3%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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② 中学２年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「増えた」

と回答した割合が高く、小学５年生に比較してその割合が高くなっている。 

表 287 幸福感と学校の授業がわからないと感じること（中２） 

 

 

表 288 自己肯定感と学校の授業がわからないと感じること（中２） 

 
 

 
  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

1,365 195
28.2% 42.9% 14.7

565 37
11.7% 8.1% ▲ 3.6
2,913 223
60.1% 49.0% ▲ 11.1
4,843 455

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

1,328 232 1,446 114 1,214 346 1,424 136
27.9% 43.1% 28.9% 38.1% 27.8% 37.4% 29.0% 35.8%

563 39 581 21 523 79 563 39
11.8% 7.2% 11.6% 7.0% 12.0% 8.5% 11.4% 10.3%
2,869 267 2,972 164 2,635 501 2,931 205
60.3% 49.6% 59.5% 54.8% 60.3% 54.1% 59.6% 53.9%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

723 837 899 661 1,095 465 882 678
26.3% 32.8% 26.6% 34.4% 29.3% 29.8% 26.6% 34.1%

364 238 408 194 461 141 406 196
13.3% 9.3% 12.1% 10.1% 12.3% 9.0% 12.3% 9.9%
1,659 1,477 2,067 1,069 2,179 957 2,022 1,114
60.4% 57.9% 61.3% 55.6% 58.3% 61.2% 61.1% 56.0%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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【児童生徒調査票 問 21】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 年２

月以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（３）地域のクラブ活動や学校の部活動で活動する回数【％は、当該項目選択者数/サンプル総数】 

① 小学５年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「減った」

と回答した割合が高くなっている。 

 

表 289 幸福感と地域のクラブ活動や学校の部活動で活動する回数（小５） 

 

 

表 290 自己肯定感と地域のクラブ活動や学校の部活動で活動する回数（小５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

1,207 108
24.9% 20.8% ▲ 4.1

896 124
18.5% 23.9% 5.4
2,743 286
56.6% 55.2% ▲ 1.4
4,846 518

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

1,230 85 1,269 46 1,161 154 1,219 96
24.9% 19.9% 24.8% 18.6% 25.9% 17.4% 24.8% 21.4%

923 97 960 60 818 202 929 91
18.7% 22.7% 18.8% 24.3% 18.3% 22.8% 18.9% 20.3%
2,784 245 2,888 141 2,498 531 2,767 262
56.4% 57.4% 56.4% 57.1% 55.8% 59.9% 56.3% 58.4%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

847 468 854 461 1,157 158 938 377
26.2% 22.0% 25.3% 23.1% 25.8% 18.1% 26.3% 20.9%

563 457 610 410 860 160 625 395
17.4% 21.5% 18.1% 20.6% 19.2% 18.3% 17.5% 21.9%
1,824 1,205 1,908 1,121 2,472 557 1,999 1,030
56.4% 56.6% 56.6% 56.3% 55.1% 63.7% 56.1% 57.2%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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② 中学２年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「減った」

と回答した割合が高く、小学５年生に比較してその割合が高くなっている。 

 

表 291 幸福感と地域のクラブ活動や学校の部活動で活動する回数（中２） 

 

 

表 292 自己肯定感と地域のクラブ活動や学校の部活動で活動する回数（中２） 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

1,480 121
30.6% 26.6% ▲ 4.0

990 119
20.4% 26.2% 5.8
2,373 215
49.0% 47.3% ▲ 1.7
4,843 455

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

1,465 136 1,541 60 1,388 213 1,517 84
30.8% 25.3% 30.8% 20.1% 31.7% 23.0% 30.8% 22.1%

964 145 1,032 77 892 217 1,027 82
20.3% 27.0% 20.6% 25.8% 20.4% 23.4% 20.9% 21.6%
2,331 257 2,426 162 2,092 496 2,374 214
49.0% 47.8% 48.5% 54.2% 47.8% 53.6% 48.3% 56.3%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

878 723 1,052 549 1,205 396 1,058 543
32.0% 28.3% 31.2% 28.5% 32.3% 25.3% 32.0% 27.3%

523 586 661 448 749 360 665 444
19.0% 23.0% 19.6% 23.3% 20.1% 23.0% 20.1% 22.3%
1,345 1,243 1,661 927 1,781 807 1,587 1,001
49.0% 48.7% 49.2% 48.2% 47.7% 51.6% 47.9% 50.4%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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【児童生徒調査票 問 21】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 年２

月以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（４）食事を抜く回数【％は、当該項目選択者数/サンプル総数】 

① 小学５年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「増えた」

と回答した割合が高くなっている。 

 

表 293 幸福感と食事を抜く回数（小５） 

 

 

表 294 自己肯定感と食事を抜く回数（小５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

340 70
7.0% 13.5% 6.5
501 69

10.3% 13.3% 3.0
4,005 379
82.6% 73.2% ▲ 9.4
4,846 518

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

340 70 368 42 308 102 359 51
6.9% 16.4% 7.2% 17.0% 6.9% 11.5% 7.3% 11.4%
518 52 545 25 463 107 514 56

10.5% 12.2% 10.7% 10.1% 10.3% 12.1% 10.5% 12.5%
4,079 305 4,204 180 3,706 678 4,042 342
82.6% 71.4% 82.2% 72.9% 82.8% 76.4% 82.2% 76.2%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

226 184 236 174 340 70 220 190
7.0% 8.6% 7.0% 8.7% 7.6% 8.0% 6.2% 10.5%
372 198 366 204 487 83 366 204

11.5% 9.3% 10.9% 10.2% 10.8% 9.5% 10.3% 11.3%
2,636 1,748 2,770 1,614 3,662 722 2,976 1,408
81.5% 82.1% 82.1% 81.0% 81.6% 82.5% 83.5% 78.1%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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② 中学２年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「増えた」

と回答した割合が高く、小学５年生に比較してその割合が高くなっている。 

 

表 295 幸福感と食事を抜く回数（中２） 

 

 

表 296 自己肯定感と食事を抜く回数（中２） 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

458 101
9.5% 22.2% 12.7
366 36

7.6% 7.9% 0.3
4,019 318
83.0% 69.9% ▲ 13.1
4,843 455

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

440 119 496 63 385 174 490 69
9.2% 22.1% 9.9% 21.1% 8.8% 18.8% 10.0% 18.2%
354 48 384 18 326 76 373 29

7.4% 8.9% 7.7% 6.0% 7.5% 8.2% 7.6% 7.6%
3,966 371 4,119 218 3,661 676 4,055 282
83.3% 69.0% 82.4% 72.9% 83.7% 73.0% 82.5% 74.2%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

239 320 293 266 371 188 270 289
8.7% 12.5% 8.7% 13.8% 9.9% 12.0% 8.2% 14.5%
215 187 256 146 298 104 259 143

7.8% 7.3% 7.6% 7.6% 8.0% 6.7% 7.8% 7.2%
2,292 2,045 2,825 1,512 3,066 1,271 2,781 1,556
83.5% 80.1% 83.7% 78.6% 82.1% 81.3% 84.0% 78.3%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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【児童生徒調査票 問 21】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 年２

月以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（５）夜遅くまで起きている回数【％は、当該項目選択者数/サンプル総数】 

① 小学５年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「増えた」

と回答した割合が高くなっている。 

 

表 297 幸福感と夜遅くまで起きている回数（小５） 

 

 

表 298 自己肯定感と夜遅くまで起きている回数（小５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

1,836 265
37.9% 51.2% 13.3

681 84
14.1% 16.2% 2.1
2,329 169
48.1% 32.6% ▲ 15.5
4,846 518

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

1,870 231 1,967 134 1,663 438 1,875 226
37.9% 54.1% 38.4% 54.3% 37.1% 49.4% 38.1% 50.3%

711 54 741 24 648 117 716 49
14.4% 12.6% 14.5% 9.7% 14.5% 13.2% 14.6% 10.9%
2,356 142 2,409 89 2,166 332 2,324 174
47.7% 33.3% 47.1% 36.0% 48.4% 37.4% 47.3% 38.8%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

1,140 961 1,239 862 1,714 387 1,259 842
35.3% 45.1% 36.7% 43.3% 38.2% 44.2% 35.3% 46.7%

494 271 475 290 662 103 518 247
15.3% 12.7% 14.1% 14.6% 14.7% 11.8% 14.5% 13.7%
1,600 898 1,658 840 2,113 385 1,785 713
49.5% 42.2% 49.2% 42.2% 47.1% 44.0% 50.1% 39.6%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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② 中学２年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「増えた」

と回答した割合が高く、小学５年生に比較してその割合が高くなっている。 

 

表 299 幸福感と夜遅くまで起きている回数（中２） 

 

 

表 300 自己肯定感と夜遅くまで起きている回数（中２） 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

2,461 293
50.8% 64.4% 13.6

337 29
7.0% 6.4% ▲ 0.6

2,045 133
42.2% 29.2% ▲ 13.0
4,843 455

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

2,406 348 2,568 186 2,200 554 2,538 216
50.5% 64.7% 51.4% 62.2% 50.3% 59.8% 51.6% 56.8%

323 43 349 17 304 62 342 24
6.8% 8.0% 7.0% 5.7% 7.0% 6.7% 7.0% 6.3%

2,031 147 2,082 96 1,868 310 2,038 140
42.7% 27.3% 41.6% 32.1% 42.7% 33.5% 41.4% 36.8%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

1,294 1,460 1,648 1,106 1,892 862 1,589 1,165
47.1% 57.2% 48.8% 57.5% 50.7% 55.2% 48.0% 58.6%

208 158 244 122 277 89 245 121
7.6% 6.2% 7.2% 6.3% 7.4% 5.7% 7.4% 6.1%

1,244 934 1,482 696 1,566 612 1,476 702
45.3% 36.6% 43.9% 36.2% 41.9% 39.2% 44.6% 35.3%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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【児童生徒調査票 問 21】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 年２

月以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（６）親以外の大人や友達と話をすること【％は、当該項目選択者数/サンプル総数】 

① 小学５年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「減った」

と回答した割合が高くなっている。 

 

表 301 幸福感と親以外の大人や友達と話をすること（小５） 

 

 

表 302 自己肯定感と親以外の大人や友達と話をすること（小５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

2,489 243
51.4% 46.9% ▲ 4.5

316 79
6.5% 15.3% 8.8

2,041 196
42.1% 37.8% ▲ 4.3
4,846 518

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

2,544 188 2,635 97 2,333 399 2,540 192
51.5% 44.0% 51.5% 39.3% 52.1% 45.0% 51.7% 42.8%

329 66 357 38 279 116 328 67
6.7% 15.5% 7.0% 15.4% 6.2% 13.1% 6.7% 14.9%

2,064 173 2,125 112 1,865 372 2,047 190
41.8% 40.5% 41.5% 45.3% 41.7% 41.9% 41.6% 42.3%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

1,647 1,085 1,733 999 2,350 382 1,865 867
50.9% 50.9% 51.4% 50.2% 52.4% 43.7% 52.4% 48.1%

215 180 210 185 308 87 191 204
6.6% 8.5% 6.2% 9.3% 6.9% 9.9% 5.4% 11.3%

1,372 865 1,429 808 1,831 406 1,506 731
42.4% 40.6% 42.4% 40.6% 40.8% 46.4% 42.3% 40.6%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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② 中学２年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「減った」

と回答した割合が高くなっている。 

 

表 303 幸福感と親以外の大人や友達と話をすること（中２） 

 

 

表 304 自己肯定感と親以外の大人や友達と話をすること（中２） 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

2,094 181
43.2% 39.8% ▲ 3.4

336 68
6.9% 14.9% 8.0

2,413 206
49.8% 45.3% ▲ 4.5
4,843 455

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

2,066 209 2,180 95 1,937 338 2,150 125
43.4% 38.8% 43.6% 31.8% 44.3% 36.5% 43.7% 32.9%

319 85 359 45 283 121 355 49
6.7% 15.8% 7.2% 15.1% 6.5% 13.1% 7.2% 12.9%

2,375 244 2,460 159 2,152 467 2,413 206
49.9% 45.4% 49.2% 53.2% 49.2% 50.4% 49.1% 54.2%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

1,214 1,061 1,456 819 1,641 634 1,483 792
44.2% 41.6% 43.2% 42.6% 43.9% 40.6% 44.8% 39.8%

163 241 224 180 270 134 203 201
5.9% 9.4% 6.6% 9.4% 7.2% 8.6% 6.1% 10.1%

1,369 1,250 1,694 925 1,824 795 1,624 995
49.9% 49.0% 50.2% 48.1% 48.8% 50.9% 49.1% 50.1%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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【児童生徒調査票 問 21】 

あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 年２

月以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（７）イライラや不安を感じたり、気分が沈むこと【％は、当該項目選択者数/サンプル総数】 

① 小学５年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「増えた」

と回答した割合が高く、差が大きくなっている。 

 

表 305 幸福感とイライラや不安を感じたり、気分が沈むこと（小５） 

 

 

表 306 自己肯定感とイライラや不安を感じたり、気分が沈むこと（小５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

1,285 319
26.5% 61.6% 35.1

823 50
17.0% 9.7% ▲ 7.3
2,738 149
56.5% 28.8% ▲ 27.7
4,846 518

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

1,339 265 1,464 140 1,181 423 1,394 210
27.1% 62.1% 28.6% 56.7% 26.4% 47.7% 28.4% 46.8%

848 25 852 21 777 96 827 46
17.2% 5.9% 16.7% 8.5% 17.4% 10.8% 16.8% 10.2%
2,750 137 2,801 86 2,519 368 2,694 193
55.7% 32.1% 54.7% 34.8% 56.3% 41.5% 54.8% 43.0%
4,937 427 5,117 247 4,477 887 4,915 449

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

721 883 799 805 1,303 301 831 773
22.3% 41.5% 23.7% 40.4% 29.0% 34.4% 23.3% 42.9%

611 262 612 261 761 112 644 229
18.9% 12.3% 18.1% 13.1% 17.0% 12.8% 18.1% 12.7%
1,902 985 1,961 926 2,425 462 2,087 800
58.8% 46.2% 58.2% 46.5% 54.0% 52.8% 58.6% 44.4%
3,234 2,130 3,372 1,992 4,489 875 3,562 1,802

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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② 中学２年生（全体） 

・ 幸福感・自己肯定感が高い子どもと、低い子どもとを比較すると、低い子どもでは「増えた」

と回答した割合が高く差が大きい。小学５年生に比較してその割合が高くなっている。 

 

表 307 幸福感とイライラや不安を感じたり、気分が沈むこと（中２） 

 

 

表 308 自己肯定感とイライラや不安を感じたり、気分が沈むこと（中２） 

 

 

 

  

とても幸せだと
思う、幸せだと
思う (A)

あまり幸せだと
思わない、幸せ
だと思わない
(B)

(A)と(B)の割合
の乖離
(B-A)

1,349 299
27.9% 65.7% 37.8

435 15
9.0% 3.3% ▲ 5.7

3,059 141
63.2% 31.0% ▲ 32.2
4,843 455

100.0% 100.0% 0.0
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問４　あなたは、自分は幸せだと思いますか。（１つ
に○）

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

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

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

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

1,307 341 1,502 146 1,213 435 1,479 169
27.5% 63.4% 30.0% 48.8% 27.7% 47.0% 30.1% 44.5%

429 21 437 13 396 54 433 17
9.0% 3.9% 8.7% 4.3% 9.1% 5.8% 8.8% 4.5%

3,024 176 3,060 140 2,763 437 3,006 194
63.5% 32.7% 61.2% 46.8% 63.2% 47.2% 61.1% 51.1%
4,760 538 4,999 299 4,372 926 4,918 380

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

(１)　毎日が充実していると思う (２)　頑張れば、できるようになる
こともある

(３)　人の役に立つ (４)　自分には良いところがあると
思う人間になりたい

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）

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

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

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

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

511 1,137 761 887 1,133 515 769 879
18.6% 44.6% 22.6% 46.1% 30.3% 32.9% 23.2% 44.2%

313 137 343 107 338 112 344 106
11.4% 5.4% 10.2% 5.6% 9.0% 7.2% 10.4% 5.3%
1,922 1,278 2,270 930 2,264 936 2,197 1,003
70.0% 50.1% 67.3% 48.3% 60.6% 59.9% 66.4% 50.5%
2,746 2,552 3,374 1,924 3,735 1,563 3,310 1,988

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
回答者数計

1 増えた

2 減った

3 変わらない

問５　あなたは、自分自身のことをどう思いますか。（それぞれ１つに○）
(５)　不安に感じることはない (６)　さびしさを感じることはない (７)　将来の夢や目標をもっている (８)　自分のことが好きだ
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令和５年度岩手県子どもの生活実態アンケート調査報告書 

に関する問合せ先 

岩手県保健福祉部子ども子育て支援室 

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 

電話    ： 019-629-5456 

ファクシミリ： 019-629-5464 

メール   ： AD0007-3@pref.iwate.jp 

 

 

 


