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Ⅰ．調査の概要 

１ 調査目的  

本調査は、平成 27 年３月に策定した「彦根市子ども・若者プラン」、平成 29 年３

月に策定した「彦根市子どもの貧困対策計画」の見直しにあたり、市内にお住まいの

お子さんのいるご家庭、18 歳～39 歳の若者、施設・団体等を対象に、子育てに関す

る実態や子どもたちの生活実態、市民のみなさまのご意見などをおうかがいし、今後

の市の子育て支援、子ども・若者支援に係る事業計画策定の基礎資料として活用する

ことを目的として実施したものです。  

 

２ 実施要領  

 調査対象 配布数 回収数 回収率 調査期間 調査方法 

就学前児
童調査・小
学生児童
調査 

市内在住 小学校
入学前（０～５歳
児）の子どものい
る世帯 

2,000 人 
（ 無 作 為 抽 出 ）

835 人 41.8% 
平成 30 年
12 月 13 日
～ 
12 月 28
日 

郵 送 配 布 ・ 郵
送回収 

市内在住 小学生
（１～４年生）の
子どものいる世
帯 

1,000 人 
（ 無 作 為 抽 出 ）

378 人 37.8% 
郵 送 配 布 ・ 郵
送回収 

若者の意
識調査 

市内在住 18 歳
～39 歳の若者 

769 人 
（ 無 作 為 抽 出 ）

183 人 23.8% 

平成 30 年
12 月 13 日
～ 
平成 31 年
1 月 7 日 
 

郵 送 又 は 大 学
等 を 通 し た 手
渡 し に よ る 配
布・郵送回収 

貧困対策
に関する
調査 

小学５年生、中学
２年生の子ども
のいる世帯 

2,051 人 
（ 悉 皆 調 査 ）  

776 人 37.8% 
学 校 経 由 配
布・郵送回収 

市内の支援団
体・行政機関・児
童福祉施設 

16 ヵ所 11 ヵ所 68.8% 
郵 送 又 は 直 接
配布・回収 

市内の保育所・幼
稚園・認定子ども
園・小学校・中学
校・高校・大学 

75 ヵ所 58 ヵ所 77.3% 
郵 送 又 は 直 接
配布・回収 

定期的な学習支
援を利用してい
る児童・生徒 

66 人 24 人 36.4% 
手 渡 し に よ る
配布・回収 
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３ 報告書の見方  

（１）図表中の「N（number of case）」は、有効標本数（集計対象者総数）を表して

います。 

（２）回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を

小数点以下第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答であっても合計

値が 100.0％にならない場合があります。 

（３）複数回答の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの

割合を示しています。そのため、合計が 100.0％を超える場合があります。 

（４）図表中に次のような表示などがある場合は、複数回答を依頼した質問を示してい

ます。 

・ ＭＡ ％（Multiple  Answer）：回答選択肢の中からあてはまるものをすべて

選択する場合 

・３ＬＡ％（3 Limited Answer）：回答選択肢の中からあてはまるものを３つ以

内で選択する場合 

・２ＬＡ％（2 Limited Answer）：回答選択肢の中からあてはまるものを２つ以

内で選択する場合 

これ以外の場合は、特に断りがない限り、単一回答（回答選択肢の中からあては

まるものを１つだけ選択する）形式の設問です。 

（５）図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答

の判別が著しく困難なものです。 
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Ⅱ．調査結果 

Ⅱ-１．就学前児童調査・小学生児童調査 

１ お住まいの地域  

〔１〕居住する小学校区 

【 就学前：問1／小学生：問1 】  

 お住まいの小学校区はどちらですか。当てはまる番号１つに○をつけてくださ

い。 

 
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回答者の居住地（小学校区）は、就学前では「佐和山」が 11.9%と最も多く、小学

生では「旭森」が 14.8%と最も多くなっています。 

4.3 

6.8 

11.1 

4.0 

5.3 

11.9 

11.0 

3.2 

1.7 

8.7 

1.7 

9.5 

1.3 

8.3 

5.7 

3.5 

1.7 

0.2 

0.1 

0 5 10 15

城東

城西

城南

平田

城北

佐和山

旭森

城陽

若葉

金城

鳥居本

河瀬

亀山

高宮

稲枝東

稲枝西

稲枝北

わからない

無回答

(%)
(N=835)

5.3 

6.6 

10.6 

4.8 

5.8 

9.0 

14.8 

3.4 

2.6 

9.3 

0.5 

6.9 

1.9 

6.9 

6.3 

2.4 

2.4 

0.0 

0.5 

0 10 20

城東

城西

城南

平田

城北

佐和山

旭森

城陽

若葉

金城

鳥居本

河瀬

亀山

高宮

稲枝東

稲枝西

稲枝北

わからない

無回答

(%)
(N=378)
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２ お子さんとご家族の状況について  

〔１〕対象の子どもの年齢と学年（平成 30 年 12 月 1 日現在） 

【 就学前：問2／小学生：問2 】  

お子さんの生年月をご記入ください。（（ ）内に数字でご記入ください。） 

 
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象の子どもの年齢は、就学前では「２歳」が 17.5%と最も多く、小学生では「１

年生」が 26.5%と最も多くなっています。 

5.0 

16.6 

17.5 

16.8 

16.9 

14.7 

10.3 

2.2 

0 10 20

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

(%)
(N=835)

26.5 

23.5 

24.1 

24.3 

0.5 

0.0 

1.1 

0 10 20 30

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

(%)
(N=378)
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〔２〕きょうだいの人数 

【 就学前：問3／小学生：問3 】  

 お 子さ ん のき ょう だい は、 お 子さ んを 含め 何人 い らっ しゃ いま すか 。 人数 を

（ ）内に数字でご記入ください。お２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、

末子の方の生年月をご記入ください。 

 
■きょうだいの人数 

就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■きょうだいが２人以上いる場合の末子の年齢 

就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

きょうだいの人数は、「２人」が、就学前では 46.5%、小学生では 49.7%と最も多

くなっています。 

また、きょうだいが２人以上いる場合の末子の年齢は、就学前では「０歳」が 14.8%

と最も多く、小学生では「７歳」が 24.3%と最も多くなっています。 

  

14.8 

13.2 

12.8 

10.4 

13.7 

12.1 

9.7 

13.2 

0 10 20

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

(%)
(N=546)

32.8 

46.5 

16.9 

2.0 

0.0 

1.8 

52.6 

31.9 

11.4 

1.3 

0.4 

2.3 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

(%)
31.2 

49.7 

15.9 

1.3 

0.5 

1.3 

18.0 

58.4 

19.2 

1.9 

0.7 

1.7 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

(%)

2.4 

0.0 

0.0 

1.2 

0.4 

0.4 

5.9 

24.3 

18.8 

18.4 

13.3 

0.4 

0.0 

14.5 

0 10 20 30

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

無回答

(%)
(N=255)
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〔３〕調査票の回答者 

【 就学前：問4／小学生：問4 】  

 この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答

えください。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

小学生  

 
 
 
 

調査票の回答者は、「母親」が、就学前では 89.7%、小学生では 88.1%と最も多く

なっています。 

 

〔４〕調査票の回答者の配偶関係 

【 就学前：問5／小学生：問5 】  

 この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。当

てはまる番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

小学生  

 
 
 
 
 

回答者の配偶関係は、「配偶者がいる」が、就学前では 92.9%、小学生では 87.3%

と最も多くなっています。 

 
 

9.9 89.7 

0.1 

0.2 

父親 母親

その他

無回答

就学前
(N=835)

(%)
0 20 40 60 80 100

11.9 88.1 

0.0 

0.0 

父親 母親

その他

無回答

小学生
(N=378)

(%)
0 20 40 60 80 100

92.9 5.3 

1.0 

0.8 

配偶者がいる 配偶者はいない

その他

無回答

就学前
(N=835)

(%)
0 20 40 60 80 100

87.3 11.6 

0.8 

0.3 

配偶者がいる 配偶者はいない

その他

無回答

小学生
(N=378)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔５〕子育てを主に行っている人 

【 就学前：問6／小学生：問6 】  

 お子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さ

んからみた関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

小学生  

 
 
 
 
 

子育て（教育を含む）を主に行っている人については、就学前では「母親」が 50.5%

と最も多く、小学生では「父母ともに」、「母親」がそれぞれ 48.4%と最も多くなって

います。 

 
 

47.5 

0.5 

50.5 

0.8 0.2 

0.4 

父母ともに 父親 母親

祖父母

その他

無回答

就学前
(N=835)

(%)
0 20 40 60 80 100

48.4 

2.1 

48.4 

1.1 0.0 

0.0 

父母ともに 父親 母親

祖父母

その他

無回答

小学生
(N=378)

(%)
0 20 40 60 80 100
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３ 子どもの育ちをめぐる環境について  

〔１〕日常的に子育てに関わっている人（施設） 

【 就学前：問7／小学生：問11 】  

 お子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）

ですか（緊急時を除く）。お子さんからみた関係で当てはまる番号すべてに○を

つけてください。 

  
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子育て（教育を含む）に日常的に関わっている人（施設）については、「父母ともに」

が、就学前では 57.4%、小学生では 57.7%と最も多くなっています。 

 
 

57.7 

5.8 

39.2 

28.6 

42.6 

19.0 

4.2 

0.8 

59.4 

3.4 

38.7 

24.8 

38.5 

11.5 

3.4 

0.2 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

父母ともに

父親

母親

祖父母

小学校

放課後児童クラブ

その他

無回答

(MA%)57.4 

6.2 

37.1 

30.2 

6.1 

12.0 

39.5 

6.2 

0.1 

56.2 

5.0 

32.0 

25.9 

0.7 

18.4 

35.1 

5.6 

0.6 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

父母ともに

父親

母親

祖父母

認定こども園

幼稚園

認可保育所

その他

無回答

(MA%)
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〔２〕子育てに影響すると思われる環境 

【 就学前：問8／小学生：問12 】  

 お子さんの子育て（教育を含む）に、影響すると思われる環境すべてに○を付

けてください。 

 
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子育て（教育を含む）に影響すると思われる環境については、「家庭」が、就学前で

は 97.0%、小学生では 97.1%と最も多くなっています。 

 

97.0 

51.0 

20.1 

31.4 

54.4 

7.4 

0.2 

96.9 

58.5 

7.4 

33.6 

49.3 

7.8 

0.4 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

家庭

地域

認定こども園

幼稚園

認可保育所

その他

無回答

(MA%)
97.1 

55.3 

96.8 

34.4 

6.3 

0.3 

95.9 

57.7 

96.4 

21.6 

7.0 

0.2 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

家庭

地域

小学校

放課後児童クラブ

その他

無回答

(MA%)
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〔３〕子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

【 就学前：問9／小学生：問13 】  

 日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

 
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お子さんをみてもらえる親族・知人については、「緊急時もしくは用事の際には祖父

母等の親族にみてもらえる」が、就学前では 59.0%、小学生では 52.9%と最も多く

なっています。 

 
 
 

29.2 

59.0 

1.9 

11.7 

13.3 

1.3 

29.4 

60.3 

1.4 

10.5 

13.0 

1.1 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族
にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人が
いる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみても
らえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

(MA%)
30.4 

52.9 

1.1 

19.3 

13.5 

2.1 

30.5 

52.6 

3.6 

19.2 

14.2 

0.7 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(MA%)
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〔４〕祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況 

問9／問13で「１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」または「２．緊急

時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」を選んだ方のみ 

【 就学前：問9-1／小学生：問13-１ 】 

 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。

当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 
 就学前  小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況については、「祖父母等の親族の

身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもら

える」が、就学前では 47.2%、小学生では 54.8%と最も多くなっています。 

 

54.8 

22.1 

22.4 

24.1 

8.2 

3.1 

0.3 

59.3 

17.6 

18.5 

21.9 

10.8 

2.5 

0.3 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=294)

前回調査（H25）

(N=324)

(MA%)
47.2 

28.0 

28.7 

24.6 

8.6 

3.4 

0.7 

50.7 

21.6 

24.8 

26.2 

10.1 

4.5 

0.3 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=686)

前回調査（H25）

(N=741)

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を
心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大き
く心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが
心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境である
か、少し不安がある

その他

無回答

(MA%)
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〔５〕友人・知人に子どもをみてもらっている状況 

問9／問13で「３．日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」または「４．

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」を選んだ

方のみ 

【 就学前：問9-2／小学生：問13-2 】 

 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。当て

はまる番号すべてに○をつけてください。 

 
 就学前  小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

友人・知人にお子さんをみてもらっている状況については、「友人・知人の身体的・

精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」が、

就学前では 41.5%、小学生では 39.5%と最も多くなっています。 

 
 

41.5 

12.3 

26.4 

33.0 

1.9 

7.5 

4.7 

44.7 

3.9 

29.1 

33.0 

1.0 

3.9 

3.9 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=106)

前回調査（H25）

(N=103)

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を
心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大
きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけている
ことが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境
であるか、少し不安がある

その他

無回答

(MA%)
39.5 

5.3 

23.7 

36.8 

6.6 

6.6 

3.9 

47.8 

8.9 

18.9 

33.3 

4.4 

4.4 

8.9 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=76)

前回調査（H25）

(N=90)

(MA%)
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〔６〕子育てについて相談できる人や場所の有無 

【 就学前：問10／小学生：問14 】  

 あなたは、子育て（教育を含む）に関して気軽に相談できる人はいますか。ま

た、相談できる場所はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

 

小学生  

 
 
 
 
 
 
 
 

子育てをする上で相談できる人や場所の有無については、「いる／ある」が、就学前

では 94.7%、小学生では 89.4%と最も多くなっています。 

 

94.7 

90.5 

4.1 

6.1 

1.2 

3.3 

いる／ある いない 無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

89.4 

91.3 

8.5 

7.0 

2.1 

1.7 

いる／ある ない 無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔７〕相談相手（相談先） 

問10／問14で「いる／ある」を選んだ方のみ 

【 就学前：問10-1／小学生：問14-1 】  

 どのようなところ（誰に）相談していますか。当てはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

 
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

悩みや不安の相談相手・相談場所については、「配偶者」が、就学前では 83.3%、

小学生では 76.6%と最も多くなっています。 

83.3 

75.0 

18.0 

67.0 

13.5 

41.8 

43.1 

8.1 

2.9 

0.3 

0.5 

0.1 

8.0 

4.4 

0.8 

0.5 

0.3 

0.3 

0.8 

6.2 

0.3 

4.3 

0.3 

87.4 

79.6 

19.0 

71.6 

19.5 

45.4 

37.1 

3.9 

3.0 

0.2 

1.6 

3.8 

0.4 

0.0 

1.6 

0.5 

0.5 

6.4 

0.1 

4.2 

0.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=791)

前回調査（H25）

(N=812)

配偶者

父母（子どもの祖父母）

親戚

友人・知人

近所の人

子育て中の仲間

保育所、幼稚園、認定こども園

地域子育て支援センター

福祉センター（子育て支援課・家庭児童相談室）
※前回福祉保健センター（子育て支援課）

福祉センター（子ども・若者課）
※前回家庭児童相談室（子ども青少年課）

福祉センター（幼児課）※前回なし

子ども・若者総合相談センター※前回なし

発達支援センター（旧子ども療育センターおよび発達支
援室）※前回子ども療育センター

くすのきセンター（健康推進課）
※前回福祉保健センター（健康推進課）

ファミリー・サポート・センター

子ども家庭相談センター（児童相談所）

子育てホットライン

民生委員・児童委員

教育相談

医師

教育委員会

その他

無回答

(MA%)

小学校※小学生のみ

76.6 

67.8 

18.6 

66.3 

14.2 

42.6 

0.9 

35.5 

1.2 

1.5 

0.6 

0.0 

0.0 

2.1 

0.6 

0.0 

0.9 

0.3 

0.0 

2.1 

2.4 

0.3 

3.0 

0.6 

82.4 

70.5 

20.3 

67.9 

20.3 

42.4 

3.4 

33.4 

0.8 

1.3 

0.5 

0.0 

1.1 

0.3 

1.1 

0.5 

0.5 

0.8 

5.5 

0.8 

2.6 

0.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=338)

前回調査（H25）

(N=380)

(MA%)



Ⅱ-１．就学前児童調査・小学生児童調査 

- 15 - 

〔８〕地域活動やグループ活動などの参加経験（小学生のみ） 

【 就学前：-／小学生：問15 】  

 お子さんは、地域活動やグループ活動などに参加されたことがありますか。当

てはまる番号１つに○をつけてください。 

 
小学生 

 
 
 
 
 
 

地域活動やグル ープ 活動などの参加 の有 無については 、「 参加 したことがある 」が

77.8%と多くなっています。 

 

〔９〕参加したことがある活動（小学生のみ） 

問15で「参加したことがある」に○をつけた方のみ 

【 就学前：-／小学生：問15-1 】  

 参加したことがある活動は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

 
小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加したことがある活動については、「地元自治会での活動」が 69.7%と最も多く

なっています。

77.8 

76.0 

18.8 

21.9 

3.4 

2.2 

参加したことがある 参加したことはない 無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100

31.3 

12.2 

17.7 

2.4 

2.0 

41.2 

10.5 

11.6 

69.7 

3.1 

0.7 

39.2 

15.2 

15.8 

2.5 

2.5 

37.3 

16.5 

13.0 

71.2 

1.9 

0.0 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=294)

前回調査（H25）

(N=316)

スポーツ活動

文化・音楽活動

キャンプ等の野外活動

高齢者訪問等の社会福祉活動

国際交流活動

子ども会など青少年団体活動（ボーイス
カウト・ガールスカウト等）

リサイクル活動等の環境分野での社会貢
献活動

農業や商工業などの体験活動

地元自治会での活動

その他

無回答

(MA%)
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〔10〕今後参加させたい活動（小学生のみ） 

【 就学前：-／小学生：問16 】  

 今後、参加させたいと思われる活動はありますか。また、それは何ですか。当

てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 
小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後、参加させたいと思う活動については、「スポーツ活動」が 44.7%と最も多く

なっています。 

 
 

 

 

 

44.7 

26.2 

32.0 

10.1 

28.0 

20.9 

12.4 

16.1 

22.5 

2.4 

11.9 

9.3 

47.8 

27.9 

36.1 

11.3 

27.6 

23.8 

18.3 

17.8 

29.6 

1.2 

10.8 

3.6 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

スポーツ活動

文化・音楽活動

キャンプ等の野外活動

高齢者訪問等の社会福祉活動

国際交流活動

子ども会など青少年団体活動（ボーイス
カウト・ガールスカウト等）

リサイクル活動等の環境分野での社会貢
献活動

農業や商工業などの体験活動

地元自治会での活動

その他

今後参加させたい活動は、特にない

無回答

(MA%)
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〔11〕子育てをする上で、周囲からあればよいサポート（自由記述） 

【 就学前：問11／小学生：問17 】  

 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からど

のようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。 

 
気軽に相談できること 

〔 就 学 前 〕26 件  

・ た い し たこ と な い 話 で も 聞 い て もら え る と こ ろ が あ れ ば うれ し い で す 。  

・どこ に 言 え ば よ い の か 分 か ら な いや 、こ ん な こ と を 言 っ てい い の か 、な ど 様 々 で すが 、も っ と窓

口 を 広 げ て気 軽 に 相 談 出 来 る よ う にす れ ば 良 い の で は 。  

〔 小 学 生 〕3 件  

・子 ど も がも し い じ め 等 で 悩 ん で いる と き に 親 子 そ れ ぞ れ 気軽 に 相 談 で き る と こ ろ があ れ ば い い な

と 思 い ま す。  

受容的、肯定的なサポート 

〔 就 学 前 〕8 件  

・ 母 親 の 不満 や 心 配 ご と な ど を 肯 定的 に 聞 い て も ら え る 人 が身 近 に い る と よ い 。  

・い つ も 温 か い 目で 見 、母 親 に た とえ 至 ら な い 点 が あ っ た とし て も 、否 定 せ ず 話 を 聞い て 下 さ る 姿

勢 。 そ の 上で 、 適 切 な ア ド バ イ ス を、 安 心 で き る 助 言 を し て下 さ る こ と 。  

〔 小 学 生 〕3 件  

・ 子 育 て に悩 ん だ 時 に 、 精 神 的 な 支援 が し て も ら え る と あ りが た い と 思 い ま す 。  

声かけをしてほしい 

〔 就 学 前 〕6 件  

・ 子 ど も セン タ ー 等 で ス タ ッ フ さ んか ら 声 を か け て も ら え る。 声 か け を も っ と 増 や して ほ し い 。  

・ 気 軽 に 話せ る 場 所 で 声 を か け て もら え る と 、 相 談 し や す く悩 み を う ち あ け や す い 。  

〔 小 学 生 〕4 件  

・ 昔 の よ うに 気 軽 に 声 を か け て く れる 言 葉 が け 、 あ い さ つ など 。  

専門的な助言がほしい 

〔 就 学 前 〕4 件 、〔 小 学 生 〕1 件  

・悩 ん だ と き に 専 門 家に 定 期 的 に 相談 で き る と 安 心（ マ マ 友 や 専 門 で ない 人 に は 答 えら れ な い よ う

な こ と が 多々 あ る た め ）。  

・ 気 持 ち に寄 り そ っ て 専 門 的 な ア ドバ イ ス が も ら え る と う れし い 。  

・ 地 域 子 育て 支 援 セ ン タ ー な ど 身 近な 福 祉 施 設 に 常 時 相 談 でき る 保 健 師 さ ん 等 プ ロ がい る と よ い 。 

相談支援体制の充実 

〔 就 学 前 〕7 件  

・ 相 談 で きる 行 政 窓 口 が 、 わ か り やす く 行 き や す い 場 所 に あれ ば よ い と 思 う 。  

・ 気 軽 に 相談 で き る 時 間 帯 （ 夜 や 休み の 日 ） が あ る と 、 働 いて る 人 に は 、 い い の で は？  

〔 小 学 生 〕3 件  

・悩 ん だ 時 、困 った 時 、ど こ に 言 えば 良 い か 分 か り ま せ ん 。総合 窓 口 が あ り 、そ こ で 、ふ るい 分 け

と い う か 案内 が あ れ ば 良 い 。  

様々な媒体による情報提供 

〔 就 学 前 〕21 件  

・ 情 報 の まと ま っ た 冊 子 な ど の 定 期的 な 配 布 。  
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・事 前 登 録 で 健 診 の お知 ら せ や 子 育て に 役 立 つ 情 報 を メ ー ルで 配 信 し て ほ し い。自 分 で わ ざ わ ざ調

べ た り す る手 間 を 省 き た い 。  

〔 小 学 生 〕3 件  

・ 子 育 て （教 育 を 含 む ） 関 係 の 身 近な 情 報 が 自 然 に 得 ら れ るよ う に な っ た ら い い と 思い ま す 。  

子どもを預かってもらえるサービスの充実 

〔 就 学 前 〕69 件  

・ 通 院 や 買い 物 等 の 短 時 間 、 預 け られ る 施 設 が あ れ ば 気 疲 れす る こ と な く 育 児 が し やす く な る 。  

・ 地 域 の ボラ ン テ ィ ア に よ る 託 児 サー ビ ス 。 知 り 合 い な ら 安心 。 少 々 の 料 金 が 発 生 して も 良 い 。  

〔 小 学 生 〕3 件  

・ 夜 間 に 子ど も を 見 て も ら え る 場 所が あ れ ば あ り が た い と 思い ま す 。  

病児保育の充実 

〔 就 学 前 〕28 件  

・ 子 ど も が病 気 で 保 育 園 に 行 け な い時 に 預 っ て も ら え る 場 所が 増 え て ほ し い 。  

・ 共 働 き なの で 、 子 ど も が 体 調 不 良の 時 に で も 預 け ら れ る 場が 、 も う 少 し 増 え た ら いい な と 思 う 。 

〔 小 学 生 〕4 件  

・共 働 き の た め 、子 ど も が イ ン フ ルエ ン ザ な ど の 病 気 に な った 時 に 、気 軽 に 子 ど も を看 病 し て も ら

え る 病 院 があ れ ば す ご く 助 か り ま す。  

緊急時のサポートの充実 

〔 就 学 前 〕14 件  

・ 何 か 緊 急の と き に 子 ど も を 預 け られ て み て も ら え る 場 所 が欲 し い 。  

・ 自 分 が 病院 に 行 き た い 時 、 近 く の保 育 園 の 一 時 預 か り も 、急 な 依 頼 だ と 定 員 オ ー バー で 困 っ た 。 

〔 小 学 生 〕9 件  

・ 急 な 病 気の 迎 え な ど 、 一 時 的 に サポ ー ト し て い た だ け る とあ り が た い と 思 う 。  

保育所、幼稚園等によるサポートの充実 

〔 就 学 前 〕11 件 、〔 小 学 生 〕1 件  

・ 働 き た い、 働 か な い と い け な い 家庭 が ス ム ー ズ に 保 育 園 に通 え る 体 制 を 作 っ て ほ しい  

・ 医 療 的 ケア が 必 要 で あ っ て も 保 育園 で 預 か っ て も ら え る よう に し て 欲 し い 。  

・ 自 分 の 家か ら 近 い 保 育 園 に 入 園 でき る 様 に し て も ら い た い。  

遊び場の充実 

〔 就 学 前 〕13 件  

・ 子 ど も を伸 び 伸 び と 安 全 に 遊 ば せる こ と の で き る 場 所 を もっ と 増 や し て 欲 し い で す。  

・ 土 、 日 、祝 日 も 遊 べ る 遊 び 場 が もっ と ほ し い で す 。  

〔 小 学 生 〕5 件  

・もっ と 外 で 遊 べ る 場 所 が ほ し い。中 規 模 グ ラ ウ ン ド（ 運 動 公 園 ）。子ど も が 自 転 車 で行 け る 範 囲 。 

イベント等の充実 

〔 就 学 前 〕12 件  

・ 子 ど も が楽 し め る イ ベ ン ト 。  

・ 情 報 交 換会 や 研 修 の よ う な イ ベ ント 。  

・ 自 治 会 レベ ル の 地 域 行 事 が 活 発 にな れ ば 、 地 域 の 横 の つ なが り が 向 上 す る と 考 え ます 。  

〔 小 学 生 〕6 件  

・何 さ せ る に も お金 が か か る の で 、参 加 させ た く て も で き ない 。子 ど も 教 室 を も っ と増 や し て ほ し

い 。 バ ス で工 場 見 学 な ど 増 や し て ほし い 。  

・親 や 保 護 者 が 一緒 に 参 加 す る も のが 多 い た め 、日 常 的 に 忙し い 親 な ど は 、な か な か 参 加 しに く い

所 が あ る と思 う の で 、 子 ど も の み の参 加 が で き る と 、 少 し 気が 楽 に 感 じ る 。  
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・ 学 校 や 学童 で 地 域 の 地 元 企 業 な どの 場 や 人 と の 交 流 を し て、 視 野 を 広 げ て も ら い たい 。  

サロン等の親子が集まれる場所の充実 

〔 就 学 前 〕14 件  

・ 学 区 ご との 未 就 学 児 、 未 就 園 児 とマ マ の つ ど い が も っ と 多い と よ い 。 町 内 の 集 い だと 限 ら れ る 。 

・ 子 ど も の数 が 少 な く 、 子 ど も が 遊べ る 場 が あ ま り な い た め、 孤 立 し て い る よ う に 感じ て い ま す 。

保 育 園 や 幼稚 園 の 開 放 日 を 設 け て 遊べ る 場 や 地 域 の マ マ さ んと つ な が れ る 場 が ほ し いで す 。  

〔 小 学 生 〕2 件  

・心配 事（ 教 育 に つ いて や 、友 人 関 係 な ど ）を共 感 で き る 子育 て 中 の 仲 間 と 顔 を 合 わせ て 話 せ る こ

と で 大 変 助か っ て い る 。 気 軽 に 顔 を合 わ せ る 場 所 が あ れ ば もっ と い い と 思 う 。  

医療費の軽減 

〔 就 学 前 〕9 件  

・医療 費 の 無 料 化 の 拡 大。中 学 校 ま で無 料 に し て ほ し い。経 済 的 負 担 が 大 き い の で 子 育て が 苦 し い 。 

・ マ ル 福 を中 ３ ま で 利 用 で き る よ うに し て ほ し い 。  

〔 小 学 生 〕5 件  

・ 医 療 費 の無 償 化 、 中 学 生 ま で に して ほ し い 。  

経済的支援 

〔 就 学 前 〕11 件  

・ 家 計 へ の負 担 が 減 る よ う に 医 療 費や 教 育 費 の 負 担 額 を 減 らし て ほ し い 。  

〔 小 学 生 〕1 件  

・ 経 済 的 サポ ー ト  

職場の理解 

〔 就 学 前 〕7 件  

・ 気 が ね なく 休 め る よ う 職 場 の 改 革や サ ポ ー ト を し て ほ し い。  

・ 職 場 に おい て 時 短 勤 務 が で き る よう 配 慮 し て 欲 し い 。  

・仕事 を し て い る 親 に と っ て、子 ど も が 病 気 の 時 に 、仕 事 を 休 み や す い よ う な 世 の 中の 認 識 、意識

改 革 、 子 ども を 増 や し た い な ら そ うい う と こ ろ も 大 切 か と 思う 。  

〔 小 学 生 〕4 件  

・ 子 育 て と仕 事 の 両 立 に 職 場 の 人 が理 解 し て く れ る こ と  

・子ど も が 低 学 年 。育 児 に 負 担 の な い程 度 で 仕 事 を 割 り 振 っ てほ し い が 、職 場 の 理 解 が得 ら れ な い 。 

地域のサポート 

〔 就 学 前 〕6 件  

・ ご 近 所 さん と の つ な が り 。 日 中 母子 ２ 人 だ け で い る の で 、声 を か け て く れ る だ け で嬉 し い 。  

・ 両 親 以 外に 祖 父 母 や 地 域 の 人 な ど世 代 を 越 え た サ ポ ー ト があ る と 一 番 理 想 だ と 思 って い ま す 。  

・ 子 育 て 世代 が 民 生 委 員 さ ん 達 と ふれ あ え る 機 会 が も っ と あれ ば と 思 い ま す 。  

〔 小 学 生 〕3 件  

・ 町 並 み を き れ い に す る な ど 魅 力 的 な ま ち を 目 指 し て 行 け ば お の ず と 心 豊 か な 子 ど も が 育 つ と 思

う 。  

子どもの安全 

〔 就 学 前 〕2 件  

・ 防 犯 強 化の た め 、 パ ト ロ ー ル を 増や し て ほ し い 。  

〔 小 学 生 〕9 件  

・ 登 校 下 校の 立 ち 当 番 。 少 人 数 （ ２、 ３ 人 ） に よ る 集 団 登 校下 校 に 不 安 を 感 じ る 。  

・ 不 審 者 対策 は し っ か り し て も ら いた い 。  

発達の不安 
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〔 就 学 前 〕4 件  

・ 発 達 障 害に 不 安 を か か え る 母 親 のサ ー ク ル の よ う な 交 流 会や 、 ネ ッ ト の 掲 示 板 が あれ ば 良 い 。  

・ 療 育 セ ンタ ー の 方 の 家 庭 訪 問 が あっ た ら 良 い な と 思 い ま した 。  

〔 小 学 生 〕1 件  

・ 発 達 障 害児 だ が 、 情 報 （ 知 識 ） が入 っ て こ な く て 、 状 況 、情 報 が 解 ら な い 。  

放課後児童クラブに関すること 

〔 就 学 前 〕1 件 、〔 小 学 生 〕13 件  

・ 学 校 の 長期 休 暇 中 に 子 ど も を 預 って 頂 け る 環 境 （ 学 童 等 ）を 充 実 さ せ て ほ し い 。  

・ 学 童 の 延長 が で き 、 有 料 で い い ので 夕 食 の 提 供 な ど 。  

・ 放 課 後 児童 ク ラ ブ へ 迎 え の 時 間 がま に あ わ な い 時 自 宅 ま でお く っ て く れ る サ ポ ー ト。  

学習支援 

〔 小 学 生 〕5 件  

・ 学 業 支 援。 勉 強 に つ い て 行 け な いと 学 校 が 楽 し く な く な るの で 学 業 の 支 援 が あ る と良 い 。  

図書館、公民館、児童館などの充実 

〔 就 学 前 〕2 件  

・ 近 く に 図書 館 が ほ し い 。  

〔 小 学 生 〕8 件  

・ 子 ど も が自 分 の 力 で 通 え る 所 に 図書 館 が あ る と 学 習 へ の 意欲 が 増 す 。  

・ 子 ど も が自 由 に 利 用 で き る 身 近 な児 童 館 を 各 所 に 設 置 し てほ し い 。  

その他 

〔 就 学 前 〕50 件  

・ 学 校 、 園に 直 接 か か わ り が な い 第三 者 の 相 談 機 関 が あ る とよ い と 思 う 。  

・ 小 学 校 の夏 休 み 冬 休 み 春 休 み の 学童 で お 弁 当 が 頼 め る シ ステ ム が ほ し い 。  

〔 小 学 生 〕14 件  

・ 外 国 人 なの で こ れ か ら 子 ど も の 日本 語 教 育 の 面 、 こ れ か らの 進 学 に つ い て の 心 配 です 。  
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４ 保護者の就労状況  

〔１〕保護者の就労状況 

【 就学前：問12／小学生：問18 】 

 お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいま

す。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 

【父親】  
就学前 小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親】  
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

25.0 

9.9 

26.8 

1.7 

29.1 

1.3 

6.1 

21.0 

6.9 

23.5 

1.0 

37.5 

2.9 

7.2 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

(%)

89.5 

0.5 

0.5 

0.1 

4.6 

0.1 

4.8 

90.1 

0.2 

0.6 

0.0 

4.0 

0.3 

4.8 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

(%)
86.0 

0.0 

1.3 

0.0 

2.4 

0.5 

9.8 

84.1 

0.2 

1.7 

0.0 

3.4 

0.0 

10.6 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(%)

32.8 

0.8 

43.4 

0.8 

14.3 

1.9 

6.1 

27.2 

1.2 

40.1 

0.2 

19.2 

3.6 

8.4 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(%)
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【母親・子どもの年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の就労状況は、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労し

ており、育休・介護休業中ではない」が、就学前では 89.5%、小学生では 86.0%と

最も多くなっています。 

母親の就労状況は、就学前では「以前は就労していたが、現在は就労していない」

が 29.1%と最も多く、小学生では「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就

労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 43.4%と最も多くなって

います。 

 

（%）

N フ

ル

タ
イ

ム
（

１

週

５

日

程
度

・

１

日

８
時

間

程
度

の

就

労
）

で

就

労

し

て
お

り
、

産

休

・

育

休
・

介

護

休

業
中

で

は
な

い

フ

ル

タ
イ

ム
（

１

週

５

日

程
度

・

１

日

８
時

間

程
度

の

就

労
）

で

就

労

し

て
い

る

が
、

産

休

・

育
休

・

介

護

休
業

中

で
あ

る

パ
ー

ト
・

ア

ル
バ

イ

ト

等
（

「

フ

ル

タ

イ
ム
」

以
外

の

就

労
）

で

就

労

し

て
お

り
、

産

休

・

育

休
・

介

護

休

業
中

で

は
な

い

パ
ー

ト
・

ア

ル
バ

イ

ト

等
（

「

フ

ル

タ

イ
ム
」

以
外

の

就

労
）

で

就

労

し

て
い

る

が
、

産

休

・

育
休

・

介

護

休
業

中

で
あ

る

以

前

は
就

労

し
て

い

た

が
、

現

在

は

就

労
し

て

い
な

い

こ

れ

ま
で

就

労
し

た

こ

と

が
な

い

無

回

答

全体 835 25.0 9.9 26.8 1.7 29.1 1.3 6.1
０歳 42 7.1 38.1 4.8 4.8 40.5 0.0 4.8

１歳 139 15.8 23.7 15.8 1.4 33.8 2.9 6.5

２歳 146 23.3 14.4 21.9 2.7 32.2 0.0 5.5

３歳 140 29.3 5.0 20.0 0.7 32.9 0.7 11.4

４歳 141 27.7 0.7 36.9 1.4 28.4 1.4 3.5

５歳 123 34.1 1.6 41.5 1.6 15.4 2.4 3.3

６歳 86 27.9 2.3 36.0 1.2 25.6 1.2 5.8

全体 378 32.8 0.8 43.4 0.8 14.3 1.9 6.1
１年生 100 28.0 1.0 49.0 2.0 16.0 1.0 3.0

２年生 89 32.6 1.1 40.4 1.1 16.9 2.2 5.6

３年生 91 37.4 1.1 36.3 0.0 14.3 1.1 9.9
４年生 92 32.6 0.0 46.7 0.0 10.9 3.3 6.5

年

齢
別

学

年
別
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〔２〕就労日数、就労時間 

問12／問18で「１」～「４」（就労している）を選んだ方のみ 

【 就学前：問12-(１)-1、問12-(2)-1／小学生：問18-(１)-1、問18-(2)-1 】 

 １週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお

答えください。就労日数や就労時間が、一定でない場合は、もっとも多いパター

ンについてお答えください。育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況につ

いてお答えください。（（ ）内に数字でご記入ください。） 

 
■１週当たりの就労日数 

 
 
 
 
 
 
■１日当たりの就労時間 

 

 
 
 
 
 
 
 

就労している母親の１週当たりの就労日数は、「５日」が就学前では 66.0%、小学

生では 63.6%と最も多くなっています。 

就労している母親の１日当たりの就労時間は、「８時間」が、就学前では 28.3%、

小学生では 24.8%と最も多くなっています。 

 

（%）

N １

日

２

日

３

日

４

日

５

日

６

日

７

日

無

回

答

就学前 756 0.1 0.5 1.1 0.7 74.9 19.8 1.7 1.2

小学生 330 0.3 0.3 0.3 0.6 73.0 21.5 2.4 1.5

就学前 530 1.5 3.8 6.8 14.9 66.0 5.3 0.6 1.1

小学生 294 0.0 2.0 7.1 18.0 63.6 6.5 0.7 2.0

父親

母親

（%）

N １

時

間

２

時

間

３

時

間

４

時

間

５

時

間

６

時

間

７

時

間

８

時

間

９

時

間

以

上

無

回

答

就学前 756 0.0 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 1.6 26.5 69.2 1.9

小学生 330 0.6 0.6 0.9 0.3 0.3 0.6 2.4 29.1 61.8 3.3

就学前 530 0.8 1.1 4.3 7.7 11.3 14.9 15.7 28.3 14.5 1.3

小学生 294 0.0 0.3 4.8 10.5 15.0 16.3 14.6 24.8 12.9 0.7

父親

母親
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（%）

N １
～

２

時

３
～

４

時

５
～

６

時

７
～

８

時

９
～

1

0

時

1

1
～

1

2

時

1

3
～

1

4

時

1

5
～

1

6

時

1

7
～

1

8

時

1

9
～

2

0

時

2

1
～

2

2

時

2

3
～

2

4

時

無

回

答

就学前 756 0.1 0.7 15.3 70.1 4.0 0.9 0.4 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 7.9

小学生 330 0.0 0.6 11.8 72.1 5.2 1.2 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 7.3

就学前 530 0.0 0.2 1.9 71.9 17.4 0.6 0.4 0.0 0.4 0.2 0.4 0.2 6.6

小学生 294 0.0 0.0 1.0 70.7 22.4 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

父親

母親

（%）

N １
～

２

時

３
～

４

時

５
～

６

時

７
～

８

時

９
～

1

0

時

1

1
～

1

2

時

1

3
～

1

4

時

1

5
～

1

6

時

1

7
～

1

8

時

1

9
～

2

0

時

2

1
～

2

2

時

2

3
～

2

4

時

無

回

答

就学前 756 0.8 0.1 1.5 2.4 2.4 0.8 0.0 1.1 17.2 41.0 20.5 4.1 8.2

小学生 330 0.9 0.3 0.0 2.1 3.6 0.3 1.2 1.5 17.9 37.9 23.0 3.9 7.3

就学前 530 0.6 0.4 1.1 1.5 0.4 2.5 7.2 15.7 50.6 11.9 1.3 0.4 6.6

小学生 294 0.0 1.4 1.0 1.0 0.0 3.4 13.6 24.8 37.8 10.9 2.4 0.3 3.4

父親

母親

〔３〕出発時間、帰宅時間 

問12／問18で「１」～「４」（就労している）を選んだ方のみ 

【 就学前：問12-(１)-2、問12-(2)-2／小学生：問18-(１)-2、問18-(2)-2 】 

 家を出る時間と帰宅時間をお答えください。時間が一定でない場合は、もっと

も多いパターンについてお答えください。育休・介護休業中の方は、休業に入る

前の状況についてお答えください。時間は、必ず （例）8時～18時のように、

24時間制でお答えください。（（ ）内に数字でご記入ください。） 

 
■出発時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
■帰宅時間 

 

 
 
 
 
 
 
 

就労している母親の家を出る時間は、「７～８時」が就学前では 71.9%、小学生で

は 70.7%と最も多くなっています。 

就労している母親の帰宅時間は、「17～18 時」が就学前では 50.6%、小学生では

37.8%と最も多くなっています。 
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〔４〕パート・アルバイト等からフルタイムへの転換希望 

問12／問18で「３」、「４」（パート・アルバイト等で就労している）を選んだ方のみ 

【 就学前：問13／小学生：問19 】 

 フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「パート・アルバイト等で就労している」とお答えの方に、フルタイムへの転換希

望をたずねたところ、母親では、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就

労を続けることを希望」が就学前では 55.9%、小学生では 61.7%と最も多くなって

います。 

（%）

N フ

ル

タ

イ

ム
（

１

週

５

日

程

度

・

１

日

８

時

間

程

度

の

就

労
）

へ

の

転

換

希

望

が

あ

り
、

実

現

で

き

る

見

込

み

が

あ

る

フ

ル

タ

イ

ム
（

１

週

５

日

程

度

・

１

日

８

時

間

程

度

の

就

労
）

へ

の

転

換

希

望

は

あ

る

が
、

実

現

で

き

る

見

込

み

は

な

い

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

等
（

「

フ

ル

タ

イ

ム
」

以

外
）

の

就

労

を

続

け

る

こ

と

を

希

望

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

等
（

「

フ

ル

タ

イ

ム
」

以

外
）

を

や

め

て

子

育

て

や

家

事

に

専

念

し

た

い

無

回

答

就学前 5 40.0 20.0 0.0 0.0 40.0

小学生 5 0.0 20.0 0.0 0.0 80.0

就学前 238 9.7 22.7 55.9 2.9 8.8

小学生 167 5.4 21.6 61.7 2.4 9.0

父親

母親
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（%）

N 子

育

て

や

家

事

な

ど

に

専

念

し

た

い

（

就

労

の

予

定

は

な

い
）

１

年

よ

り

先

に

就

労

し

た

い

す

ぐ

に

で

も
、

も

し

く

は

１

年

以

内

に

就

労

し

た

い

無

回

答

就学前 39 0.0 2.6 2.6 94.9

小学生 11 9.1 9.1 9.1 72.7

就学前 254 16.9 44.5 27.6 11.0

小学生 61 39.3 11.5 41.0 8.2

父親

母親

〔５〕就労していない方の今後の就労の希望 

問12／問18で「５．以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６．

これまで就労したことがない」を選んだ方のみ 

【 就学前：問14／小学生：問20 】 

 就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○

をつけ、該当する（ ）内には数字をご記入ください。 

 
■就労していない方の就労希望 

 
 
 
 
 
 
 
 
■一番下の子どもが何歳になれば就労したいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

■希望する就労形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

■パートタイム、アルバイト等で希望する就労形態 

・希望する１週当たりの就労日数 

 
 
 
 
 
 

（%）

N １

歳

２

歳

３

歳

４

歳

５

歳

６

歳

７

歳

８

歳

９

歳

1

0

歳

1

1

歳

1

2

歳

1

3

歳

以

上

無

回

答

就学前 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小学生 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

就学前 113 9.7 8.0 20.4 8.8 5.3 14.2 18.6 5.3 0.9 1.8 0.0 0.0 0.0 7.1

小学生 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 28.6 0.0 14.3 14.3 14.3

父親

母親

（%）

N フ

ル

タ

イ

ム
（

１

週

５

日

程

度

・

１

日

８

時

間

程

度

の

就

労
）

パ
ー

ト

タ

イ

ム
、

ア

ル

バ

イ

ト

等

（

「

ア
」

以

外
）

無

回

答

就学前 1 0.0 100.0 0.0

小学生 1 100.0 0.0 0.0

就学前 70 8.6 88.6 2.9

小学生 25 4.0 80.0 16.0

父親

母親

（%）
N １

日

２

日

３

日

４

日

５

日

６

日

７

日

無

回

答

就学前 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

小学生 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
就学前 62 0.0 9.7 35.5 33.9 14.5 0.0 0.0 6.5

小学生 20 0.0 10.0 45.0 20.0 25.0 0.0 0.0 0.0

父親

母親
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・希望する１日当たりの就労時間 

 

 

 

 

 

 

 

 
就労していない方に、就労希望をたずねたところ、母親では、就学前では「１年よ

り先に就労したい」が 44.5%と最も多く、小学生では「すぐにでも、もしくは１年以

内に就労したい」が 41.0%と最も多くなっています。 

「１年より先に就労したい」とお答えの方に、一番下の子どもが何歳になれば就労

したいかをたずねたところ、母親では、就学前では「３歳」が 20.4%と最も多く、小

学生では「10 歳」が 28.6%と最も多くなっています。 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」とお答えの方の希望する希望する

就労形態は、母親では、「パートタイム、アルバイト等」が就学前では 88.6%、小学

生では 80.0%と最も多くなっています。パートタイム、アルバイト等で希望する１週

当たりの就労日数は、「３日」が就学前では 35.5%、小学生では 45.0%と最も多くな

っています。希望する１日当たりの就労時間は、就学前では「５時間」が 37.1%と最

も多く、小学生では「４時間」が 45.0%と最も多くなっています。 

 

 

（%）
N １

時

間

２

時

間

３

時

間

４

時

間

５

時

間

６

時

間

７

時

間

８

時

間
以

上

無

回

答

就学前 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

小学生 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
就学前 62 0.0 0.0 12.9 30.6 37.1 11.3 0.0 1.6 6.5

小学生 20 0.0 0.0 15.0 45.0 20.0 15.0 0.0 5.0 0.0

父親

母親
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〔６〕ひとり親家庭のためのサービスの認知度 

【 就学前：問15／小学生：問21 】  

 彦根市にはひとり親家庭のために次のような制度やサービスがあります。あな

たはこれらを知っていますか。それぞれ、「知っている」「知らない」のいずれか

に○をつけてください。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひとり親家庭のための制度やサービスの認知度については、「児童扶養手当」の認知

度が高く、「知っている」が就学前では 77.8%、小学生では 82.8%と最も多くなって

います。 

  

77.8 

15.8 

7.5 

25.4 

10.4 

14.3 

47.7 

19.8 

81.6 

89.7 

72.1 

86.9 

82.9 

49.8 

2.4 

2.6 

2.8 

2.5 

2.6 

2.9 

2.5 

知っている 知らない 無回答

１．児童扶養手当

２．日常生活支援事業

３．家庭支援事業利用助成

４．自立支援教育訓練給付金事業

５．高等技能訓練促進費事業

６．母子自立支援プログラム策定事業

７．福祉医療費助成制度

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=835)

82.8 

18.0 

13.2 

32.3 

15.3 

20.1 

55.8 

15.3 

79.6 

84.1 

64.8 

82.3 

77.8 

42.1 

1.9 

2.4 

2.6 

2.9 

2.4 

2.1 

2.1 

知っている 知らない 無回答

１．児童扶養手当

２．日常生活支援事業

３．家庭支援事業利用助成

４．自立支援教育訓練給付金事業

５．高等技能訓練促進費事業

６．母子自立支援プログラム策定事業

７．福祉医療費助成制度

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=378)
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５ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況（就学前のみ）  

※「定期的な幼稚園・保育所等」：月単位で定期的に利用しているもの 

〔１〕平日の定期的な教育・保育事業の利用（就学前のみ） 

【 就学前：問16／小学生：- 】  

 お子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利用

されていますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
【年齢別・就労形態別】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の定期的な教育・保育事業の利用ついては、「利用している」が 68.1%、「利用

していない」が 31.6%となっています。 

 

68.1 

63.4 

31.6 

36.2 

0.2 

0.3 

利用している 利用していない 無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）

N 利

用

し

て

い

る

利

用

し

て

い

な

い

無

回

答

全体 835 68.1 31.6 0.2

０歳 42 7.1 92.9 0.0

１歳 139 30.9 69.1 0.0

２歳 146 48.6 51.4 0.0

３歳 140 65.0 34.3 0.7

４歳 141 97.2 2.8 0.0

５歳 123 100.0 0.0 0.0

６歳 86 100.0 0.0 0.0

全体 835 68.1 31.6 0.2

ひとり親 44 93.2 6.8 0.0

共働き（両親ともフルタイム） 270 75.9 24.1 0.0

共働き（フルタイム×パート） 221 89.1 10.9 0.0

専業主婦（夫） 244 43.0 57.0 0.0

共働き（パート×パート） 2 50.0 50.0 0.0

無業×無業 1 0.0 100.0 0.0

年

齢

別

就

労

状

況

別
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〔２〕利用状況（就学前のみ） 

問16-1～問16-４は、問16で「利用している」を選んだ方のみ 

【 就学前：問16-1／小学生：-  】  

 お子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通

じて「定期的に」利用している事業をお答えください。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20.9 

3.0 

62.9 

9.3 

0.5 

0.0 

3.5 

2.6 

0.0 

1.2 

1.6 

1.6 

1.2 

0.2 

30.6 

2.5 

57.3 

0.2 

0.2 

3.5 

2.5 

0.0 

0.7 

1.4 

1.9 

0.7 

0 20 40 60 80

今回調査（H30） 前回調査（H25）

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設
※前回なし

家庭的保育（保育ママ）

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

保育所の延長保育
※前回なし

一時預かり

その他

無回答

(MA%)
(N=569)
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【年齢別・就労形態別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的な教育・保育の事業を「利用している」とお答えの方に、平日に利用してい

る教育・保育事業についてたずねたところ、「認可保育所」が 62.9%と最も多く、次

いで、「幼稚園」が 20.9%、「認定こども園」が 9.3%となっています。 

 

（MA%）
N 幼

稚
園

幼

稚
園
の

預
か
り

保

育 認

可
保
育

所

認

定
こ
ど

も
園

小

規
模
な

保
育
施

設

家

庭
的
保

育
（

保

育

マ

マ
）

事

業
所
内

保
育
施

設

そ

の
他
の

認
可
外

の

保

育
施
設

居

宅
訪
問

型
保
育

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ
ー

保

育
所
の

延
長
保

育

一

時
預
か

り

そ

の
他

無

回
答

全体 569 20.9 3.0 62.9 9.3 0.5 0.0 3.5 2.6 0.0 1.2 1.6 1.6 1.2 0.2
０歳 3 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

１歳 43 0.0 0.0 67.4 0.0 4.7 0.0 14.0 7.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.7 0.0
２歳 71 0.0 0.0 84.5 1.4 1.4 0.0 5.6 5.6 0.0 1.4 1.4 1.4 1.4 0.0
３歳 91 12.1 0.0 69.2 11.0 0.0 0.0 5.5 1.1 0.0 3.3 4.4 2.2 1.1 0.0

４歳 137 31.4 4.4 55.5 11.7 0.0 0.0 2.9 2.2 0.0 0.0 2.2 0.0 0.7 0.0
５歳 123 27.6 5.7 59.3 11.4 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 1.6 0.8 1.6 0.8 0.0

６歳 86 30.2 3.5 54.7 14.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0
全体 569 20.9 3.0 62.9 9.3 0.5 0.0 3.5 2.6 0.0 1.2 1.6 1.6 1.2 0.2

ひとり親 41 7.3 2.4 82.9 4.9 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0

共働き（両親ともフルタイム） 205 1.5 0.0 87.8 4.9 1.0 0.0 4.9 2.4 0.0 1.5 2.9 1.0 0.0 0.0
共働き（フルタイム×パート） 197 20.3 6.1 62.9 8.1 0.0 0.0 5.1 3.0 0.0 1.0 1.0 1.5 0.5 0.0

専業主婦（夫） 105 64.8 3.8 5.7 21.9 1.0 0.0 0.0 2.9 0.0 1.9 0.0 1.9 5.7 1.0

共働き（パート×パート） 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無業×無業 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

年
齢
別

就
労
状

況
別
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〔３〕利用時間（就学前のみ） 

【 就学前：問16-2／小学生：-  】  

 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、どのくらい利用して

いますか。また、希望としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり何日、

１日当たり何時間（何時から何時まで）かを、（ ）内に具体的な数字でご記入

ください。時間は、必ず （例）9時～18時のように24時間制でご記入ください。 

 

就学前  

■１週当たりの利用日数          ■１日当たりの利用時間 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■開始時間                ■終了時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平日、定期的に利用している教育・保育の事業の１週当たりの利用日数は、「５日」

が、現在では 91.7%、希望では 73.8%と最も多くなっています。１日当たりの利用

時間は、「８時間」が、現在では 22.7%、希望では 16.0%と最も多くなっています。 

開始時間は、「８時」が、現在では 45.7%、希望では 35.5%と最も多く、終了時間

は、「16 時」が、現在では 26.7%、希望では 21.6%と最も多くなっています。 

0.9 

1.1 

0.7 

1.8 

91.7 

2.6 

0.2 

1.1 

0.4 

0.5 

0.7 

1.1 

73.8 

6.9 

0.0 

16.7 

0 20 40 60 80 100

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

(%)
(N=569)

現在 希望

0.0 

7.6 

45.7 

43.9 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

1.4 

0.2 

9.5 

35.5 

35.3 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19.0 

0 10 20 30 40 50

６時以前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時以降

無回答

(%)
(N=569)

現在 希望

0.2 

1.2 

0.2 

25.1 

2.6 

26.7 

20.9 

19.7 

1.8 

0.2 

1.4 

0.2 

0.5 

0.2 

5.4 

11.2 

21.6 

19.7 

15.6 

5.6 

0.9 

19.0 

0 10 20 30

11時以前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

(%)
(N=569)

現在 希望

2.4 

21.4 

4.6 

13.9 

22.7 

14.6 

14.8 

3.7 

0.4 

1.6 

0.9 

4.9 

10.5 

14.9 

16.0 

13.5 

12.3 

5.8 

2.7 

18.5 

0 10 20 30

４時間以下

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

無回答

(%)
(N=569)

現在 希望
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〔４〕実施場所（就学前のみ） 

【 就学前：問16-3／小学生：-  】  

 現在、利用している教育・保育事業の実施場所についてうかがいます。当ては

まる中学校区の番号１つに○をつけてください。なお、（ ）内は小学校区名で

す。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平日、定期的に利用している教育・保育事業の実施場所は、「東（城東、佐和山、旭

森）」が 24.1%と最も多くなっています。 

 

〔５〕利用している理由（就学前のみ） 

【 就学前：問16-4／小学生：-  】  

 平 日に 定 期的 に教 育・ 保育 の 事業 を利 用さ れて い る理 由に つい てう か がい ま

す。主な理由として当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平日、定期的に教育・保育事業を利用している理由は、「子育て（教育を含む）をし

ている方が現在就労している」が 71.9%と最も多くなっています。 

54.8 

71.9 

1.2 

0.7 

1.9 

0.0 

1.6 

0.7 

57.1 

59.9 

3.3 

1.9 

1.6 

0.2 

2.5 

1.2 

0 20 40 60 80

今回調査（H30） 前回調査（H25）

子どもの教育や発達のため

子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している

子育て（教育を含む）をしている方が就労予定である
／求職中である

子育て（教育を含む）をしている方が家族・親族などを
介護している

子育て（教育を含む）をしている方が病気や障害がある

子育て（教育を含む）をしている方が学生である

その他

無回答

(MA%)
(N=569)

24.1 

10.7 

21.1 

8.6 

16.5 

2.3 

11.2 

1.4 

2.8 

1.2 

0 10 20 30

東（城東、佐和山、旭森）

西（城西、城北）

中央（平田、金城）

南（城南、城陽、若葉、亀山）

彦根（高宮、河瀬）

鳥居本（鳥居本）

稲枝（稲枝東・北・西）

市外

わからない

無回答

(%)
(N=569)
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〔６〕利用していない理由（就学前のみ） 

問16で「利用していない」を選んだ方のみ 

【 就学前：問16-5／小学生：-  】  

 利用していない理由は何ですか。理由としてもっとも当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■利用したい時の子どもの年齢 

 
 
 
 
 
 

平日、定期的に教育・保育事業を「利用していない」とお答えの方に、その理由を

たずねたところ、「（子どもの父親か母親が就労していないなどの理由で）利用する必

要がない」が 53.0%と最も多くなっています。 

また、利用していない理由として、「子どもがまだ小さいため」とお答えの方に、子

どもが何歳になったら利用したいかをたずねたところ、「３歳」が 53.1%と最も多く

なっています。 

53.0 

6.1 

0.4 

15.9 

6.4 

0.4 

2.3 

37.1 

9.1 

1.1 

52.0 

10.2 

0.3 

11.1 

9.8 

0.6 

0.9 

50.5 

8.0 

0.3 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=264)

前回調査（H25）

(N=325)

（子どもの父親か母親が就労していないなどの理由で）
利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

その他

無回答

(MA%)

（%）
N １

歳

２

歳

３

歳

４

歳

５

歳
以

上

無

回
答

98 8.2 15.3 53.1 19.4 0.0 4.1
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〔７〕今後利用したい事業（就学前のみ） 

【 就学前：問17／小学生：-  】  

 現在、利用している、利用していないにかかわらず、お子さんの平日の教育・

保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えください。当

てはまる番号すべてに○をつけてください。なお、これらの事業の利用には、一

定の利用者負担が発生します。認可保育所の場合、世帯収入に応じた利用料が設

定されています。 

 
就学前 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.5 

22.4 

65.7 

32.0 

8.0 

2.4 

9.1 

1.7 

4.2 

7.4 

13.5 

25.3 

2.0 

1.2 

45.0 

19.8 

61.6 

20.3 

9.8 

3.1 

8.8 

1.1 

2.3 

6.2 

16.5 

20.7 

1.3 

1.0 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

幼稚園（通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育（保育ママ）

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

保育所の延長保育

一時預かり

その他

無回答

(MA%)
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【年齢別・就労形態別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日、定期的な教育・保育事業の利用希望については、「認可保育所」が 65.7%と

最も多く、次いで、「幼稚園（通常の就園時間の利用）」が 40.5%、「認定こども園」

が 32.0%となっています。 

 

 

（MA%）
N 幼

稚
園

幼

稚
園
の

預
か
り

保

育 認

可
保
育

所

認

定
こ
ど

も
園

小

規
模
な

保
育
施

設

家

庭
的
保

育
（

保

育

マ

マ
）

事

業
所
内

保
育
施

設

そ

の
他
の

認
可
外

の

保

育
施
設

居

宅
訪
問

型
保
育

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ
ー

保

育
所
の

延
長
保

育

一

時
預
か

り

そ

の
他

無

回
答

全体 835 40.5 22.4 65.7 32.0 8.0 2.4 9.1 1.7 4.2 7.4 13.5 25.3 2.0 1.2
０歳 42 45.2 23.8 76.2 33.3 14.3 2.4 11.9 0.0 0.0 7.1 21.4 35.7 0.0 0.0

１歳 139 38.1 18.7 71.9 41.7 15.1 2.2 12.2 2.2 6.5 5.0 15.1 28.8 2.2 2.2
２歳 146 46.6 21.9 69.2 33.6 8.2 3.4 8.2 0.0 6.2 7.5 15.1 26.0 2.7 2.1
３歳 140 42.1 25.0 62.1 35.0 7.9 2.1 7.1 0.7 1.4 12.1 10.0 30.7 2.1 0.7

４歳 141 39.0 25.5 66.0 27.0 5.0 2.1 9.2 2.8 5.0 5.7 14.9 23.4 1.4 0.7
５歳 123 31.7 18.7 65.9 22.8 3.3 0.8 6.5 2.4 2.4 6.5 8.1 17.9 2.4 0.0

６歳 86 41.9 22.1 52.3 32.6 5.8 3.5 10.5 3.5 5.8 8.1 15.1 16.3 2.3 0.0
全体 835 40.5 22.4 65.7 32.0 8.0 2.4 9.1 1.7 4.2 7.4 13.5 25.3 2.0 1.2

ひとり親 44 13.6 4.5 81.8 15.9 4.5 2.3 6.8 2.3 4.5 4.5 13.6 20.5 4.5 0.0

共働き（両親ともフルタイム） 270 14.4 7.0 89.6 27.8 8.5 1.1 11.1 1.9 5.6 10.7 25.9 26.3 1.9 0.4
共働き（フルタイム×パート） 221 36.2 19.0 71.0 28.1 8.6 3.2 9.5 0.9 5.0 5.9 11.3 20.4 1.4 2.3

専業主婦（夫） 244 73.8 43.9 33.6 42.6 8.2 2.9 7.4 2.5 2.5 7.0 3.7 31.1 2.5 0.8

共働き（パート×パート） 2 50.0 0.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無業×無業 1 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0

年
齢
別

就
労
状

況
別
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〔８〕利用したい場所（就学前のみ） 

【 就学前：問17-1／小学生：-  】  

 教育・保育事業を利用したい場所についてうかがいます。当てはまる中学校区

の番号すべてに○をつけてください。なお、（ ）内は小学校区名です。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日、定期的な教育・保育事業を利用したい場所は、「東（城東、佐和山、旭森）」

が 27.9%と最も多くなっています。 

 

〔９〕幼稚園の利用の強い希望（就学前のみ） 

問17で「１．幼稚園（通常の就園時間の利用）」または「２．幼稚園の預かり保育」

を選び、かつ3～12も選んだ方のみ 

【 就学前：問17-2／小学生：-  】  

 特に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を強

く希望しますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

幼稚園の利用を希望されている方に、特に幼稚園の利用を強く希望するかたずねた

ところ、「はい」が 54.6%、「いいえ」が 40.4%となっています。 

 

54.6 40.4 5.0 

はい（幼稚園の強い利用希望あり） いいえ（なし） 無回答

就学前
(N=218)

(%)
0 20 40 60 80 100

27.9 

13.7 

23.1 

11.3 

19.9 

2.8 

11.1 

1.4 

5.5 

1.7 

0 10 20 30

東（城東、佐和山、旭森）

西（城西、城北）

中央（平田、金城）

南（城南、城陽、若葉、亀山）

彦根（高宮、河瀬）

鳥居本（鳥居本）

稲枝（稲枝東・北・西）

市外

わからない

無回答

(MA%)
(N=835)
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〔10〕幼稚園の利用を強く希望する理由（就学前のみ） 

問17-２で「はい」を選んだ方のみ 

【 就学前：問17-３／小学生：-  】  

 幼稚園の利用を強く希望する理由は何ですか。 

 
教育がしっかりしている（34 件） 

・ 保 育 内 容の 充 実 、 教 育 面 が し っ かり し て い る か ら 。  

・ 教 員 免 許の あ る 先 生 方 が み て く ださ る 環 境 の よ さ に 保 育 との 差 を 感 じ る か ら 。  

・ 幼 稚 園 は学 び 、 保 育 園 は 遊 び と いう イ メ ー ジ が あ る の で 何と な く 幼 稚 園 寄 り で す 。  

・ 就 学 に 向け て 、 幼 稚 園 で の 生 活 や教 育 が い い と 考 え る の で。  

幼稚園のほうが安心できる（6 件） 

・ 一 番 安 心出 来 そ う 。  

・ 信 頼 の おけ る 園 で 子 ど も を 見 て もら い た い か ら 。  

子どもの発達や成長のため（5 件） 

・ 子 ど も の発 達 の た め 。  

集団生活を通して社会性を身につける（27 件） 

・ 他 の お 子さ ん と の 交 流 や 団 体 行 動を さ せ た い 。  

・ 協 調 性 を身 に つ け さ せ た い 。  

・ 子 に 社 会性 を 学 ば せ る の に 理 想 的だ と 考 え て い る か ら 。  

・ コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ン 能 力 を つ け るた め 。  

・ 集 団 教 育の 場 と し て 、 小 学 校 入 学の 準 備 に な る 。  

子どもと関わる時間を大切にしたい（17 件） 

・ 子 ど も との 関 わ る 時 間 も 大 事 に して い き た い の で 幼 稚 園 を利 用 し ま す 。  

・ 働 か ず に子 ど も が 小 さ い う ち は 見ら れ た ら 一 番 だ と 思 う 。  

・ 子 ど も の成 長 を 親 が 毎 日 見 た い と思 っ て い る の で 保 育 園 の利 用 は 最 小 限 に し た い 。  

・ 子 育 て 及び 、 家 事 に 専 念 し た い と考 え て い る た め 。  

・ 子 ど も と一 緒 に い る 時 間 を 大 切 にし た い か ら 。  

子どもの負担が少ない（3 件） 

・ 子 ど も にと っ て 負 担 の な い 程 度 の保 育 時 間 で あ る た め 。  

・ 放 課 後 、友 達 と 遊 ぶ 時 間 が あ る から 。  

保護者同士のつながりができる（3 件） 

・ 保 護 者 のつ な が り が 、 他 の 施 設 より も あ る の で 安 心 で き る。  

・ 母 も 子 も横 の つ な が り が 出 来 る 。  

経済的な負担が少ない（25 件） 

・ 経 済 負 担が 少 な い 。  

・ 低 予 算 の短 時 間 保 育 を 希 望 し て いる 。  

・ 保 育 園 は保 育 料 が 高 い イ メ ー ジ があ り 、 負 担 が 大 き い 。  

・ 保 育 園 より も 料 金 が 低 い か ら 。  

・ 保 育 料 が高 す ぎ て 保 育 所 に 入 ら れな い 。  

フルタイムで就労していないため（13 件） 

・ 仕 事 を して い な い の で 。  

・ 保 育 園 の様 に 両 親 が 働 か な い と 入れ な い と い う 事 が な い ため 。  
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・ フ ル タ イム で の 勤 務 予 定 が な い ので 、 幼 稚 園 で 良 い か と 考え て お り ま す 。  

・ 今 妊 娠 中で 就 労 の 予 定 も な く 保 育園 に は 入 れ な い た め 。  

・親 の 就 労 に 関 係な く 保 育 所 や こ ども 園 を 利 用 で き る の で あれ ば 、選 択 肢 は 広 が る が 、現 状で は 確

実 に 行 け る幼 稚 園 を 利 用 す る 他 な い。  

就労するため（15 件） 

・ 働 き た いか ら 。  

・ 就 労 が 可能 に な る か ら で す 。  

・14 時 ま で だ と 短い し 、 仕 事 を する の に 預 り を し た ら 少 しは 長 く 働 く こ と が で き るか ら 。  

・ 就 労 場 所を さ が す 場 合 、 働 け る 範囲 が 広 が る か ら 。  

・ 共 働 き のた め 、 子 ど も の 面 倒 を 見て く れ る 人 が い な い か ら。  

預かり保育について（9 件） 

・ パ ー ト のあ る 日 に 子 ど も を 預 り 保育 し て も ら え る と と て も助 か る か ら 。  

・き ょ う だい の 用 事 な ど で 時 間 通 りに 迎 え に 行 く 事 が 出 来 ない 場 合 な ど 預 か り 保 育 があ る と 助 か る

か ら 。  

・ 通 常 の 幼稚 園 の 時 間 で は お 迎 え の時 間 が 早 く 、 短 時 間 の 仕事 が な か な か 見 つ か ら ない た め 。  

親が休息したり自分の時間を作るため（7 件） 

・ 母 親 の 自由 時 間 確 保 の た め 。 煮 詰ま り 防 止 。  

・ 数 年 後 の再 就 職 に 向 け て 勉 強 中 のた め 、 そ の 時 間 を 確 保 して い た い か ら 。  

・ 親 の 体 調が す ぐ れ な い 時 の 休 息 。  

・ 少 し だ けで も 自 分 の 時 間 が ほ し い。  

きょうだいが通っている、通っていたため（17 件） 

・ 上 の 子 が幼 稚 園 に 通 っ て い る の で、 下 の 子 も 一 緒 の 園 に 入れ た い 。  

・ 兄 が 登 園し て い て 子 ど も に と っ て良 い 環 境 だ と 思 っ た か ら。  

・上 の 子 が 幼 稚 園 で の生 活 の 中 で 大き な 成 長 を 感 じ た か ら。私 自 身 も 保護 者 と の ふ れあ い で 仲 間 が

増 え た と 感じ て い る か ら 。  

自宅から近い、小学校の学区内を希望（8 件） 

・ 学 校 が 同じ 、 ま た は 、 近 く の 学 区の 子 と の 関 わ り が と れ るた め 。  

・ 小 学 校 に入 学 す る 際 に 、 学 区 内 の幼 稚 園 に 通 っ て い た ら 友だ ち が 多 く て 安 心 だ か ら。  

・ 家 か ら 近い 。  

・ 学 区 内 にあ る の で 。  

・ 家 か ら 近く 同 世 代 の 子 ど も た ち との び の び 遊 べ る 。  

・学 区 内 で通 わ せ る に は 、幼 稚 園 し か空 き が な い た め（ 保 育 園は 常 に 空 き が な く 入 れ る 状態 に な い ）。 

その他（20 件） 

・ 保 護 者 も保 育 園 と 関 わ る こ と が でき 、 子 ど も の 教 育 に 参 加で き る 。  

・今 は ま だ ２ 歳 な の で保 育 園 で す が、３ 歳 か ら色 ん な 体 験 がで き る 幼 稚 園 で も よ い のか な と 思 っ て

ま す 。 保 育園 も 幼 稚 園 も 違 い が あ まり 分 か ら な い 。  

・ 保 育 所 は入 園 制 限 が い ろ い ろ あ るた め 、 幼 稚 園 の 方 が 入 園し や す い か ら 。  

・ 希 望 保 育所 に 空 き が な く 、 入 れ なか っ た た め 。  

・ 小 学 校 への ス ム ー ズ な 連 携 は 幼 稚園 の 方 が し や す い 。  
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〔11〕幼児教育・保育の無償化による希望の変化（就学前のみ） 

【 就学前：問17-4／小学生：-  】  

 2019年10月から幼児教育・保育の無償化が実施される予定です。幼児教育・

保育の無償化が実現したら、利用を希望する施設が変わりますか。無償化前と無

償化後で希望する施設をそれぞれ１つずつ選んでください。当てはまる番号１つ

ずつに○をつけてください。 

 ※幼児教育・保育の無償化では、3～5歳児の保育料が無償に、０～２歳児の保

育料は住民税非課税世帯のみが無償化になることなどが検討されています。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

 

 

無償化後の希望を、無償化前の希望と比較すると、「幼稚園・認定こども園（幼稚園

機能）」が 5.4 ポイント少なく、「保育所・認定こども園（保育所機能）」が 7.9 ポイン

ト多くなっています。 

 

33.5 55.2 5.1 6.1 

幼稚園・認定こども園（幼稚園機能）

保育所・認定こども園（保育所機能）

利用の希望はない

無回答

無償化前の希望

(N=835)

28.1 63.1 5.7 3.0 無償化後の希望

(%)
0 20 40 60 80 100
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６ 地域の子育て支援事業の利用状況  

〔１〕地域子育て支援拠点事業の利用状況（就学前のみ） 

【就学前：問18／小学生：問-】  

 お子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相

談をしたり、情報提供を受けたりする場で、地域子育て支援センターとして「き

らきらひろば」「まんまるひろば」「チャチャチャひろば」等と呼ばれています）

を利用していますか。次の中から、利用されているものすべてに○をつけてくだ

さい。また、おおよその利用回数（頻度）を（ ）内に数字でご記入ください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子育て支援拠点事業の利用状況については、26.7%の方が利用しています。 

１週当たりの利用回数は、「１回」が 13.5%と最も多くなっています。 

１ヶ月当たりの利用回数は、「１回」が 41.3%と最も多くなっています。 

 

26.7 

6.5 

69.1 

2.0 

21.3 

7.8 

73.9 

1.6 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

地域子育て支援拠点事業（親子が集まっ
て過ごしたり、相談をする場）

その他彦根市で実施している類似の事業

利用していない

無回答

(MA%)

（%）

N １

回

２

回

３

回

４

回

５

回

以

上

無

回

答

週当たり 223 13.5 9.0 2.7 2.2 0.9 71.7

月当たり 223 41.3 21.5 6.3 9.9 17.9 3.1

週当たり 54 14.8 5.6 3.7 0.0 0.0 75.9

月当たり 54 61.1 7.4 1.9 9.3 13.0 7.4

地域子育て支援拠点事業

その他彦根市で実施して

いる類似の事業
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〔２〕地域子育て支援拠点事業の今後の利用意向（就学前のみ） 

【 就学前：問19／小学生：- 】  

 問18のような地域子育て支援拠点事業について、今は利用していないが、でき

れば今後利用したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはま

る番号１つに○をつけて、おおよその利用回数（頻度）を（ ）内に数字でご記

入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生する場合

があります。 

 

就学前 

 

 

 

 

 

 

■希望利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子育て支援拠点事業の今後の利用意向については、「新たに利用したり、利用日

数を増やしたいとは思わない」が 69.0%と最も多くなっています。 

「利用していないが、今後利用したい」とお答えの方の、１週当たりの利用希望回

数は、「１回」が 19.4%と最も多くなっています。１ヶ月当たりの利用希望回数は、「１

回」が 42.7%と最も多くなっています。 

 

 

 

 

12.3 12.9 69.0 5.7 

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

無回答

全体
(N=835)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）

N １

回

２

回

３

回

４

回

５

回

以

上

無

回

答

週当たり 103 19.4 4.9 1.0 1.0 1.0 72.8

月当たり 103 42.7 21.4 5.8 12.6 7.8 9.7

週当たり 108 24.1 11.1 2.8 0.9 0.9 60.2

月当たり 108 10.2 20.4 9.3 22.2 24.1 13.9

利用していないが、

今後利用したい

すでに利用しているが、

今後利用日数を増やした
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〔３〕子育て支援サービスの認知度、利用度、利用希望（就学前のみ） 

【 就学前：問20／小学生：- 】  

 彦根市には次のような子育て支援サービスがありますが、知っていたり、利用

したことはありますか。また、今後利用したいと思いますか。サービスごとにＡ、

Ｂ、Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれかに○をつけてください。 

 

就学前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根市の子育て支援サービスの認知度、利用経験、利用意向については、認知度で

は、「①パパママ学級」が 85.5%と最も多くなっています。利用経験では、「⑲子育て

ガイドブック」が 37.1%と最も多くなっています。利用意向では、「⑧地域子ども文

庫・地域親子文庫」が 52.3%と最も多くなっています。 

33.7 

36.5 

11.1 

29.9 

22.2 

13.3 

15.4 

27.1 

28.7 

2.3 

13.7 

23.7 

34.1 

7.1 

2.5 

0.7 

0.5 

2.0 

37.1 

17.6 

6.8 

26.0 

36.7 

10.1 

25.6 

17.4 

13.3 

16.2 

25.1 

16.9 

3.3 

7.4 

35.0 

31.9 

11.1 

3.1 

1.6 

1.6 

30.7 

0 10 20 30 40
(%)

利用したことがある

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

17.2 

38.2 

51.5 

23.4 

36.8 

33.3 

25.6 

52.3 

42.0 

23.7 

18.7 

29.2 

22.8 

26.0 

31.7 

31.6 

21.2 

18.8 

45.3 

33.9 

26.7 

22.7 

44.5 

54.8 

29.8 

44.6 

43.8 

32.1 

56.0 

45.5 

33.7 

23.9 

40.6 

31.1 

42.7 

42.3 

39.6 

28.3 

51.2 

0 20 40 60
(%)

今後利用したい

85.5 

71.7 

46.2 

78.4 

59.6 

39.3 

57.5 

59.5 

69.9 

53.3 

77.7 

72.0 

78.2 

49.5 

38.4 

29.0 

76.8 

24.4 

63.1 

63.2 

50.3 

81.3 

70.2 

45.7 

69.7 

55.2 

36.2 

61.6 

58.5 

64.4 

51.5 

66.3 

72.2 

73.9 

63.1 

39.2 

31.9 

75.1 

59.2 

0 20 40 60 80 100

知っている

①パパママ学級

②すくすく教室・のびのび教室

③親子体操教室・チビッコ体操教室

④赤ちゃんサロン

⑤保育所の園庭開放

⑥幼稚園の「遊び広場」

⑦子育てサークル活動・ひろば活動

⑧地域子ども文庫・地域親子文庫

⑨子育て相談～就学前～

⑩児童家庭相談

⑪民生委員児童委員・主任児童委員

⑫乳幼児個別相談

⑬離乳食教室

⑭子育て世代包括支援センター電話相談
※前回子育てHOTライン

⑮子育て相談～幼児・児童・生徒～

⑯子どもと親の悩みの相談

⑰虐待相談

⑱子ども・若者総合相談センター
※前回なし

⑲子育てガイドブック

⑳発達相談
※前回なし

㉑ことばの相談
※前回なし

(%)
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〔４〕学習支援・子育て支援サービスの認知度、利用度、利用希望（小学生のみ） 

【 就学前：-／小学生：問24 】  

 彦根市には次のような学習支援・子育て支援サービスがありますが、知ってい

たり、利用したことはありますか。また、今後利用したいと思いますか。サービ

スごとにＡ、Ｂ、Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれかに○をつ

けてください。 

 

小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根市の学習支援・子育て支援サービスの認知度、利用経験、利用意向については、

認知度では、「⑧虐待相談」が 78.6%と最も多くなっています。利用経験では、「③地

域子ども教室」が 19.8%と最も多くなっています。利用意向では、「②サイエンスプ

ロジェクト」が 57.7%と最も多くなっています。 

 

19.0 

40.5 

42.6 

14.3 

77.2 

62.4 

45.0 

78.6 

15.3 

48.7 

67.5 

17.1 

37.0 

36.5 

11.5 

83.2 

59.1 

48.3 

79.6 

45.0 

0 20 40 60 80 100

①適応指導教室「オアシス」

②サイエンスプロジェクト

③地域子ども教室

④青少年立ち直り支援センター

⑤いじめ相談ホットライン

⑥子育て相談～幼児・児童・生徒～

⑦子どもと親の悩みの相談

⑧虐待相談

⑨子ども・若者総合相談センター
※前回なし

⑩子育てガイドブック

⑪発達相談（発達支援センター）
※前回なし

(%)

知っている

0.8 

8.2 

19.8 

0.0 

1.1 

7.9 

2.6 

0.5 

0.0 

16.9 

16.1 

0.0 

2.9 

17.5 

0.5 

0.7 

3.4 

1.9 

1.4 

13.2 

0 10 20 30

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(%)

利用したことがある

21.4 

57.7 

56.6 

25.7 

40.7 

40.5 

38.9 

28.0 

19.8 

41.5 

29.4 

14.9 

43.5 

47.4 

17.5 

32.9 

29.8 

29.8 

26.4 

38.2 

0 20 40 60
(%)

今後利用したい
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（%）

N ６

時

７

時

８

時

９

時

1

0

時

1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

以

降

無

回

答

土曜日 274 0.0 10.6 40.1 38.3 5.1 0.4 0.0 0.7 0.0 0.4 4.4

日曜日・祝日 134 0.0 11.9 42.5 32.1 5.2 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7 6.0

（%）

N 1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

1

6

時

1

7

時

1

8

時

1

9

時

2

0

時

以

降

無

回

答

土曜日 274 0.4 4.7 4.4 6.6 10.2 15.7 24.5 23.0 5.1 0.4 5.1

日曜日・祝日 134 0.0 2.2 0.0 3.0 8.2 17.2 27.6 27.6 7.5 0.0 6.7

７ 土日・祝日、長期休業中の「定期的」な幼稚園・保育所等の利用希望（就学前のみ） 

〔１〕土日・祝日の、定期的な教育・保育事業の利用希望（就学前のみ） 

【 就学前：問21／小学生：- 】  

 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の事

業の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。希望がある場合は、利

用したい時間帯を、（例）9時～18時のように24時間制でご記入ください。なお、

これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

  ※教育・保育事業とは、保育所、幼稚園、認可外保育施設などの事業を指し

ますが、親族・知人による預かりは含みません。  

 
就学前 

■土曜日 

 
 
 

 

■日曜日・祝日 

 
 
 
 
 
 
■利用希望開始時間 

 
 
 
 
■利用希望終了時間 

 
 
 
 
 

土曜日と日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望については、「利用する

必要はない」が、土曜日では 65.1%、日曜日・祝日では 81.8%と最も多くなってい

ます。 

利用希望時間については、利用希望開始時間は、「８時」が土曜日では 40.1%、日

曜日・祝日では 42.5%と最も多くなっています。利用希望終了時間は、土曜日では「17

時」が 24.5%と最も多く、日曜日・祝日では「17 時」、「18 時」がそれぞれ 27.6%

と最も多くなっています。 

65.1 

68.5 

6.6 

8.7 

26.2 

20.8 

2.0 

2.0 

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

81.8 

81.5 

1.9 

4.0 

14.1 

12.0 

2.2 

2.5 

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔２〕毎週ではなく、たまに利用したい理由（就学前のみ） 

問21で、「３．月に１～２回は利用したい」を選んだ方のみ 

【 就学前：問21-1／小学生：- 】  

 毎週ではなく、たまに利用したい理由はなんですか。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

土曜日と日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用を「月に１～２回は利用し

たい」とお答えの方に、毎週ではなく、たまに利用したい理由をたずねたところ、「月

に数回仕事が入るため」が 70.4%と最も多くなっています。 

 
 

〔３〕夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用希望（就学

前のみ） 

「幼稚園」を利用されている方のみ 

【 就学前：問22／小学生：- 】  

 お子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育の事業

の利用を希望しますか。希望がある場合は、利用したい時間帯を、 (例)9時～18

時のように24時間制でご記入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の

利用者負担が発生します。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 

35.3 

46.0 

10.1 

14.3 

52.1 

36.5 

2.5 

3.2 

利用する必要はない

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい 無回答

今回調査（H30）
(N=119)

前回調査（H25）
(N=189)

(%)
0 20 40 60 80 100

70.4 

31.7 

2.5 

26.3 

9.2 

1.3 

0 20 40 60 80

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事をまとめて済
ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

無回答

(MA%)
(N=240)



Ⅱ-１．就学前児童調査・小学生児童調査 

- 47 - 

■利用希望開始時間 

 
 
 
 
■利用希望終了時間 

 
 
 
 

夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の定期的な教育・保育事業の利用希望につい

ては、「休みの期間中、週に数日利用したい」が 52.1%と最も多くなっています。 

利用希望時間については、利用希望開始時間は、「９時」が 78.4%と最も多くなっ

ています。利用希望終了時間は、「15 時」が 33.8%と最も多くなっています。 

 
 

〔４〕毎日ではなく、たまに利用したい理由（就学前のみ） 

問22で、「３．週に数日利用したい」を選んだ方のみ 

［就学前：問22-１／小学生：- ］ 

 毎日ではなく、たまに利用したい理由はなんですか。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

 
就学前 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の定期的な教育・保育事業の利用を「週に数

日利用したい」とお答えの方に、毎日ではなく、たまに利用したい理由をたずねたと

ころ、「買い物等の用事をまとめて済ませるため」が 58.1%と最も多くなっています。 

 

46.8 

58.1 

3.2 

50.0 

14.5 

0.0 

0 20 40 60 80

週に数回仕事が入るため

買い物等の用事をまとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

無回答

(MA%)
(N=62)

（%）

N ６

時

７

時

８

時

９

時

1

0

時

1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

以

降

無

回

答

74 0.0 0.0 16.2 78.4 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

（%）

N 1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

1

6

時

1

7

時

1

8

時

1

9

時

2

0

時

以

降

無

回

答

74 1.4 5.4 4.1 27.0 33.8 16.2 8.1 2.7 0.0 0.0 1.4
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８ 病気の際の対応  

〔１〕１年間に子どもが病気やケガで通常の利用ができなかったことの有無 

就学前は平日に幼稚園・保育所等を利用している方のみ 

【 就学前：問23／小学生：問22 】 

 この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかった

ことはありますか／病気やケガで学校を休んだことはありますか。 

 
就学前 

 

 

 

 

小学生  

 
 
 
 
 

平日に幼稚園・保育所等を利用している方に、この１年間に病気やケガで通常の利

用ができなくなったことの有無をたずねたところ、就学前では、「あった」が 75.6%

と多くなっています。小学生では、病気やケガで学校を休んだことが「あった」が 70.9%

と多くなっています。 

 
 
 

75.6 21.6 2.8 

あった なかった 無回答

就学前
(N=569)

(%)
0 20 40 60 80 100

70.9 28.6 0.5 

あった なかった 無回答

小学生
(N=378)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔２〕子どもが病気やケガで普段利用している施設や事業が利用できなかった場

合に、この１年間に行った対処方法 

問23／問22で「あった」を選んだ方のみ 

【 就学前：問23-1／小学生：問22-1】 

 お子さんが病気やケガで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかっ

た場合に／病気やケガで学校を休んだ場合に、この１年間に行った対処方法とし

て当てはまる記号すべてに○をつけ、それぞれの日数も（ ）内に数字でご記入

ください（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。）。 

 

就学前  小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■子どもが病気やケガの際の対処方法別の日数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかった／病気やケガで学校を休ん

だことが「あった」とお答えの方に、この１年間に行った対処方法についてたずねた

ところ、「イ．母親が仕事を休んだ」が就学前では 56.5%、小学生では 65.7%と最も

多くなっています。 

「イ．母親が仕事を休んだ」とお答えの方の平均日数は、就学前では 7.2 日、小学

生では 3.5 日となっています。 

27.0 

56.5 

37.7 

0.5 

19.1 

6.0 

2.6 

8.8 

19.4 

67.9 

35.4 

2.3 

20.6 

3.0 

4.7 

2.3 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=430)

前回調査（H25）

(N=427)

ア．父親が仕事を休んだ

イ．母親が仕事を休んだ

ウ．親族や知人に預けた（同居者を含む）

エ．子どもだけで留守番をさせた

オ．就労していない保護者が世話をした

カ．病児・病後児の保育サービスを利用した

キ．その他

無回答

(MA%)
16.0 

65.7 

24.6 

9.0 

17.5 

0.7 

4.1 

3.4 

7.4 

51.2 

27.0 

8.6 

25.8 

1.6 

3.5 

7.0 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=268)

前回調査（H25）

(N=256)

(MA%)

（日/年）

N 平

均

日

数

N 平

均

日

数

ア．父親が仕事を休んだ 114 4.8 43 1.7

イ．母親が仕事を休んだ 235 7.2 171 3.5

ウ．親族や知人に預けた（同居者を含む） 159 5.5 64 3.0

エ．子どもだけで留守番をさせた 2 4.0 24 2.3

オ．就労していない保護者が世話をした 79 8.3 43 3.2

カ．病児・病後児の保育サービスを利用した 25 2.5 2 1.0

キ．その他 8 7.6 11 2.2

就学前 小学生
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〔３〕病児・病後児保育の利用希望 

問23-１／問22-１で「ア．父親が仕事を休んだ」「イ．母親が仕事を休んだ」の

いずれかを選んだ方のみ 

【 就学前：問23-2／小学生：問22-2 】 

 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われ

ましたか。当てはまる番号１つに○をつけ、日数についても（ ）内に数字でご

記入ください。なお、病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料が

かかり、利用前に医師の受診が必要となります。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
小学生 

 
 
 
 
 
 
■病児・病後児保育施設等を利用したい方の利用希望日数 

 
 
 
 
 
 
 

父親または母親が休んだとお答えの方に、「できれば病児・病後児のための保育施設

等を利用したい」と思ったかをたずねたところ、「利用したいとは思わない」が就学前

では 63.9%、小学生では 83.7%と最も多くなっています。 

病児・病後児のための保育施設等を利用したいとお答えの方の利用希望日数は、就

学前では「10 日以上」が 21.2%と最も多く、小学生では「1 日」が 27.6%と最も多

くなっています。 

 

35.4 

32.7 

63.9 

66.0 

0.7 

1.3 

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 利用したいとは思わない 無回答

今回調査（H30）
(N=280)

前回調査（H25）
(N=303)

(%)
0 20 40 60 80 100

15.8 

12.7 

83.7 

87.3 

0.5 

0.0 

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 利用したいとは思わない 無回答

今回調査（H30）
(N=184)

前回調査（H25）
(N=134)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）

N １

日

２

日

３

日

４

日

５

日

６

日

７

日

８

日

９

日

1

0

日

以

上

無

回

答

就学前 99 15.2 10.1 19.2 1.0 17.2 0.0 3.0 0.0 0.0 21.2 13.1

小学生 29 27.6 17.2 17.2 6.9 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 24.1
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〔４〕利用したいと思わない理由 

問23-2／問22-2で「利用したいと思わない」を選んだ方のみ 

【 就学前：問23-3／小学生：問22-3 】 

 そう思われる理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 
就学前 小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病児・病後児のための保育施設等について「利用したいとは思わない」とお答えの

方に、利用したいと思わない理由をたずねたところ、「親が仕事を休んで対応する」が

就学前では 62.6%、小学生では 60.4%と最も多くなっています。 

 

 

43.0 

7.8 

15.6 

27.4 

19.0 

62.6 

24.0 

0.6 

45.0 

12.0 

16.5 

32.0 

13.0 

51.0 

19.0 

1.5 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=179)

前回調査（H25）

(N=200)

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

事業の質に不安がある

事業の利便性（立地や利用可能時間日数な
ど）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

無回答

(MA%)
35.7 

4.5 

18.8 

15.6 

17.5 

60.4 

14.9 

3.2 

45.3 

9.4 

25.6 

26.5 

11.1 

50.4 

16.2 

1.7 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=154)

前回調査（H25）

(N=117)

(MA%)



Ⅱ-１．就学前児童調査・小学生児童調査 

- 52 - 

〔５〕できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たいと思ったか 

問23-1/問22-1で「ウ」から｢キ｣のいずれかを選んだ方のみ 

【 就学前：問23-4／小学生：問22-4 】 

 その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか。

当てはまる番号１つに○をつけ、「ウ」から「キ」の日数のうち仕事を休んで看

たかった日数についても数字でご記入ください。 

 

就学前 

 

 

 

 

 

 

小学生 

 

 

 

 

 

 

 

■仕事を休んで看たかった日数 

 

 

 

 

 

 

父親・母親が休まなかったとお答えの方に、「できれば父母のいずれかが仕事を休

んで看たい」と思われたかたずねたところ、「できれば仕事を休んで看たい」が就学

前では 46.4%、小学生では 52.8%と最も多くなっています。 

できれば仕事を休んで看たかったとお答えの方の、仕事を休んで看たかった日数

は、就学前では「３日」が 21.1%と最も多く、小学生では「１日」が 32.0%と最

も多くなっています。 

46.4 

40.1 

28.3 

25.8 

25.3 

34.1 

できれば仕事を休んで看たい

休んで看ることは非常に難しい

無回答

今回調査（H30）
(N=265)

前回調査（H25）
(N=267)

(%)
0 20 40 60 80 100

52.8 

47.2 

18.3 

25.8 

28.9 

27.0 

できれば仕事を休んで看たい

休んで看ることは非常に難しい

無回答

今回調査（H30）
(N=142)

前回調査（H25）
(N=159)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）

N １

日

２

日

３

日

４

日

５

日

６

日

７

日

８

日

９

日

1

0

日

以

上

無

回

答

就学前 123 9.8 15.4 21.1 6.5 15.4 2.4 1.6 0.0 0.8 13.0 13.8

小学生 75 32.0 24.0 16.0 1.3 6.7 0.0 2.7 0.0 0.0 2.7 14.7
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〔６〕休んで看ることは非常に難しいと思われる理由 

問23-4/問22-4で「休んで看ることは非常に難しい」を選んだ方のみ 

【 就学前：問23-5／小学生：問22-5 】 

 そう思われる理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

就学前 小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「休んで看ることは非常に難しい」とお答えの方に、その理由をたずねたところ、「忙

しくて休めない」が就学前では 65.3%、小学生では 53.8%と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

25.3 

6.7 

17.3 

65.3 

16.0 

1.3 

0 20 40 60 80

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

忙しくて休めない

その他

無回答

(MA%)
(N=75)

23.1 

3.8 

23.1 

53.8 

15.4 

0.0 

0 20 40 60
(MA%)

(N=26)
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〔７〕泊りがけで預けなければならなかったことの有無（小学生のみ） 

【 就学前：-／小学生：問23 】 

 この１年間に、保護者の用事などにより、お子さんを泊りがけで預けなければ

ならないことはありましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 

小学生 

 

 

 

 

 

 

 

■対処方法別の日数 

 

 

 

 

 

 

 

■親族・知人に預けた場合の困難度 

 

 

 

 

 

 

この１年間に子どもを泊りがけで預けなければならないことがあったかについて

は、「なかった」が 79.4%と最も多くなっています。 

子ども を泊り がけ で 預けな ければ なら な かった ときの 対処 方 法別の 平均日 数は、

「（同居者を含む）親族・知人に預けた」が 4.9 泊となっています。 

「（同居者を含む）親族・知人に預けた」とお答えの方の、親族・知人に預けた場

合の困難度は、「特に困難ではない」が 56.4%と最も多くなっています。 

 

 

10.9 32.7 56.4 0.0 

非常に困難 どちらかというと困難 特に困難ではない 無回答

小学生
(N=55)

(%)
0 20 40 60 80 100

（泊/年）

N 平

均

日

数

１．（同居者を含む）親族・知人に預けた 49 4.9

２．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 0 0.0

３．仕方なく子どもも同行させた 3 1.3

４．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 0 0.0

５．その他 2 1.5

15.9 

14.4 

79.4 

82.9 

4.8 

2.6 

あった（預け先がみつからなかった場合を含む） なかった 無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔８〕かかりつけ医の有無（就学前のみ） 

【 就学前：問24／小学生：- 】 

 お子さんが病気やケガをした場合の、かかりつけ医はありますか。当てはまる

番号１つに○をつけてください。 

 

就学前 

 

 

 

 

 

 

■かかりつけ医の所在地 

 

 

 

 

 

病気やケガをした場合の、かかりつけ医の有無については、「ある」が 90.2%と

多くなっています。 

かかりつけ医のある方の、かかりつけ医の所在地は、「彦根市内」が 96.7%と多

くなっています。 

 

〔９〕かかりつけ医のいない理由（就学前のみ） 

【 就学前：問24-2／小学生：- 】 

 かかりつけ医のいない理由について伺います。当てはまる番号１つに○をつけ

てください。 

 

就学前 

 

 

 

 

 

 

 

かかりつけ医のいない理由は、「いろいろな医療機関（診療所）にかかっている」

が 55.0%と最も多くなっています。 

 

90.2 

96.5 

2.4 

2.6 

7.4 

0.9 

ある ない 無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=569)

(%)
0 20 40 60 80 100

96.7 

2.8 

0.5 

彦根市内

他の市区町村

無回答

就学前
(N=753)

(%)
0 20 40 60 80 100

55.0 35.0 

0.0 

10.0 0.0 

いろいろな医療機関（診療所）にかかっている

どこをかかりつけ医にすればいいのかがわからない

医療機関（診療所）を受診しない

その他

無回答

就学前
(N=20)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔10〕夜間・休日の小児救急電話相談（＃8000）の認知度（就学前のみ） 

【 就学前：問25／小学生：- 】 

 夜間・休日の小児救急電話相談（＃8000）を知っていますか。当てはまる番

号１つに○をつけてください。 

 

就学前 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日の小児救急電話相談（＃8000）の認知度は、「知っている」が 86.5%

と多くなっています。 

 

〔11〕小児救急電話相談（＃8000）を利用状況（就学前のみ） 

【 就学前：問25-1／小学生：- 】 

 小児救急電話相談（＃8000）を利用したことはありますか。当てはまる番号

１つに○をつけてください。 

 

就学前 

 

 

 

 

 

 

 

小児救急電話相談（＃8000）を利用状況については、利用したことが「ある」が

60.0%と多くなっています。 

 

 

86.5 

88.8 

6.1 

10.0 

7.4 

1.2 

知っている 知らない 無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=569)

(%)
0 20 40 60 80 100

60.0 

54.7 

40.0 

44.4 

0.0 

1.0 

ある ない 無回答

今回調査（H30）
(N=722)

前回調査（H25）
(N=505)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔12〕彦根休日急病診療所の認知度（就学前のみ） 

【 就学前：問26／小学生：- 】 

 日曜・祝日・年末年始に開設している彦根休日急病診療所を知っていますか。

当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 

就学前 

 

 

 

 

 

 

 

日曜・祝日・年末年始に開設している彦根休日急病診療所の認知度については、「知

っている」が 88.3%と多くなっています。 

 

 

〔13〕彦根休日急病診療所の利用状況（就学前のみ） 

【 就学前：問26-1／小学生：- 】 

 彦根休日急病診療所を利用したことはありますか。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

 

就学前 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根休日急病診療所を利用状況については、利用したことが「ある」が 71.2%と

多くなっています。 

 

 

88.3 

94.0 

4.3 

4.9 

7.4 

1.1 

知っている 知らない 無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=569)

(%)
0 20 40 60 80 100

71.2 

72.1 

28.8 

27.5 

0.0 

0.4 

ある ない 無回答

今回調査（H30）
(N=737)

前回調査（H25）
(N=535)

(%)
0 20 40 60 80 100
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９ 不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について（就学前のみ） 

〔１〕リフレッシュ、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している

事業（就学前のみ） 

【 就学前：問27／小学生：- 】 

 お子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、リフレッシュ、

親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業はありますか。あ

る場合は、当てはまる番号すべてに○をつけ、１年間の利用日数（おおよそ）も

（ ）内に数字でご記入ください。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■１年間の利用日数 

 

 
 
 
 
 
 
 

不定期に利用している事業については、「幼稚園の預かり保育」が 7.9%と最も多く

なっています。 

「幼稚園の預かり保育」を利用しているとお答えの方の利用日数は、平均で 10.4 日

となっています。 

 

4.9 

7.9 

0.7 

0.0 

0.2 

1.0 

84.4 

1.4 

4.2 

2.1 

0.6 

0.0 

0.1 

0.6 

90.7 

1.9 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

(MA%)

（日/年）

N 平

均

平

均

１．一時預かり 36 11.4

２．幼稚園の預かり保育 63 10.4

３．ファミリー・サポート・センター 6 13.7

４．夜間養護等事業：トワイライトステイ 0 0.0

５．ベビーシッター 2 31.0

６．その他 8 22.1



Ⅱ-１．就学前児童調査・小学生児童調査 

- 59 - 

〔２〕利用していない理由（就学前のみ） 

問27で「利用していない」を選んだ方のみ 

【 就学前：問27-1／小学生：- 】 

 現在利用していない理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不定期に利用する事業を「利用していない」とお答えの方に、その理由をたずねた

ところ、「特に利用する必要がない」が 73.0%と最も多くなっています。 

 

73.0 

2.0 

7.1 

7.7 

16.6 

13.6 

13.5 

20.6 

5.7 

0.3 

0 20 40 60 80

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

事業の質に不安がある

事業の利便性（立地や利用可能時間・日
数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわ
からない

事業の利用方法（手続き等）がわからな
い

その他

無回答

(MA%)
(N=705)
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〔３〕不定期に利用する事業の利用希望（就学前のみ） 

【 就学前：問28／小学生：- 】 

 お子さんについて、リフレッシュ、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間

何日くらい事業を利用する必要があると思いますか。利用希望の有無について当

てはまる番号・記号すべてに○をつけ、必要な日数をご記入ください（利用した

い日数の合計と、目的別の内訳の日数を（ ）内に数字でご記入ください。）。な

お事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
■利用したい年間日数、目的別の内訳の日数 

 
 
 
 
 
 
 
 
■利用したい方の子どもを預ける場合の望ましい事業形態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

不定期に利用する事業の利用希望については、利用の希望が「ない」が 51.0%と多

くなっています。 

目的別の利用希望日数は、平均で 20.8 日となっています。 

また、「利用したい」とお答えの方に、子どもを預ける場合に望ましいと思われる事

業形態をたずねたところ、「大規模施設（定員 20 人以上）で子どもを預かる事業」が

27.9%と最も多くなっています。 

40.2 

30.9 

51.0 

62.7 

8.7 

6.5 

利用したい ない 無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

（日/年）

N 平

均

日

数

利用したい日数計 314 20.8

①私用（買物、習い事等）、リフレッシュ目的 218 11.3

②冠婚葬祭、子どもの親の通院 138 6.8

③不定期の就労 90 26.4

④その他 43 7.8

27.9 

22.5 

9.6 

0.7 

59.8 

0 20 40 60 80

大規模施設（定員20人以上）で子どもを預かる事業

小規模施設（定員概ね６～19人）で子どもを預かる事業

地域住民が子育て家庭の近くの場所で保有する事業

その他

無回答

(MA%)
(N=835)
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〔４〕保護者の用事などにより泊りがけで預けなければならなかったことの有無

（就学前のみ） 

【 就学前：問29／小学生：- 】 

 この１年間に、保護者の用事などにより、お子さんを泊りがけで預けなければ

ならないことはありましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 
 
 
 
 
 
 
■対処方法別の日数 

 
 
 
 
 
 
 
 
■親族・知人に預けた場合の困難度 

 
 
 
 
 
 
 

この１年間に子どもを泊りがけで預けなければならないことがあったかについては、

「なかった」が 78.9%と多くなっています。 

子 ど も を 泊 り が け で 預 け な け れ ば な ら な か っ た と き の 対 処 方 法 別 の 平 均 日 数 は 、

「（同居者を含む）親族・知人に預けた」が 4.1 泊となっています。 

「（同居者を含む）親族・知人に預けた」と回答された方の、親族・知人に預けた場合

の困難度は、「特に困難ではない」が 53.7%と最も多くなっています。 

 

16.8 

18.5 

78.9 

77.8 

4.3 

3.7 

あった（預け先がみつからなかった場合を含む） なかった 無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

（泊/年）

N 平

均

日

数

１．（同居者を含む）親族・知人に預けた 102 4.1

２．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 11 6.2

３．２以外の保育事業（認可外保育施設等を利用した） 1 3.0

４．仕方なく子どもも同行させた 9 5.8

５．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 0 0.0

６．その他 4 1.3

12.2 27.6 53.7 6.5 

非常に困難

どちらかというと困難

特に困難ではない 無回答

就学前
(N=123)

(%)
0 20 40 60 80 100
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10 放課後の過ごし方  

〔１〕放課後（平日の小学校終了後）過ごさせたい場所 

就学前はお子さんが来年小学校に入学する方のみ 

【 就学前：問30、問31／小学生：問7、問8 】  

 お子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは／小学校高学年（４

～６年生）になったら、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所

で過ごさせたいと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ希望

する週当たり日数を（ ）に具体的な数字でお答えください。また、「放課後児

童クラブ」の場合には、利用を希望する時間も（ ）内に数字でご記入ください。 

 
■小学生低学年（１～３年生）の間 

就学前 小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小学生高学年（４～６年生）の間 

就学前 小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.5 

16.1 

39.0 

0.0 

48.3 

0.0 

9.3 

4.2 

57.7 

19.9 

38.8 

0.0 

36.8 

0.5 

10.9 

10.9 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=118)

前回調査（H25）

(N=201)

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、
学習塾など）

児童館・子どもセンター

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

(MA%)

63.6 

22.0 

47.5 

0.0 

36.4 

0.0 

14.4 

2.5 

66.7 

21.9 

50.7 

1.0 

25.4 

0.5 

13.9 

11.4 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=118)

前回調査（H25）

(N=201)

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、
学習塾など）

児童館・子どもセンター

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

(MA%)

69.0 

25.9 

56.9 

2.6 

33.6 

0.5 

16.1 

1.6 

65.6 

27.9 

51.2 

2.4 

29.8 

0.7 

21.6 

5.3 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(MA%)

76.7 

30.2 

67.2 

2.4 

23.5 

0.5 

19.0 

0.8 

74.5 

34.1 

64.2 

2.2 

17.3 

1.2 

22.6 

2.2 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(MA%)
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（日/週）

N 平

均

日

数

N 平

均

N 平

均

N 平

均

１．自宅 59 3.7 258 3.5 69 3.4 282 3.3

２．祖父母宅や友人・知人宅 19 3.0 95 2.0 26 2.9 110 2.1

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 43 2.3 214 2.0 53 2.5 247 2.3

４．児童館・子どもセンター 0 0.0 9 1.9 0 0.0 8 1.5

５．放課後児童クラブ〔学童保育〕 54 4.5 124 4.2 41 4.4 87 3.8

６．ファミリー・サポート・センター 0 0.0 2 1.5 0 0.0 2 2.0

７．その他（公民館、公園など） 10 2.0 60 2.0 14 1.8 70 1.8

低学年の期間 高学年の期間

就学前 小学生 就学前 小学生

（%）

N 1

6

時

1

7

時

1

8

時

1

9

時

2

0

時

以

降

無

回

答

就学前 57 12.3 26.3 43.9 12.3 0.0 5.3

小学生 127 3.9 33.1 49.6 9.4 0.8 3.1

就学前 43 2.3 20.9 53.5 11.6 2.3 9.3

小学生 89 3.4 25.8 47.2 11.2 1.1 11.2

低学年の間

高学年の間

【就労形態別】 

小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■１週あたりの希望日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■放課後児童クラブの利用希望時間帯（まで） 

 

 

 

 

 

 

 

希望する放課後の過ごし方は、小学生低学年の間は、「自宅」が、小学生では 69.0%

と最も多くなっています。小学生高学年の間も、「自宅」が、小学生では 76.7%と最

も多くなっています。 

１週当たりの希望の平均日数は、小学生低学年の間は、「自宅」が、小学生では 3.5

日となっています。小学生高学年の間は、「自宅」が、小学生では 3.3 日となっていま

す。 

「放課後児童クラブ」を希望される方の、利用希望時間は、小学生低学年の間は、「18

時」までが、小学生では 49.6%と最も多くなっています。小学生高学年の間も、「18

時」までが、小学生では 47.2%と最も多くなっています。 

（MA%）
N 自

宅

祖

父
母
宅

や
友
人

・

知

人
宅

習

い
事
（

ピ
ア
ノ

教

室
、

サ
ッ

カ
ー

ク

ラ

ブ
、

学
習

塾
な
ど
）

児

童
館
・

子
ど
も

セ

ン

タ
ー

放

課
後
児

童
ク
ラ

ブ

〔

学
童
保

育
〕

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ
ー

そ

の
他
（

公
民
館
、

公

園
な
ど
）

無

回
答

全体 378 69.0 25.9 56.9 2.6 33.6 0.5 16.1 1.6

ひとり親 44 54.5 13.6 38.6 4.5 54.5 0.0 4.5 2.3
共働き（両親ともフルタイム） 98 46.9 18.4 38.8 1.0 66.3 1.0 9.2 0.0
共働き（フルタイム×パート） 161 79.5 28.6 65.8 2.5 20.5 0.0 18.6 1.2

専業主婦（夫） 58 89.7 36.2 74.1 5.2 5.2 1.7 29.3 3.4
共働き（パート×パート） 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

無業×無業 2 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 378 76.7 30.2 67.2 2.4 23.5 0.5 19.0 0.8
ひとり親 44 61.4 22.7 56.8 2.3 40.9 2.3 15.9 0.0

共働き（両親ともフルタイム） 98 70.4 23.5 57.1 2.0 41.8 0.0 11.2 0.0

共働き（フルタイム×パート） 161 82.0 32.3 71.4 1.9 14.3 0.0 21.1 0.6
専業主婦（夫） 58 89.7 39.7 79.3 5.2 6.9 1.7 29.3 1.7

共働き（パート×パート） 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
無業×無業 2 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小
学

校
低
学

年

小
学
校

高
学
年
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〔２〕土日・祝日の放課後児童クラブの利用希望 

問30/問７または問31/問8で「５．放課後児童クラブ〔学童保育〕」を選んだ方

のみ 

【 就学前：問32／小学生：問9 】 

 お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に放課後児童クラブの利用希望はあ

りますか。事業の利用には、一定の利用料がかかります。（１）（２）それぞれに

ついて、当てはまる番号１つに○をつけてください。また利用したい時間帯を、

（ ）内に（例）9時～18時のように24時間制でご記入ください。 

 
【土曜日】 

就学前 

 

 

 

 

 

 

小学生  

 
 
 
 
 
 
 
【日曜日・祝日】 

就学前 

 

 

 

 

 

 

小学生  

 

 

 
 
 
 

 

13.1 

14.8 

8.2 

16.0 

77.0 

60.5 

1.6 

8.6 

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

今回調査（H30）
(N=61)

前回調査（H25）
(N=81)

(%)
0 20 40 60 80 100

13.1 

7.8 

15.3 

17.1 

64.2 

65.9 

7.3 

9.3 

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

今回調査（H30）
(N=137)

前回調査（H25）
(N=129)

(%)
0 20 40 60 80 100

4.9 

8.6 

9.8 

6.2 

82.0 

76.5 

3.3 

8.6 

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

今回調査（H30）
(N=61)

前回調査（H25）
(N=81)

(%)
0 20 40 60 80 100

4.4 

3.1 

7.3 

10.1 

79.6 

76.7 

8.8 

10.1 

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

今回調査（H30）
(N=137)

前回調査（H25）
(N=129)

(%)
0 20 40 60 80 100
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（%）

N ６

時

７

時

８

時

９

時

1

0

時

1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

以

降

無

回

答

就学前 13 0.0 15.4 38.5 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 15.4

小学生 39 0.0 12.8 59.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 5.1

就学前 9 0.0 22.2 55.6 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

小学生 16 0.0 12.5 68.8 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3

土曜日

日曜日・祝日

（%）

N 1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

1

6

時

1

7

時

1

8

時

1

9

時

2

0

時

以

降

無

回

答

就学前 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 15.4 46.2 7.7 0.0 15.4

小学生 39 0.0 0.0 2.6 5.1 0.0 2.6 23.1 43.6 15.4 2.6 5.1

就学前 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 33.3 33.3 0.0 11.1

小学生 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 50.0 25.0 6.3 6.3

土曜日

日曜日・祝日

【就労形態別】 

小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■利用希望開始時間 

 
 
 
 
 
 
 
■利用希望終了時間 

 
 
 
 
 
 
 

「放課後児童クラブ〔学童保育〕」の利用を希望している方に、土曜日と日曜日・祝

日の利用希望をたずねたところ、土曜日については、「利用する必要はない」が就学前

では 77.0%、小学生では 64.2%と最も多くなっています。日曜日・祝日についても、

「利用する必要はない」が就学前では 82.0%、小学生では 79.6%と最も多くなって

います。 

利用希望開始時間は、土曜日については、「８時」が就学前では 38.5%、小学生で

は 59.0%と最も多くなっています。日曜日・祝日についても、「８時」が就学前では

55.6%、小学生では 68.8%と最も多くなっています。 

利用希望終了時間は、土曜日については、「18 時」が就学前では 46.2%、小学生で

は 43.6%と最も多くなっています。日曜日・祝日については、就学前では「18 時」、

「19 時」がそれぞれ 33.3%と最も多く、小学生では「18 時」が 50.0%と最も多く

なっています。 

（%）

N 低

学

年
（

１
～

３

年

生
）

の

間

は

利

用

し

た

い

高

学

年
（

４
～

６

年

生
）

に

な
っ

て

も

利

用

し

た

い

利

用

す

る

必

要

は

な

い

無

回

答

全体 137 13.1 15.3 64.2 7.3

ひとり親 25 16.0 32.0 44.0 8.0

共働き（両親ともフルタイム） 67 14.9 7.5 73.1 4.5

共働き（フルタイム×パート） 37 8.1 16.2 67.6 8.1

専業主婦（夫） 5 20.0 20.0 20.0 40.0

共働き（パート×パート） 1 0.0 0.0 100.0 0.0

無業×無業 0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 137 4.4 7.3 79.6 8.8

ひとり親 25 4.0 12.0 72.0 12.0

共働き（両親ともフルタイム） 67 4.5 4.5 83.6 7.5

共働き（フルタイム×パート） 37 2.7 8.1 81.1 8.1

専業主婦（夫） 5 20.0 20.0 40.0 20.0

共働き（パート×パート） 1 0.0 0.0 100.0 0.0

無業×無業 0 0.0 0.0 0.0 0.0

土

曜

日

日

曜

日

・

祝

日
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（%）

N ６

時

７

時

８

時

９

時

1

0

時

1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

以

降

無

回

答

就学前 68 1.5 11.8 63.2 17.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.5

小学生 196 0.0 8.2 60.7 27.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
長期休暇期間中

（%）

N 1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

1

6

時

1

7

時

1

8

時

1

9

時

2

0

時

以

降

無

回

答

就学前 68 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 20.6 20.6 36.8 11.8 0.0 1.5

小学生 196 0.0 1.0 0.0 0.0 5.6 10.7 28.6 41.8 10.7 0.0 1.5
長期休暇期間中

〔３〕夏休み・冬休み等の長期の休暇期間の放課後児童クラブの利用希望 

【 就学前：問33／小学生：問10 】 

 お子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課

後児童クラブの利用希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてくださ

い。また、利用したい時間帯を、（ ）内に（例）9時～18時のように24時間制

でご記入ください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

小学生  

 
 
 
 
 
【就労形態別】 

小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■利用希望開始時間 

 
 
 
 
■利用希望終了時間 

 
 
 
 

夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望は、就学前で

は「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が 33.9%と最も多く、小学生では

「利用する必要はない」が 39.7%と最も多くなっています。 

23.7 

24.9 

33.9 

27.4 

27.1 

30.8 

15.3 

16.9 

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用希望はない 無回答

今回調査（H30）
(N=118)

前回調査（H25）
(N=201)

(%)
0 20 40 60 80 100

20.9 

13.2 

31.0 

27.9 

39.7 

56.3 

8.5 

2.6 

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）

N 低

学

年
（

１
～

３

年

生
）

の

間

は

利

用

し

た

い

高

学

年
（

４
～

６

年

生
）

に

な
っ

て

も

利

用

し

た

い

利

用

す

る

必

要

は

な

い

無

回

答

全体 378 20.9 31.0 39.7 8.5

ひとり親 44 20.5 40.9 31.8 6.8

共働き（両親ともフルタイム） 98 28.6 42.9 20.4 8.2

共働き（フルタイム×パート） 161 21.1 28.0 42.2 8.7

専業主婦（夫） 58 6.9 13.8 69.0 10.3

共働き（パート×パート） 1 100.0 0.0 0.0 0.0

無業×無業 2 50.0 0.0 50.0 0.0

長

期

休

暇

期

間

中
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（%） （%）

N 非

常

に

不

安

や

負

担

を

感

じ

る

な

ん

と

な

く

不

安

や

負

担

を

感

じ

る

あ

ま

り

不

安

や

負

担

な

ど

は

感

じ

な

い

全

く

感

じ

な

い

ど

れ

と

も

い

え

な

い

そ

の

他

無

回

答

不

安

や

負

担

を

感

じ

る
（

合

計
）

全体 835 9.9 45.9 26.9 6.1 8.7 0.2 2.2 55.8

ひとり親 44 11.4 38.6 27.3 6.8 15.9 0.0 0.0 50.0

共働き（両親ともフルタイム） 270 10.0 48.9 26.3 5.6 6.3 0.0 3.0 58.9

共働き（フルタイム×パート） 221 10.4 43.0 31.7 5.4 7.7 0.0 1.8 53.4

専業主婦（夫） 244 9.4 46.7 25.4 6.6 9.8 0.4 1.6 56.1

共働き（パート×パート） 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

無業×無業 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 378 7.7 46.6 30.2 5.3 9.0 0.5 0.8 54.3

ひとり親 44 9.1 50.0 27.3 4.5 9.1 0.0 0.0 59.1

共働き（両親ともフルタイム） 98 13.3 49.0 21.4 7.1 8.2 1.0 0.0 62.3

共働き（フルタイム×パート） 161 5.6 44.7 37.9 3.1 7.5 0.0 1.2 50.3

専業主婦（夫） 58 5.2 46.6 29.3 6.9 12.1 0.0 0.0 51.8

共働き（パート×パート） 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無業×無業 2 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

就

学

前

小

学

生

11 子育て観やサービスの満足度などについて  

〔１〕子育てに関する不安や負担の有無 

【 就学前：問34／小学生：問25 】  

 あなたは、子育てに関して不安や負担などを感じていますか。当てはまる番号

１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

 

小学生  

 
 

 

 

 

 

 

【就労形態別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てに関する不安や負担については、「非常に不安や負担を感じる」と「なんとな

く不安や負担を感じる」を合わせた『不安や負担を感じる』が就学前では 55.8%、小

学生では 54.3%と多くなっています。 

9.9 

9.3 

45.9 

42.9 

26.9 

29.7 

6.1 

6.7 

8.7 

9.0 

0.2 

1.0 

2.2 

1.4 

非常に不安や負担を感じる

なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などは感じない

全く感じない

どれともいえない

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

7.7 

7.2 

46.6 

40.1 

30.2 

32.9 

5.3 

6.0 

9.0 

11.8 

0.5 

0.5 

0.8 

1.4 

非常に不安や負担を感じる

なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などは感じない

全く感じない

どれともいえない

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔２〕悩みや心配の内容 

【 就学前：問35／小学生：問26 】  

 子育てに関する悩みや心配ごとはありますか。また、その内容はどのようなこ

とですか。１～28までのうち、当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.6 

51.6 

34.1 

4.0 

4.2 

3.4 

20.1 

10.6 

9.5 

6.3 

3.7 

28.0 

22.2 

19.0 

6.3 

13.2 

10.8 

7.4 

15.3 

42.1 

47.4 

2.6 

22.8 

13.0 

37.6 

13.5 

4.5 

6.1 

1.9 

44.5 

51.0 

34.4 

4.8 

3.6 

3.8 

19.0 

8.7 

7.7 

6.3 

7.9 

30.8 

19.7 

20.7 

8.7 

12.7 

8.2 

6.3 

18.0 

42.8 

45.7 

1.2 

26.2 

15.1 

33.9 

3.4 

6.3 

3.1 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(MA%)
47.4 

44.8 

36.6 

6.7 

5.7 

4.4 

22.4 

13.1 

7.7 

5.5 

5.5 

29.2 

26.7 

31.7 

14.1 

20.4 

15.7 

6.9 

30.7 

30.1 

17.1 

4.3 

27.1 

21.8 

27.8 

8.0 

3.0 

3.6 

3.0 

55.2 

48.6 

36.7 

7.4 

9.9 

5.4 

19.1 

9.3 

6.9 

6.1 

4.3 

26.4 

26.8 

32.3 

14.7 

22.6 

13.3 

4.6 

32.8 

33.4 

17.9 

4.9 

29.4 

23.7 

31.7 

3.9 

5.5 

2.6 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

遊びやしつけについて

子どもの性格や生活習慣について

子どもを叱りすぎているような気がすること

ストレスなどで子どもに手をあげてしまうこと

子育てサービスの内容や利用方法がよくわからな
いこと

話し相手や相談相手がいないこと

保護者同士の付き合いについて

配偶者（パートナー）の子育てへの協力が少ない
こと

配偶者（パートナー）と子育てに関して意見が合
わないこと

祖父母など周囲と子育てに関して意見が合わない
こと

先生や保育士に関すること

子どもとの時間が十分にとれていないこと

仕事や社会活動との両立について

自分に自由な時間がもてないことについて

夫婦で過ごす時間がとれていないこと

病気や発育について

知能や言語の発達について

障害について

食事や栄養について

友達づきあい（いじめなどを含む）について

学力や進学・受験について

登園拒否（※就学前）、不登校などについて

生活費について

就労について

犯罪や事件などの被害にあわないか心配なこと

親の介護（ダブルケア）※前回なし

その他

悩みや心配ごとは特にない

無回答

(MA%)

子
育
て
全
般
・
方
法
な
ど

周
囲
の
理
解
や
協
力
な
ど

時
間
的
な
問
題

子
ど
も
の
健
康
な
ど

子
ど
も
の
教
育
・

友
達
づ
き
あ
い

経
済
面
・
安
全
面

そ
の
他
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N 遊

び

や

し

つ

け

に

つ

い

て

子

ど

も

の

性

格

や

生

活

習

慣

に

つ

い

て 子

ど

も

を

叱

り

す

ぎ

て

い

る

よ

う

な

気

が

す

る

こ

と

ス

ト

レ

ス

な

ど

で

子

ど

も

に

手

を

あ

げ

て

し

ま

う

こ

と

子

育

て

サ
ー

ビ

ス

の

内

容

や

利

用

方

法

が

よ

く

わ

か

ら

な

い

こ

と

話

し

相

手

や

相

談

相

手

が

い

な

い

こ

と 保

護

者

同

士

の

付

き

合

い

に

つ

い

て

配

偶

者
（

パ
ー

ト

ナ
ー

）

の

子

育

て

へ

の

協

力

が

少

な

い

こ

と

配

偶

者
（

パ
ー

ト

ナ
ー

）

と

子

育

て

に

関

し

て

意

見

が

合

わ

な

い

こ

と

祖

父

母

な

ど

周

囲

と

子

育

て

に

関

し

て

意

見

が

合

わ

な

い

こ

と

先

生

や

保

育

士

に

関

す

る

こ

と

子

ど

も

と

の

時

間

が

十

分

に

と

れ

て

い

な

い

こ

と

仕

事

や

社

会

活

動

と

の

両

立

に

つ

い

て 自

分

に

自

由

な

時

間

が

も

て

な

い

こ

と

に

つ

い

て

全体 835 47.4 44.8 36.6 6.7 5.7 4.4 22.4 13.1 7.7 5.5 5.5 29.2 26.7 31.7

不安や負担を感じる 466 57.7 56.2 44.4 10.7 8.2 7.5 28.1 18.7 9.9 7.9 6.7 35.6 33.3 44.2

不安や負担を感じない 276 34.1 28.6 25.4 0.7 2.5 0.7 14.5 4.7 4.0 2.2 3.6 21.7 17.4 16.7

全体 378 42.6 51.6 34.1 4.0 4.2 3.4 20.1 10.6 9.5 6.3 3.7 28.0 22.2 19.0

不安や負担を感じる 205 55.6 66.3 41.5 6.8 5.9 6.3 28.8 15.1 11.2 8.8 5.4 34.6 27.3 24.9

不安や負担を感じない 134 27.6 31.3 21.6 0.7 2.2 0.0 11.2 3.7 6.7 3.0 0.7 20.9 12.7 11.9

就

学

前

小

学

生

【子育てに関する不安や負担の有無別】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てに関する悩みや心配ごとについては、就学前では「遊びやしつけについて」

が 47.4%と最も多く、次いで、「子どもの性格や生活習慣について」が 44.8%、「子

どもを叱りすぎているような気がすること」が 36.6%となっています。、 

小学生では「子どもの性格や生活習慣について」が 51.6%と最も多く、次いで、「学

力や進学・受験について」が 47.4%、「遊びやしつけについて」が 42.6%、「友達づ

きあい（いじめなどを含む）について」が 42.1%となっています。 

 

（MA%）

夫

婦

で

過

ご

す

時

間

が

と

れ

て

い

な

い

こ

と

病

気

や

発

育

に

つ

い

て

知

能

や

言

語

の

発

達

に

つ

い

て

障

害

に

つ

い

て

食

事

や

栄

養

に

つ

い

て

友

達

づ

き

あ

い
（

い

じ

め

な

ど

を

含

む
）

に

つ

い

て

学

力

や

進

学

・

受

験

に

つ

い

て

登

園

拒

否
（

※

就

学

前
）

、

不

登

校

な

ど

に

つ

い

て

生

活

費

に

つ

い

て

就

労

に

つ

い

て

犯

罪

や

事

件

な

ど

の

被

害

に

あ

わ

な

い

か

心

配

な

こ

と

親

の

介

護
（

ダ

ブ

ル

ケ

ア
）

そ

の

他

悩

み

や

心

配

ご

と

は

特

に

な

い

無

回

答

全体 14.1 20.4 15.7 6.9 30.7 30.1 17.1 4.3 27.1 21.8 27.8 8.0 3.0 3.6 3.0

不安や負担を感じる 18.9 26.0 20.4 9.7 38.0 37.6 21.9 6.4 34.5 30.0 30.5 11.4 4.5 0.0 0.2

不安や負担を感じない 8.0 13.4 10.1 3.3 20.3 19.2 11.2 1.1 16.7 10.1 24.3 4.0 0.7 8.7 3.6

全体 6.3 13.2 10.8 7.4 15.3 42.1 47.4 2.6 22.8 13.0 37.6 13.5 4.5 6.1 1.9

不安や負担を感じる 10.7 19.5 18.0 13.2 20.0 56.1 59.0 3.9 30.2 17.6 42.9 17.6 5.4 0.5 0.5

不安や負担を感じない 1.5 6.7 1.5 0.0 9.0 23.1 30.6 0.7 12.7 6.0 28.4 9.0 3.0 14.9 3.0

就

学

前

小

学

生
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〔３〕仕事と子育てを両立させる上で大変なこと 

【 就学前：問36／小学生：問27 】  

 仕事と子育てを両立させる上で大変だと思われることは何ですか。当てはまる

番号すべてに○をつけてください。 

  
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕事と子育てを両立させる上で大変なことについては、「自分が病気・けがをした時

や 子 ど も が 急 に 病 気 に な っ た と き 、 代 わ り に 面 倒 を み る 人 が い な い 」 が 就 学 前 で は

49.8%、小学生では 42.3%と最も多くなっています。 

 

 
 

28.3 

42.3 

3.4 

8.7 

5.8 

1.1 

29.9 

8.2 

22.5 

32.5 

40.1 

3.8 

10.8 

3.1 

1.9 

38.0 

4.8 

19.5 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(MA%)
34.7 

49.8 

4.3 

15.6 

4.1 

9.8 

45.4 

6.9 

13.7 

39.7 

48.9 

3.3 

19.0 

3.6 

11.5 

42.7 

6.6 

13.8 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

急な残業が入ってしまう

自分が病気・けがをした時や子どもが急に病気に
なったとき、代わりに面倒をみる人がいない

家族の理解が得られない

職場の理解が得られない

子どもの他に面倒をみなければならない人がいる

子どもの面倒をみてくれる保育所／
放課後児童クラブなどが見つからない

子どもと接する時間が少ない

その他

無回答

(MA%)
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〔４〕父親の子育て参加の有無 

【 就学前：問37／小学生：問28 】  

 お父さんは、子育てに積極的に参加されていますか。当てはまる番号１つに○

をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

 

小学生  

 
 
 
 
 
 
■父親が参加している子育ての内容 

 
 就学前  小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

父 親 の 子 育 て 参 加 の 有 無 に つ い て は 、「 で き る だ け 参 加 し て い る 」 が 就 学 前 で は

45.7%、小学生では 40.7%と最も多くなっています。 

父親が参加している子育ての内容については、「子どもと遊ぶ」が就学前では 91.8%、

小学生では 80.4%と最も多くなっています。 

 

32.3 

29.1 

45.7 

49.6 

12.0 

14.0 

2.4 

1.2 

3.6 

3.2 

1.2 

0.8 

2.8 

2.0 

積極的に参加している できるだけ参加している

あまり参加していない

全く参加していない 母子家庭である

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

28.6 

20.0 

40.7 

51.0 

17.2 

15.1 

2.1 

3.4 

7.4 

6.5 

1.1 

1.7 

2.9 

2.4 

積極的に参加している できるだけ参加している

あまり参加していない

全く参加していない 母子家庭である

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100

80.4 

52.6 

38.2 

11.9 

28.4 

44.0 

43.4 

4.6 

1.5 

0 20 40 60 80 100

(MA%)

(N=327)

91.8 

55.7 

40.3 

33.8 

36.7 

76.9 

52.3 

4.8 

0.7 

0 20 40 60 80 100

子どもと遊ぶ

子どものしつけ

病気のとき、病院等につれていく

保育所、幼稚園、認定こども園／放課後児童クラブの送迎

子どもの食事の調理や世話

子どもの入浴や着替え

子どものオムツやトイレの世話

その他

無回答

(MA%)(N=752)
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〔５〕子どもと過ごす時間 

【 就学前：問39／小学生：問30 】  

 子どもと過ごす時間はどのくらいありますか。仕事のある日、仕事の無い日そ

れぞれについて、１日当たりの「子どもと過ごす時間」をお答えください。時間

が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。また、時

間は（ ）内に数字でご記入ください。 

 
■仕事のある日 

【父親】 【母親】 

就学前      小学生       就学前      小学生   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■仕事の無い日 

【父親】 【母親】 

就学前      小学生       就学前      小学生   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平日（仕事のある日）に子どもと過ごす時間は、父親については、「１～４時間」が

就学前では 63.1%、小学生では 53.4%と最も多くなっています。母親についても、「１

～４時間」が就学前では 28.5%、小学生では 40.2%と最も多くなっています。 

休日（仕事の無い日）」については、父親については、就学前では「９～12 時間」

が 25.5%と最も多く、小学生では「５～８時間」が 22.8%と最も多くなっています。

母親については、就学前では「21～24 時間」が 33.8%と最も多く、小学生では「９

～12 時間」が 22.5%と最も多くなっています。 

8.7 

63.1 

1.3 

0.7 

0.7 

0.0 

0.0 

25.4 

0 20 40 60 80

１時間未満

１～４時間

５～８時間

９～12時間

13～16時間

17～20時間

21～24時間

無回答

(%)
(N=835)

1.1 

11.7 

17.0 

25.5 

13.9 

1.7 

17.0 

12.1 

0 20 40 60 80
(%)

(N=835)

１時間未満

１～４時間

５～８時間

９～12時間

13～16時間

17～20時間

21～24時間

無回答

0.6 

28.5 

22.9 

3.1 

3.8 

1.0 

1.8 

38.3 

0 20 40 60 80
(%)

(N=835)

0.0 

2.6 

9.0 

17.6 

22.3 

1.7 

33.8 

13.1 

0 20 40 60 80
(%)

(N=835)

27.5 

53.4 

2.6 

1.9 

0.3 

0.0 

0.0 

14.3 

0 20 40 60 80
(%)

(N=378)

2.9 

18.3 

22.8 

20.9 

8.7 

0.5 

10.8 

15.1 

0 20 40 60 80
(%)

(N=378)

0.5 

40.2 

33.9 

2.4 

2.9 

1.3 

0.5 

18.3 

0 20 40 60 80
(%)

(N=378)

0.0 

4.8 

21.7 

22.5 

16.7 

1.9 

21.7 

10.8 

0 20 40 60 80
(%)

(N=378)
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〔６〕子育てに関する情報の入手方法 

【 就学前：問40／小学生：問31 】  

 子育てに関する情報をどのように入手されていますか。当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

  
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子育てに関する情報の入手方法は、「友人、知人」が就学前では 68.6%、小学生で

は 68.8%と最も多くなっています。 

34.4 

29.9 

15.1 

68.8 

31.2 

48.7 

66.4 

4.5 

2.4 

0.8 

0.5 

2.4 

0.8 

1.3 

9.8 

41.8 

7.1 

45.2 

29.1 

1.9 

0.8 

1.3 

33.9 

37.0 

13.2 

70.0 

34.4 

48.6 

68.3 

3.6 

2.4 

1.0 

0.2 

1.9 

0.5 

11.8 

41.1 

7.0 

28.4 

34.4 

0.7 

1.9 

3.4 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(MA%)
34.4 

42.6 

14.4 

68.6 

24.8 

52.7 

57.8 

15.8 

2.0 

0.6 

0.8 

6.9 

4.9 

0.5 

15.6 

34.1 

9.1 

52.5 

30.9 

2.5 

0.5 

1.9 

35.2 

51.3 

18.5 

70.7 

29.0 

50.9 

53.7 

12.3 

4.0 

0.6 

1.8 

7.4 

0.4 

27.8 

39.6 

8.9 

46.0 

39.4 

1.9 

1.6 

1.7 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

配偶者

父母（子どもの祖父母）

親戚

友人、知人

近所の人

子育て中の仲間

小学校（※小学生）・
保育所・幼稚園・認定こども園

地域子育て支援センター

福祉センター（子育て支援課・家庭児童相談室）
※前回 福祉保健センター（子育て支援課）

福祉センター（子ども・若者課）
※前回 家庭児童相談室（子ども青少年課）

福祉センター（幼児課）
※前回なし

発達支援センター（旧子ども療育センター
および発達支援室）※前回 子ども療育センター

くすのきセンター（健康推進課）
※前回 福祉保健センター（健康推進課）

教育委員会

子育て雑誌、育児書

テレビ、ラジオ、新聞

コミュニティ誌

インターネット

市の広報やパンフレット・ガイドブック

その他

情報の入手先がない（わからない）

無回答

(MA%)
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〔７〕彦根市の子育て環境について 

【 就学前：問41／小学生：問32 】  

 彦根市の子育て環境についてどう思いますか。当てはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

  
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦根市の子育て環境は、就学前では「自然環境にめぐまれている」が 41.1%と最も

多く、小学生では「近所に子どもと同世代の遊び仲間がいる」が 47.9%と最も多くな

っています。 

 

47.9 

43.4 

7.7 

2.6 

24.1 

9.8 

14.0 

3.7 

12.2 

10.8 

11.4 

3.4 

10.6 

4.5 

19.6 

2.9 

3.7 

52.4 

44.7 

12.0 

4.8 

29.6 

6.5 

6.0 

3.6 

7.5 

7.9 

6.5 

1.4 

11.8 

1.2 

17.1 

2.6 

6.3 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=378)

前回調査（H25）

(N=416)

(MA%)
38.0 

41.1 

8.9 

4.4 

12.2 

16.0 

4.4 

2.9 

15.3 

19.9 

9.5 

2.6 

12.9 

2.2 

19.4 

5.4 

3.8 

36.2 

45.8 

9.9 

5.9 

14.2 

14.4 

5.0 

3.8 

13.9 

14.8 

7.9 

1.4 

12.8 

2.2 

23.5 

4.7 

4.6 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=835)

前回調査（H25）

(N=897)

近所に子どもと同世代の遊び仲間がいる

自然環境にめぐまれている

風紀がよい

子育てに関する情報が豊富である

子ども会などの地域活動が盛んである

子どもの施設の整備状況がよい

学校などの教育施設の整備状況がよい

文化施設の整備状況がよい

医療機関・施設の整備状況がよい

遊び場が整っている

交通の便がよい

公共施設や道路が子育てに配慮されている

子連れで利用しやすい店舗が多い

子育てしながら働ける職場が多い

特に何も思わない

その他

無回答

(MA%)
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〔８〕地域における子育て環境や支援についての満足度 

【 就学前：問42／小学生：問33 】  

 お 住ま い の地 域に おけ る子 育 ての 環境 や支 援へ の 満足 度に つい て当 て はま る

番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

 

小学生  

 
 
 
 
 
 
 
 

地域における子育ての環境や支援への満足度については、「3」（中程度）が就学前で

は 44.9%、小学生では 48.9%と最も多くなっています。 

7.8 

7.5 

22.8 

22.4 

44.9 

48.3 

18.3 

17.2 

2.0 

2.0 

4.2 

2.7 

１（満足度が低い） 2 3 4

５（満足度が高い）

無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

5.3 

4.8 

22.0 

23.1 

48.9 

50.2 

20.9 

15.9 

1.1 

2.4 

1.9 

3.6 

１（満足度が低い） 2 3 4

５（満足度が高い）

無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔９〕彦根市のこれからの子育て支援施策で期待すること 

【 就学前：問43／小学生：問34 】  

 彦 根市 の これ から の子 育て 支 援施 策に つい て、 ど のよ うな こと を期 待 しま す

か。１～36までのうち、当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 
就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.5 

49.3 

51.7 

26.7 

44.1 

34.4 

28.7 

17.2 

27.8 

51.3 

25.1 

33.7 

30.7 

19.9 

9.1 

16.9 

10.9 

40.1 

57.7 

18.4 

7.1 

21.1 

8.1 

11.4 

40.1 

45.1 

28.1 

41.4 

54.6 

54.7 

44.9 

20.0 

29.0 

24.2 

9.3 

1.0 

2.2 

0 20 40 60

一時保育など、多様な保育サービスの充実

保育所や幼稚園、認定こども園での教育・保育内容の充実

保育所・幼稚園・認定こども園の施設の充実

個性を尊重したゆとりある教育の推進

他人や自分を大切にし、人とのかかわりを学ぶ教育の推進

学力の向上のための教育内容の充実

教育施設の充実

障害児の教育・保育の充実

妊産婦や乳幼児の健康診査、保健指導などの充実

医療機関・施設の充実

発達に関する支援・相談の充実

気軽に相談できる窓口の充実

子育てに関する情報提供の充実

子育てについての教室や講座の充実

虐待防止のための相談窓口の充実

いじめに関する相談窓口の充実

不登校に関する相談窓口の充実

女性も男性も家事、育児に参画するという考え方の普及

子育てしやすい労働条件の整備（在宅勤務、勤務時間の短縮）等
ワークライフバランスの実現

親同士の交流の場や仲間づくりの機会の充実

子育てサークルやＮＰＯ団体の育成支援

子育てを助け合うコミュニティづくり

子ども会など地域の健全育成活動の充実

若者の居場所づくり

図書館の充実

交通安全・防犯教育の充実

公共交通機関の充実

地域のパトロールや見守り活動などの充実

保育所や幼稚園、認定こども園の費用負担の軽減

児童手当などの経済的な支援

出産費用や乳幼児医療費用負担の軽減

不妊症・不育症治療費用負担の軽減

就労への支援

安定した雇用への支援

その他

特にない

無回答

(MA%)
(N=835)

22.5 

14.3 

14.6 

22.8 

43.4 

50.8 

31.2 

13.5 

13.0 

50.3 

24.3 

37.0 

23.5 

14.8 

8.5 

18.5 

13.2 

31.2 

44.7 

8.5 

6.3 

14.3 

7.4 

14.3 

48.7 

45.8 

29.4 

37.8 

15.6 

51.3 

22.5 

10.1 

20.9 

20.6 

10.6 

2.1 

2.4 

0 20 40 60
(MA%)

(N=378)
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N 一

時
保
育

な
ど
、

多
様

な
保
育

サ
ー

ビ

ス
の
充

実

保

育
所
や

幼
稚
園
、

認

定
こ
ど

も
園

で

の
教
育

・
保
育

内
容

の
充
実

保

育
所
・

幼
稚
園

・
認

定
こ
ど

も
園

の

施
設
の

充
実

個

性
を
尊

重
し
た

ゆ
と

り
あ
る

教
育

の

推
進

他

人
や
自

分
を
大

切
に

し
、

人

と
の

か

か
わ
り

を
学
ぶ

教
育

の
推
進

学

力
の
向

上
の
た

め
の

教
育
内

容
の

充

実

教

育
施
設

の
充
実

障

害
児
の

教
育
・

保
育

の
充
実

妊

産
婦
や

乳
幼
児

の
健

康
診
査
、

保

健

指
導
な

ど
の
充

実

医

療
機
関

・
施
設

の
充

実

発

達
に
関

す
る
支

援
・

相
談
の

充
実

気

軽
に
相

談
で
き

る
窓

口
の
充

実

子

育
て
に

関
す
る

情
報

提
供
の

充
実

子

育
て
に

つ
い
て

の
教

室
や
講

座
の

充

実

虐

待
防
止

の
た
め

の
相

談
窓
口

の
充

実 い

じ
め
に

関
す
る

相
談

窓
口
の

充
実

不

登
校
に

関
す
る

相
談

窓
口
の

充
実

女

性
も
男

性
も
家

事
、

育
児
に

参
画

す

る
と
い

う
考
え

方
の

普
及

全体 835 42.5 49.3 51.7 26.7 44.1 34.4 28.7 17.2 27.8 51.3 25.1 33.7 30.7 19.9 9.1 16.9 10.9 40.1

不安や負担を感じる 466 49.8 52.8 53.4 27.9 44.2 35.4 31.8 21.2 30.3 55.6 30.7 39.7 33.0 22.7 10.5 18.2 12.4 45.1

不安や負担を感じない 276 34.1 44.6 49.3 26.1 44.6 33.7 24.6 12.7 25.4 47.1 17.4 25.4 28.3 15.6 5.8 13.4 7.2 34.4

全体 378 22.5 14.3 14.6 22.8 43.4 50.8 31.2 13.5 13.0 50.3 24.3 37.0 23.5 14.8 8.5 18.5 13.2 31.2

不安や負担を感じる 205 27.3 17.1 18.0 27.8 46.8 53.7 32.2 20.0 15.6 51.2 35.1 45.4 28.8 18.0 10.7 23.9 17.6 38.5

不安や負担を感じない 134 14.2 10.4 9.0 15.7 37.3 45.5 29.1 6.7 8.2 49.3 9.0 20.9 17.9 11.9 6.7 13.4 9.0 18.7

就

学
前

小

学
生

【子育てに関する不安や負担感別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根市のこれからの子育て支援施策で期待することは、就学前では「子育てしやす

い労働条件の整備等ワークライフバランスの実現」が 57.7%と最も多く、次いで、「児

童手当などの経済的な支援」が 54.7%、「保育所や幼稚園、認定こども園の費用負担

の軽減」が 54.6%となっています。 

小学生では「児童手当などの経済的な支援」が 51.3%と最も多く、次いで、「学力

の向上のための教育内容の充実」が 50.8%、「医療機関・施設の充実」が 50.3%とな

っています。 

 

 

 

 

 

（MA%）
子

育
て
し

や
す
い

労
働

条
件
の

整
備

等

ワ
ー

ク

ラ
イ
フ

バ
ラ

ン
ス
の

実
現

親

同
士
の

交
流
の

場
や

仲
間
づ

く
り

の

機
会
の

充
実

子

育
て
サ
ー

ク
ル

や
Ｎ

Ｐ
Ｏ
団

体
の

育

成
支
援

子

育
て
を

助
け
合

う
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

づ

く
り

子

ど
も
会

な
ど
地

域
の

健
全
育

成
活

動

の
充
実

若

者
の
居

場
所
づ

く
り

図

書
館
の

充
実

交

通
安
全

・
防
犯

教
育

の
充
実

公

共
交
通

機
関
の

充
実

地

域
の
パ

ト
ロ
ー

ル
や

見
守
り

活
動

な

ど
の
充

実

保

育
所
や

幼
稚
園
、

認

定
こ
ど

も
園

の

費
用
負

担
の
軽

減

児

童
手
当

な
ど
の

経
済

的
な
支

援

出

産
費
用

や
乳
幼

児
医

療
費
用

負
担

の

軽
減

不

妊
症
・

不
育
症

治
療

費
用
負

担
の

軽

減

就

労
へ
の

支
援

安

定
し
た

雇
用
へ

の
支

援

そ

の
他

特

に
な
い

無

回
答

全体 57.7 18.4 7.1 21.1 8.1 11.4 40.1 45.1 28.1 41.4 54.6 54.7 44.9 20.0 29.0 24.2 9.3 1.0 2.2

不安や負担を感じる 63.3 20.0 8.2 24.7 9.7 13.3 41.8 46.1 31.1 42.7 57.7 57.7 45.9 23.4 33.7 28.5 12.2 0.6 0.2

不安や負担を感じない 52.9 17.4 6.2 13.4 5.8 8.0 39.9 43.1 23.2 40.2 51.4 52.2 43.1 16.7 21.7 15.9 6.5 1.8 1.8

全体 44.7 8.5 6.3 14.3 7.4 14.3 48.7 45.8 29.4 37.8 15.6 51.3 22.5 10.1 20.9 20.6 10.6 2.1 2.4

不安や負担を感じる 48.8 11.7 8.8 18.5 7.8 17.6 54.6 46.8 31.2 39.0 19.5 51.7 27.8 11.7 25.4 29.8 13.2 1.5 2.0

不安や負担を感じない 40.3 3.0 3.7 8.2 6.7 10.4 44.0 44.8 28.4 35.1 11.9 47.8 16.4 7.5 14.2 9.0 8.2 2.2 3.7

就

学
前

小

学
生
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12 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について  

〔１〕育児休業の取得状況 

【 就学前：問44／小学生：問35 】  

 お子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しまし

たか。父親、母親それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけてください。

また、取得していない方はその理由をご記入ください。（自営業の方等は「３．

取得していない」に○をつけてください。） 

 
【父親】  
就学前 

 

 

 

 

 

 
小学生 

 
 
 
 
 
 
【母親】  
就学前 

 

 

 

 

 
小学生 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

0.5 

0.8 

4.7 

1.6 

87.1 

90.6 

7.8 

7.0 

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない 無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

1.3 

1.4 

1.9 

1.2 

86.8 

86.8 

10.1 

10.6 

働いていなかった

取得した

取得していない 無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100

44.7 

52.7 

39.0 

30.2 

14.1 

14.7 

2.2 

2.3 

働いていなかった 取得した（取得中である）

取得していない

無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

49.7 

56.5 

27.5 

25.0 

19.0 

15.6 

3.7 

2.9 

働いていなかった 取得した

取得していない

無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100
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■育児休業を取得していない理由 

【父親】  

就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【母親】 

就学前 小学生 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

育児休業の取得の有無については、父親については、「取得していない」が就学前で

は 87.1%、小学生では 86.8%と最も多くなっています。母親については、「働いてい

なかった」が就学前では 44.7%、小学生では 49.7%と最も多くなっています。 

育児休業を取得していない理由については、父親については、就学前では「仕事が

忙しかった」が 36.5%と最も多く、小学生では「配偶者が無職、祖父母等の親族にみ

てもらえるなど、制度を利用する必要がなかった」が 34.5%と最も多くなっています。

母親については、「子育てや家事に専念するため退職した」が就学前では 33.9%、小

学生では 37.5%と最も多くなっています。 

34.4 

36.5 

0.6 

4.1 

8.0 

29.6 

1.1 

27.2 

29.3 

0.6 

8.5 

0.1 

1.8 

0.3 

7.7 

9.2 

0 10 20 30 40

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した
配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった
（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった
産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を

取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

(MA%)
(N=727)

8.5 

8.5 

2.5 

11.0 

0.0 

3.4 

0.8 

0.0 

4.2 

33.9 

22.9 

5.9 

0.8 

3.4 

19.5 

15.3 

0 10 20 30 40

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、
制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった
（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を
取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

(MA%)
(N=118)

28.7 

30.5 

0.0 

4.9 

3.4 

25.0 

2.1 

14.6 

34.5 

1.2 

6.7 

0.6 

3.0 

0.6 

10.4 

10.7 

0 10 20 30 40
(MA%)

(N=328)

11.1 

9.7 

0.0 

11.1 

0.0 

2.8 

2.8 

1.4 

4.2 

37.5 

5.6 

6.9 

1.4 

2.8 

22.2 

18.1 

0 10 20 30 40
(MA%)

(N=72)



Ⅱ-１．就学前児童調査・小学生児童調査 

- 80 - 

〔２〕健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除になる仕組みの認知度 

【 就学前：問44-1／小学生：問35-1 】  

 子どもが原則１歳（保育所における保育の実施が行われないなど一定の要件を

満たす場合は１歳６月）になるまで育児休業給付が支給される仕組み、子どもが

満３歳になるまでの育児休業等（法定の育児休業及び企業が法定を上回る期間設

けた育児休業に準ずる措置）期間について一部の健康保険及び厚生年金保険の保

険料が免除になる仕組みがありますが、そのことをご存じでしたか。当てはまる

番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 

 
小学生 

 
 
 
 
 
 
 

育児休業等期間について一部の健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除になる仕

組みの認知度は、就学前では「育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた」が

31.7%と最も多く、小学生では「育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった」

が 35.2%と最も多くなっています。 

 

31.7 28.0 

1.0 

27.1 12.2 

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった

無回答

就学前
(N=835)

(%)
0 20 40 60 80 100

21.7 23.3 

1.9 

35.2 18.0 

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった

無回答

小学生
(N=378)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔３〕育児休業取得後の職場復帰の有無 

問44／問35で「取得した」を選んだ方のみ 

【 就学前：問44-2／小学生：問35-2 】  

 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。当てはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

 
【父親】  
就学前 

 

 

 

 
小学生 

 
 
 
 
【母親】  
就学前 

 

 

 

 
小学生 

 
 
 
 
 
 

育児休業を「取得した」とお答えの方に、職場復帰の有無についてたずねたところ、

父親については、「育児休業取得後、職場に復帰した」が就学前では 84.6%、小学生

では 57.1%と最も多くなっています。母親についても、「育児休業取得後、職場に復

帰した」が就学前では 72.4%、小学生では 88.5%と最も多くなっています。 

 
 
 

84.6 

2.6 0.0 

12.8 

育児休業取得後、職場に復帰した

現在も育児休業中である 育児休業中に離職した

無回答

就学前
(N=39)

(%)
0 20 40 60 80 100

57.1 

0.0 

42.9 

育児休業取得後、職場に復帰した

育児休業中に離職した

無回答

小学生
(N=7)

(%)
0 20 40 60 80 100

88.5 8.7 2.9 

育児休業取得後、職場に復帰した

育児休業中に離職した

無回答

小学生
(N=104)

(%)
0 20 40 60 80 100

72.4 20.2 6.1 1.2 

育児休業取得後、職場に復帰した 現在も育児休業中である

育児休業中に離職した

無回答

就学前
(N=326)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔４〕年度初めの保育所入所に合わせた職場復帰の状況 

問44-2／問35-2で「育児休業取得後、職場に復帰した」を選んだ方のみ 

【 就学前：問44-3／小学生：問35-3 】 

 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミン

グでしたか。あるいはそれ以外でしたか。どちらか１つに○をつけてください。

※年度初めでの認可保育所入所を希望して、１月～２月頃復帰して一時的に認可

外保育所に入所した場合なども「１」に当てはまります。また、年度初めでの入

所を希望して復帰したが、実際には希望する保育所に入所できなかったという場

合も「１」を選択してください。 

 
【父親】  
就学前 

 

 

 

 
小学生 

 
 
 
 
 
【母親】  
就学前 

 

 

 

 
小学生 

 
 

 
 
 

「育児休業取得後、職場に復帰した」とお答えの方に、育児休業から職場に復帰し

たタイミングをたず ねたところ、父親に ついては、「それ以外 だった」が就学前で は

78.8%、小学生では 75.0%と多くなっています。母親については、「年度初めの入所

に合わせたタイミングだった」が就学前では 52.1%、小学生では 59.8%と多くなっ

ています。 

 
 

18.2 78.8 3.0 

年度初めの入所に合わせたタイミングだった それ以外だった 無回答

就学前
(N=33)

(%)
0 20 40 60 80 100

52.1 45.3 2.5 

年度初めの入所に合わせたタイミングだった それ以外だった 無回答

就学前
(N=236)

(%)
0 20 40 60 80 100

0.0 

75.0 25.0 

年度初めの入所に合わせたタイミングだった

それ以外だった

無回答

小学生
(N=4)

(%)
0 20 40 60 80 100

59.8 40.2 0.0 

年度初めの入所に合わせたタイミングだった それ以外だった 無回答

小学生
(N=92)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔５〕育児休業の取得期間（実際と希望） 

問44-２／問35-２で「育児休業取得後、職場に復帰した」を選んだ方のみ 

【 就学前：問44-4／小学生：問35-4 】 

 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しました

か。また、お勤め先の育児休業の制度の期間内で、何歳何ヶ月のときまで取りた

かったですか。（ ）内に数字でご記入ください。 

 
【父親】  

就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【母親】 

就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「育児休業取得後、職場に復帰した」とお答えの方の、実際の取得期間は、父親に

ついては、就学前では「６ヶ月未満」が 51.5%と最も多くなっています。母親につい

ては、「１歳～１歳６ヶ月未満」が就学前では 46.2%、小学生では 44.6%と最も多く

なっています。 

希望の取得期間は、母親については、「１歳～１歳６ヶ月未満」が就学前では 32.2%、

小学生では 38.0%と最も多くなっています。 

51.5 

9.1 

9.1 

0.0 

3.0 

3.0 

0.0 

0.0 

24.2 

24.2 

9.1 

15.2 

0.0 

6.1 

0.0 

6.1 

0.0 

39.4 

0 20 40 60

６ヶ月未満

６ヶ月～１歳未満

１歳～１歳６ヶ月未満

１歳６ヶ月～２歳未満

２歳～２歳６ヶ月未満

２歳６ヶ月～３歳未満

３歳～３歳６ヶ月未満

３歳６ヶ月以上

無回答

(%)
(N=33)

実際 希望

2.5 

23.3 

46.2 

17.8 

2.1 

3.0 

1.7 

0.8 

2.5 

1.7 

3.8 

32.2 

20.3 

11.0 

1.7 

15.3 

2.1 

11.9 

0 20 40 60

６ヶ月未満

６ヶ月～１歳未満

１歳～１歳６ヶ月未満

１歳６ヶ月～２歳未満

２歳～２歳６ヶ月未満

２歳６ヶ月～３歳未満

３歳～３歳６ヶ月未満

３歳６ヶ月以上

無回答

(%)
(N=236)

実際 希望

25.0 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0 20 40 60
(%)

(N=4)

実際 希望

3.3 

22.8 

44.6 

14.1 

5.4 

3.3 

4.3 

0.0 

2.2 

0.0 

3.3 

38.0 

14.1 

10.9 

3.3 

15.2 

0.0 

15.2 

0 20 40 60
(%)

(N=92)

実際 希望
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〔６〕３歳まで育児休暇を取得できる制度がある場合に希望する期間 

問44-２／問35-２で「１．育児休業取得後、職場に復帰した」を選んだ方のみ 

【 就学前：問44-5／小学生：問35-5 】 

 お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希

望」としてはお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。（ ）内に

数字でご記入ください。 

 

【父親】  

就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【母親】 

就学前 小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「育児休業取得後、職場に復帰した」とお答えの方に、３歳まで休暇を取得できる

制度があれば希望として育児休暇を取りたかった期間は、父親については、就学前で

は「１歳～１歳６ヶ月未満」が 21.2%と最も多くなっています。 

母親については、「３歳～３歳６ヶ月未満」が就学前では 42.8%、小学生では 43.5 

%と最も多くなっています。 

 

 

9.1 

3.0 

21.2 

6.1 

3.0 

0.0 

18.2 

0.0 

39.4 

0 10 20 30 40 50

６ヶ月未満

６ヶ月～１歳未満

１歳～１歳６ヶ月未満

１歳６ヶ月～２歳未満

２歳～２歳６ヶ月未満

２歳６ヶ月～３歳未満

３歳～３歳６ヶ月未満

３歳６ヶ月以上

無回答

(%)
(N=33)

0.8 

0.8 

12.7 

10.6 

16.1 

3.0 

42.8 

1.7 

11.4 

0 10 20 30 40 50

６ヶ月未満

６ヶ月～１歳未満

１歳～１歳６ヶ月未満

１歳６ヶ月～２歳未満

２歳～２歳６ヶ月未満

２歳６ヶ月～３歳未満

３歳～３歳６ヶ月未満

３歳６ヶ月以上

無回答

(%)
(N=236)

25.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0.0 

25.0 

0 10 20 30 40 50

(%)

(N=4)

0.0 

2.2 

18.5 

7.6 

13.0 

3.3 

43.5 

4.3 

7.6 

0 10 20 30 40 50

(%)

(N=92)
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〔７〕希望の時期に職場復帰しなかった理由 

問44-４/問35-４で実際の復帰と希望が異なる方のみ 

【 就学前：問44-6／小学生：問35-6 】  

 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。 

（１）「希望」より早く復帰した方※当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

（２）「希望」より遅く復帰した方※当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 
（１）「希望」より早く復帰した方 

【父親】               【母親】 

就学前       小学生      就学前      小学生  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）「希望」より遅く復帰した方 

【父親】               【母親】 

就学前       小学生      就学前      小学生  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休暇の取得期間が実際と希望で異なる方に、その理由をたずねたところ、「希望」

より早く復帰した理由は、父親については、就学前では「経済的な理由で早く復帰す

る必要があった」が 41.7%と最も多くなっています。母親については、就学前では「希

望する保育所に入るため」が 29.9%と最も多く、小学生では「人事異動や業務の節目

の時期に合わせるため」が 29.3%と最も多くなっています。 

「希望」より遅く復帰した理由は、母親については、就学前では「希望する保育所

に入れなかったため」が 78.9%と最も多くなっています。 

29.9 

3.9 

22.0 

24.4 

22.8 

13.4 

0 10 20 30 40 50
(MA%)

(N=127)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 10 20 30 40 50
(MA%)

(N=0)

25.9 

1.7 

27.6 

29.3 

10.3 

25.9 

0 10 20 30 40 50
(MA%)

(N=58)

16.7 

0.0 

41.7 

25.0 

25.0 

33.3 

0 10 20 30 40 50

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があっ
たため

経済的な理由で早く復帰す
る必要があった

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

その他

無回答

(MA%)

(N=12)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 10 20 30 40 50

希望する保育所に入れな
かったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があっ
たため

職場の受け入れ態勢が整っ
ていなかったため

子どもをみてくれる人がい
なかったため

その他

無回答

(NA%)

(N=0)

78.9 

0.0 

0.0 

0.0 

5.3 

5.3 

21.1 

0 20 40 60 80 100
(MA%)

(N=19)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0 20 40 60 80 100
(MA%)

(N=1)

80.0 

0.0 

0.0 

20.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100
(MA%)

(N=5)
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〔８〕育児休業からの職場復帰時の短時間勤務制度の利用状況 

問44-２/問35-２で育児休業取得後に職場復帰された方のみ 

【 就学前：問44-7／小学生：35-7 】  

 育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。当てはま

る番号1つに○をつけてください。 

 
【父親】  
就学前 

 

 
 
 
小学生 

 
 
 
 
 
【母親】  
就学前 

 

 

 

 
小学生 

 
 

 

 

 

 

 

育児休業からの職場復帰時の、短時間勤務制度の利用についてたずねたところ、父

親については、就学前では「利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、

もともと短時間勤務だった）」が 30.3%と最も多くなっています。 

母親については、「利用した」が就学前では 42.4%、小学生では 40.2%と最も多く

なっています。 

 

30.3 9.1 21.2 39.4 

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 利用した

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）

無回答

就学前
(N=33)

(%)
0 20 40 60 80 100

20.3 42.4 28.4 8.9 

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 利用した

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）

無回答

就学前
(N=236)

(%)
0 20 40 60 80 100

50.0 

0.0 

25.0 25.0 

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 利用した

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）

無回答

小学生
(N=4)

(%)
0 20 40 60 80 100

16.3 40.2 27.2 16.3 

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 利用した

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）

無回答

小学生
(N=92)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔９〕短時間勤務制度を利用しなかった理由 

問44-７/35-7で「３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」

を選んだ方のみ 

【 就学前：問44-8／小学生：35-8 】  

 短時間勤務制度を利用しなかった理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。 

 
【父親】  

就学前 小学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【母親】 

就学前 小学生 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短時間勤務制度を「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」とお

答えの方に、その理由をたずねたところ、父親については、就学前では「仕事が忙し

かった」が 85.7%と最も多くなっています。 

母親については、「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が就学前で

は 59.7%、小学生では 76.0%と最も多くなっています。 

71.4 

85.7 

57.1 

14.3 

28.6 

0.0 

0.0 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、
制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった
（就業規則に定めがなかった）

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

無回答

(MA%)
(N=7)

59.7 

43.3 

38.8 

6.0 

1.5 

3.0 

1.5 

19.4 

6.0 

6.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、
制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

無回答

(MA%)
(N=67)

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100
(MA%)

(N=1)

76.0 

40.0 

32.0 

8.0 

0.0 

4.0 

0.0 

20.0 

20.0 

4.0 

4.0 

0 20 40 60 80 100
(MA%)

(N=25)
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〔10〕１歳になったときに利用できる事業がある場合の取得希望（就学前のみ） 

問44-２で「現在も育児休業中である」を選んだ方のみ 

【 就学前：問44-9／小学生：- 】  

 お子さんが１歳になったときに必ず利用できる事業があれば、1歳になるまで

育児休業を取得しますか。または、利用できる事業があっても1歳になる前に復

帰しますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

【父親】  

 

 

 
【母親】  

 

 

 

 

「現在も育児休業中である」とお答えの方に、子どもが１歳になったときに必ず利

用できる事業があれば 1 歳になるまで育児休業を取得するかたずねたところ、母親に

ついては、「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 93.9%と多くなっています。 

 

〔11〕彦根市は子育てしやすいところだと思いますか 

【 就学前：問45／小学生：問36】  

 総合的にみて、彦根市は子育てしやすいところだと思いますか。当てはまる番

号１つに○をつけてください。 

 
就学前 

 

 

 

 

 
小学生 

 

 

 

 

 

 

彦根市は子育てしやすいところだと思うかについては、「どちらともいえない」が就

学前では 23.8%、小学生では 35.2%と最も多くなっています。 

0.0 0.0 

100.0 

１歳になるまで育児休業を取得したい

１歳になる前に復帰したい

無回答

就学前
(N=1)

(%)
0 20 40 60 80 100

93.9 6.1 0.0 

１歳になるまで育児休業を取得したい
１歳になる前に復帰したい

無回答

就学前
(N=66)

(%)
0 20 40 60 80 100

10.8 

15.4 

19.9 

24.1 

23.8 

33.0 

8.7 

7.7 

6.0 

5.1 

0.2 

0.4 

30.5 

14.3 

子育てしやすい

やや子育てしやすい

どちらともいえない

やや子育てしにくい
子育てしにくい

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=835)

前回調査（H25）
(N=897)

(%)
0 20 40 60 80 100

10.8 

13.9 

25.1 

25.7 

35.2 

37.0 

12.7 

9.1 

4.8 

5.3 

0.5 

1.9 

10.8 

7.0 

子育てしやすい

やや子育てしやすい

どちらともいえない

やや子育てしにくい

子育てしにくい

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=378)

前回調査（H25）
(N=416)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔12〕自由意見 

【 就学前：問46／小学生：問37 】  

 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござ

いましたら、ご自由にご記入ください。 

 

医療費の軽減について 

〔 就 学 前 〕61 件  

・ 医 療 費 助成 制 度 に つ い て 、 中 学 ３年 ま で 無 料 に し て ほ し い。  

・ 小 学 生 の医 療 費 を 無 料 に し て ほ しい 。  

・ 医 療 費 無料 の 年 齢 を 上 げ て ほ し い。  

〔 小 学 生 〕60 件  

・ 医 療 費 助成 の 年 齢 を 上 げ て ほ し い。  

・ 中 学 生 まで の 医 療 費 の 無 料 に し てほ し い で す 。  

・ 医 療 費 助成 、 せ め て ６ 年 生 ま で 引き 延 ば し て 欲 し い 。  

保育料の軽減について 

〔 就 学 前 〕21 件  

・ 保 育 料 の無 償 化 の 対 象 に ０ ～ ２ 歳児 も 入 れ て ほ し い 。  

・ ベ ビ ー シッ タ ー 等 、 一 時 保 育 関 連の 料 金 を 安 く し て 欲 し い。  

・ 収 入 が 低い の で 保 育 所 に 無 償 化 は本 当 に 助 か り ま す 。  

〔 小 学 生 〕3 件  

・保 育 園 の 利 用 料金 設 定 を も う 少 し低 く し て ほ し い で す 。預 け る と経 済 的 に 厳 し い が 、仕 事を や め

る わ け に はい か な い 。  

経済的な負担の軽減について 

〔 就 学 前 〕13 件  

・子 育 て にか か る 面 で の 金 銭 的 負 担は で き る だ け 軽 減 し て もら え る 制 度 を 拡 大 し て いた だ け る と 嬉

し い 。 現 物給 付 （ オ ム ツ や ミ ル ク ）な ど も 拡 充 し て ほ し い 。  

・ 金 銭 的 サポ ー ト が 少 な 過 ぎ る 。  

・ 子 ど も や妊 婦 に か か る す べ て の 負担 を 軽 減 し て ほ し い 。  

〔 小 学 生 〕10 件  

・ 教 育 に お金 が か か る 。  

・ 児 童 手 当て な ど の 経 済 支 援 を 増 やし て ほ し い 。  

・ 高 校 へ の進 学 、 授 業 料 の 支 援 を もっ と し て ほ し い で す 。  

保育所、幼稚園、認定こども園の不足について 

〔 就 学 前 〕79 件 、〔 小 学 生 〕4 件  

・ 保 育 園 、幼 児 園 が 少 な く 、 立 地 の良 い と こ ろ は 定 員 オ ー バー し て い る た め 今 後 利 用時 が 心 配 。  

・幼 稚 園 に 入 園 を 希 望 し て い ま す が、公 立（ 特 に こ ど も 園）は 希 望 者 も 多 く、入 れ な か っ た 人 がた

く さ ん い ると 聞 き ま し た 。 給 食 も 決め 手 に な っ て い る 方 が 多い よ う で す 。  

・保育 園 を 早 く こ ど も 園 に し て ほ しい 。幼 稚 園 が 近 く に な いた め 、ま だ 就 労 し た く なく て も 、保育

園 に 行 く ため に 仕 事 を 探 し て 無 理 して い る 現 状 が あ る 。  

利用時間の延長や、土日等の利用について 

〔 就 学 前 〕29 件  

・ 保 育 施 設の 利 用 日 数 や 利 用 時 間 をふ や し て ほ し い 。  
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・幼 稚 園 、子 ど も 園 の 延 長 保 育 の 時間 を 長 く し て 欲 し い 。現 状 の 16 時 を 17～18 時 ま で 可 能 にな

れ ば 、 パ ート で も 選 択 肢 が 拡 が る 。  

・ 土 、 日 、祝 日 の 保 育 、 学 童 等 を 充実 さ せ て い た だ き た い です 。  

〔 小 学 生 〕5 件  

・保 育 園 の 登 園 時間 を も う 少 し 早 めに し て ほ し い 。学 童 の 閉 所 時 間を せ め て 19 時 ま で に して ほ し

い 。 急 な 残業 な ど で 時 間 に 間 に 合 わな い た め 。  

・ 幼 稚 園 の延 長 保 育 が 15 時 ま で で は、 ほ と ん ど 延 長 の 意 味は な い と 思 い ま す 。  

・ 出 産 で お母 さ ん が 家 に い る 場 合 、保 育 園 を 退 園 し な け れ ばい け な い の は 子 ど も が かわ い そ う 。  

子どもを預かってもらえるサービスの充実 

〔 就 学 前 〕13 件  

・ 気 軽 に 子ど も を 預 け る こ と が で きる 場 所 を 増 や し て ほ し い。  

・保 育 園・幼 稚 園 の 一 時 預 か り を お願 い し た こ と が あ り ま すが 、ほ ぼ 全 て の 園 か ら 対応 で き な い と

断 ら れ ま した 。 制 度 と し て 存 在 し てい て も 、 実 状 は 利 用 で きな い 。  

・子 ど も が ０ 歳 児の 時 、自 分 が 体 調を 崩 し 、近 所 の 保 育 園 に一 時 保 育 の 利 用 が で き ない か 問 い 合 わ

せ た が 定 員い っ ぱ い で 受 け 入 れ て もら え な か っ た 。こ の よ う な 時、市 内 の ど の 保 育 園な ら 利 用 さ

せ て も ら え そ う か 、 市 役 所 な ど に 問 い 合 わ せ て 回 答 し て も ら え る よ う な 仕 組 み が あ る と 助 か る

（ 現 状 で は１ 件 ず つ あ た ら な い と いけ な い ）。  

〔 小 学 生 〕1 件  

・ 小 学 生 の一 時 預 か り が 出 来 る 場 所が あ れ ば 教 え て ほ し い 。な け れ ば 、 あ る と 助 か りま す 。  

病児保育について 

〔 就 学 前 〕5 件  

・ 病 児 保 育所 を も っ と 作 っ て く だ さい 。 近 く に 祖 父 母 い な い家 庭 に は 、 働 き た い け ど難 し い 。  

・病 気 の 時 や 、土・日・祝 は 保 育 園に 預 け ら れ ず 、勤 務 を 配 慮し て も ら う の に 困 る 。病児 保 育 の 受

け 皿 を も っと 増 や し て ほ し い 。  

〔 小 学 生 〕1 件  

・ 病 児 保 育が 冬 に な る と 、 す ぐ に 定員 い っ ぱ い に な っ て 利 用で き な い 。 定 員 を 増 や して ほ し い 。  

子育て関連施設の充実について 

〔 就 学 前 〕12 件  

・ 子 ど も セン タ ー や 児 童 館 の 施 設 を充 実 さ せ て ほ し い （ 老 朽化 が 目 立 ち ま す ）。  

・ 市 役 所 、図 書 館 等 の 公 共 施 設 に キッ ズ ス ペ ー ス が あ れ ば 嬉し い で す 。  

〔 小 学 生 〕7 件  

・ 建 物 が 古く 、 利 用 し に く い 場 所 が多 く 感 じ ら れ る 。  

子育て支援の充実について 

〔 就 学 前 〕7 件 、〔 小 学 生 〕1 件  

・ 自 分 の 地元 よ り も 子 育 て し に く いと 感 じ ざ る を え な い 。  

・他 の 市 は 、こ ど も 園 、給 食 、1 歳 に な る ま では オ ム ツ を 支給 な ど の サ ー ビ ス が あ るが 、彦 根 市 は

そ う い う もの が な く 、 子 育 て し に くく 思 う 。  

・小 さ け れ ば 小 さい ほ ど 、彦 根 は 子 育 て しに く い と 感 じ た 。保 育 園に 通 っ て い る 今 はあ ま り 感 じ な

い が 、 ど こに も 属 さ な い 孤 立 し た 母子 に 、 も っ と 手 厚 い 支 援を お 願 い し た い 。  

給食について 

〔 就 学 前 〕15 件  

・ 幼 稚 園 も給 食 に し て ほ し い 。  

・全て の 幼 稚 園 、高 校を 給 食 に し てほ し い で す（ 希 望 者 は 弁当 持 参 、実 際 は き っ と 難し い の で 全 て

給 食 に ）。共 働 き だ と 母 親 が お 弁 当 を作 る 負 担 が 大 き い 。  
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・学 校 給 食 の質 を あ げ て ほ し い 。牛 乳や パ ン で な く 、ご は ん 中心 の 和 食 、自 然 海 塩 、地元 野 菜 、雑

穀 ご は ん など 、成 長 に安 心 な 食 材 メニ ュ ー で あ っ て ほ し い。保 育 園 で は砂 糖 や 添 加 物な し の お や

つ を 希 望 しま す 。 甘 酒 ス イ ー ツ や おに ぎ り が い い で す 。  

〔 小 学 生 〕3 件  

・ 給 食 無 料化 に な っ て ほ し い 。  

・幼稚 園 、保 育 園 の 無償 化 は い ら ない 。子 ど も 手 当 も い ら ない 。中 学 や 小 学 校 の 給 食費 に 使 っ て ほ

し い で す 。  

遊び場や公園の充実について 

〔 就 学 前 〕36 件  

・ 天 候 が 良く な い 日 で も 、 子 ど も を遊 ば せ る こ と が で き る よう な 施 設 を 増 や し て ほ しい 。  

・子 ど も の 遊 び 場の 確 保 を お 願 い しま す 。住 宅 地 内 に 小 さ な公 園 は あ り ま す が 、見 通 し が 悪い こ と

も あ り 、 不審 者 の 心 配 が あ り ま す 。  

・今 は ど こ の 公 園も ボ ー ル 遊 び 禁 止の と こ が 多 く 、遊 べ る 場 所 が ない 。近 所 に 広 め の広 場 な ど が あ

れ ば 、 も っと 外 で 伸 び 伸 び と 遊 べ るの に と 思 う 。  

〔 小 学 生 〕7 件  

・ ボ ー ル 遊び が で き る よ う な 広 い 公園 が 少 な い よ う に 思 う 。  

・放 課 後 子 ど も たち が 思 い き り 遊 べる 場 所（ 子 ど も セ ン タ ーの よ う な ）が 歩 い て 行 ける 所 に あ れ ば

よいのになあと思います。学校の校庭等は開放して頂いていて先生も見て頂けてありがたいです。  

教室、イベント、交流の機会を増やしてほしい 

〔 就 学 前 〕15 件  

・ 子 ど も と一 緒 に 体 験 で き る 料 理 教室 や 工 作 な ど 勉 強 会 な ど沢 山 し て い た だ け る と うれ し い で す 。 

・休 日 に 子 ど も と遊 び に 行 け て 遊 べて 、モ ノ づ く り が で き たり 、ち ょ っ と し た 屋 台 で食 べ た り で き

る イ ベ ン トな ど を 積 極 的 に 企 画 し てほ し い 。  

・ 地 域 で 同じ く ら い の 子 ど も を 育 てる 親 同 士 が 交 流 で き る 場を も っ と 作 っ て ほ し い  

〔 小 学 生 〕3 件  

・ 親 子 で 参加 で き る イ ベ ン ト を も っと た く さ ん し て ほ し い 。  

・市 が 主 催 の 子 ど も 科学 教 室 や 荒 神山 自 然 の 家 で の デ ィ キ ャン プ 体 験 な ど 、年 に 数 回 で は な く 毎月

の 開 催 で 、抽 選 で は な く 希 望 し た 会に は 参 加 で き る よ う に する な ど 充 実 し て ほ し い です 。  

・地 元 に ふれ あ い の 館 が あ り 、子 ど もた ち の 交 流 の 場 と し て 安 心し て 利 用 さ せ て 頂 い て いま す 。色 々

な イ ベ ン トの 企 画 や 手 厚 い 子 ど も たち の フ ォ ロ ー し て 頂 き 助か っ て い ま す 。  

図書館の充実 

〔 就 学 前 〕29 件  

・小 さ い 子 ど も を 連 れて い け る 図 書館 の 充 実 を 希 望 し ま す。遊 び な が ら本 に 親 し め るよ う な 工 夫 を

も っ と し てほ し い 。  

・図 書 館 の 充 実 。自 習ス ペ ー ス な ど、中・高 生 に な っ て も 行き た く な る 図 書 館 に な って ほ し い で す 。

図 書 館 に 人が 集 ま り 、 人 と 人 が つ なが る 場 所 に な れ ば と 思 いま す 。  

・車 が 利 用 で き ない た め 、図 書 館 に 行 き にく く 利 用 し た く ても で き な い で す 。移 動 図 書 館 など 来 て

も ら え た ら嬉 し い の で す 。  

〔 小 学 生 〕11 件  

・ 図 書 館 の充 実 を 希 望 し ま す 。 座 席を 増 や し 蔵 書 数 も 増 や して ほ し い 。  

・ 図 書 館 など 、 も っ と 増 や し て 本 に触 れ 合 う 場 所 を 多 く し てほ し い 。  

・ 図 書 館 をき れ い に し て も ら い た い。 休 日 等 は 周 囲 の 道 が 混雑 し や す く 、 利 用 し に くい 。  
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医療施設の充実 

〔 就 学 前 〕5 件  

・ 子 ど も が病 気 に な っ て も か か れ る大 き な 病 院 が 必 要 。  

・ 市 内 の 産婦 人 科 を も っ と 多 く す るか 、 市 民 病 院 で の 出 産 を拡 充 す べ き 。  

・小 児 医 療 が 弱 い 、特に 夜 間。一 時 的 に 預 っ て も ら え る 所 があ る ら し い が 、詳し い 事 が 分 か ら な い 。 

〔 小 学 生 〕5 件  

・ 病 院 の 数は あ る が 、 総 合 病 院 が 不便 。  

学校の施設や設備の改善 

〔 就 学 前 〕7 件  

・ 小 学 校 の設 備 ・ 施 設 を 新 し く し て下 さ い 。  

・ 小 学 校 の老 朽 化 が 目 立 つ の で 、 せめ て ト イ レ や 教 室 を き もち よ く 過 ご せ る よ う 改 修し て ほ し い 。 

〔 小 学 生 〕5 件  

・もっ と 学 校 の 環 境 を 整 え 、美 し く し て 居 心 地 の 良 い 教 室 づく り 、学 校 づ く り を 望 みま す 。ト イレ

も 暗 く 、 居心 地 が 悪 い で す 。  

・ 小 学 校 は体 育 館 な ど 、 建 物 の 老 朽化 が 進 ん で お り 安 全 面 に不 安 が あ る 。  

・ 幼 稚 園 、学 校 等 の 環 境 を 整 え て 欲し い 。 幼 稚 園 に は エ ア コン が な く 、 手 洗 い 場 は 屋外 で す 。  

学力の向上、教育の受実など 

〔 就 学 前 〕9 件  

・子ど も に か け る 時 間 が あ ま り な いの で 、平 日 保 育 園 に い る間 に 、ひ ら が な の 正 し い書 き 方 や 音 読、

鉄 棒 、 保 健体 育 の よ う な 学 習 を し てほ し い 。  

・幼 稚 園 か ら 認 定こ ど も 園 に 変 わ り 、幼 稚園 の 時 の 方 が 、教 育 も 保護 者 の 関 わ り も よか っ た と 感 じ

て い る 。 教育 、 学 力 向 上 へ の 取 り 組み を お 願 い し た い で す 。  

・ 学 校 設 備 （ エ ア コ ン な ど ）、 教 師 の 質 、 小 学 校 間 の 格 差 、 学 力 テ ス ト の 全 校 で の レ ベ ル 、 早 急 に

改 善 し て ほし い 。  

〔 小 学 生 〕7 件  

・ 学 力 向 上の た め の 対 策 を し て 欲 しい で す 。  

・滋 賀 県 の 学 力 が全 国 で 最 下 位 な のに 、小 学 校 で 全 く 危 機 感が な い 。カ リ キ ュ ラ ム を見 直 し て 学 力

を あ げ る 方策 を と る べ き で あ る 。 基礎 学 力 を つ け さ せ て 欲 しい 。  

・ 週 末 や 夏休 み を 利 用 し て 補 習 と か実 施 し て ほ し い 。  

保育士や教員の人数不足、待遇改善について 

〔 就 学 前 〕15 件  

・幼 稚 園 を 利 用 中で す 。年 々 教 員 の数 が 減 っ て い る こ と が 気に な っ て い ま す 。明 ら か に 教 員不 足 で

は な い か と感 じ ま す 。  

・保 育 料 無 料 化 はあ り が た い が 、教 育 の 質の 低 下 が 懸 念 さ れる 。保 育 士 の 賃 金 Ｕ Ｐ に回 し て 質 の 向

上 を 図 っ ても ら い た い 。  

・ 保 育 士 の離 職 率 減 少 へ の 対 策 （ 処遇 改 善 、 人 員 基 準 変 更 、事 業 所 補 助 な ど ）  

〔 小 学 生 〕7 件  

・ 小 学 校 や中 学 校 の 先 生 は 多 忙 で 、も う 少 し 人 員 が 必 要 で はな い か と 思 い ま す 。  

・今 、小 学 生 で すが 、先 生 が 足 り てい な い よ う に（ 他 の 地 域 と比 べ る と ）思 い ま す 。もっ と 補 助 の

先 生 が た くさ ん い て く れ れ ば 、 先 生の 負 担 も 減 り 個 性 が 大 切に さ れ る の に と 思 い ま す。  

・ 学 校 、 保育 園 な ど の 支 援 者 、 先 生の 人 員 を 増 や し 、 サ ー ビス の 質 を 上 げ て ほ し い 。  
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保育士や教員の質の向上について 

〔 就 学 前 〕10 件  

・先 生 に よ っ て は 言 い方 が き つ く 感じ る 時 が あ り 、保 護 者 に 対 し て の 伝え 方 な ど も う少 し 配 慮 し て

頂 き た い です 。  

・保育 士 の 方 は 、話 し方 も 汚 く、目 を 見 て あ い さ つ も さ れ ませ ん 。保 育 士 の 方 の 質 の向 上 を お 願 い

し た い 。  

・保育 園 と 保 護 者 と の 距 離 が あ り、保 育 園 に 対 し て 意 見 が 言え な い 。保 育 園 の 対 応 に不 満 が あ る が、

ど こ に 意 見を 言 え ば 良 い か 分 か ら ない 。  

〔 小 学 生 〕5 件  

・小 学 校 の 教 員 に 差 があ り す ぎ る ため 。教 育 に関 わ る 人 た ちの 向 上 心 を 高 め ら れ る よう 指 導 し て い

た だ き た い。  

・ 相 談 員 さん や 担 当 者 さ ん の ス キ ルに 差 が あ り す ぎ る 。  

学習支援について 

〔 小 学 生 〕6 件  

・放 課 後 な ど に 宿 題 や分 か ら な い 勉強 を 教 え て く れ る 場 所 があ る と 助 か り ま す。勉 強 が 難 し く 親で

も わ か ら ない 場 合 が あ り 、 塾 に 行 かせ た く て も 経 済 的 や 時 間的 に 無 理 な た め 。  

・ 春 、 夏 、冬 休 み の 間 に 、 小 学 校 で子 ど も が 自 由 に 参 加 で きる 補 習 授 業 を 増 や し て ほし い で す 。  

・ 家 庭 の 経済 状 況 に よ る 教 育 格 差 が生 じ な い よ う に 支 援 や 制度 を 作 っ て ほ し い 。  

学区について 

〔 就 学 前 〕8 件  

・小 学 校 区 別 で 生徒 数 に 偏 り が み られ た り 、ま た 幼 稚 園 な どが １ ヶ 所 に 集 中 し 、ど ち ら も バラ ン ス

が 悪 い と 思え て し ま う 。  

・地域 の 子 ど も の 数 が 非 常 に 少 な く、こ の 先 不 安。２ ク ラ ス くら い に な る よ う な 対 策 を希 望 し ま す 。 

・ 子 ど も の個 々 の 特 性 に 応 じ 選 択 でき る よ う に 、 地 域 外 通 学を ど の 子 も 選 べ る よ う にし て ほ し い 。 

歩道の整備について 

〔 就 学 前 〕12 件  

・歩道 が 狭 い 。段 差 の大 き な 道 が 多く 、ベ ビ ー カ ー で の 移 動が む ず か し い 。自転 車 で も 段 差 が 大 き

い と 小 さ い子 ど も を 乗 せ て の 移 動 はむ ず か し い 。 整 備 を 希 望し ま す 。  

・道路 も 悪 い し 運 転 し て る 人 の マ ナー も 悪 い 。信 号 無 視 し て走 る の が 、当 た り 前 に なっ て い る 。子

ど も と 横 断歩 道 を 渡 ろ う と し て 渡 れな い ま ま 信 号 が 変 わ る こと が 多 い 。  

〔 小 学 生 〕9 件  

・ 道 路 が 狭く 、 子 ど も が 自 転 車 で 出か け る の で と て も 心 配 。  

・ 歩 道 が 少な く 車 道 を 通 ら な い と いけ な い 場 所 が 多 い た め 、子 ど も に 危 険 が 多 い 。  

交通の便の悪さ、駐車場の整備について 

〔 就 学 前 〕11 件  

・子ど も セ ン タ ー を 利 用 し た い が、車 を 運 転 し な い た め、バ ス も な く 、タ ク シ ー だ と行 き た く て も

頻 繁 に は 行け な い 。  

・子 ど も の 遊 ぶ 広場 や 施 設 は 多 く てい い な と 思 う が 、そ の 大 半 が 車で し か 行 け な い（ バ ス があ ま り

通 っ て い ない ）。 自 転 車 に 乗 る に も 子ど も を 乗 せ て 車 道 を 走 るに は 怖 い 。  

・ 幼 稚 園 の駐 車 場 を 広 く し て ほ し い。  

〔 小 学 生 〕7 件  

・彦 根 は 住 み や す く 好 き で す が、車 が な い と、仕 事 や 買 い 物、バ ス が 不 便 で あ る た め、い ろ い ろと

お 金 が か かり ま す 。 財 政 的 に 大 変 だと は 思 い ま す が 、 考 え てい た だ け る と 嬉 し い で す。  
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・検 診 や セ ミ ナ ー 、講 座 ど こ へ 行 くに も 車 が 必 要 。も っ と 駅 近 な どで 利 用 し や す い 環境 に ま と ま っ

て あ る と 利用 し や す い 。  

子どもの安全について 

〔 就 学 前 〕8 件  

・ 通 学 時 や下 校 時 の 見 回 り や 見 守 りを 強 化 し て 欲 し い  

・変 質 者 が い た とい う 話 を よ く 聞 く 。今 は保 育 園 で 親 が 送 り迎 え で き る か ら い い が 、小 学 生に な っ

た ら 、 登 下校 の 対 策 を し て ほ し い 。  

・子ど も を ま き こ む 犯 罪 が あ る 世 の中 な の で 、犯 罪 、交 通 事 故 の な い 環 境 を 充 実 し てほ し い 。変質

者 も 多 い と聞 く の で 、 外 に 出 す の も不 安 で す 。  

〔 小 学 生 〕6 件  

・ 不 審 者 情報 が 多 い の で 、 市 か ら もパ ト ロ ー ル （ 下 校 ） な どし て も ら え る と あ り が たい で す 。  

・ 夕 方 に なる と 、 外 灯 が な く 真 っ 暗に な る 。 交 番 ま で 遠 い 。不 審 者 の 情 報 が 少 な い 。  

・ 中 学 校 にな り 自 転 車 通 学 す る 時 、外 灯 な ど が 少 な く 非 常 に心 配 し ま す 。  

障害児、医療ケア児への支援について 

〔 就 学 前 〕12 件  

・子 ど も が 車 椅 子 で あ る た め、利 用 し や す い 相 談 施 設、病 院 、リハ ビ リ 預 り 施 設 な ど、地 域 で 充実

さ せ て ほ しい 。  

・障 害 児 と 健 常 児 が 一緒 に 安 全 に 過ご せ る 施 設 が ほ し い で す。図 書 館 にベ ビ ー カ ー や車 イ ス で 入 り

や す く な ると も っ と 良 い で す 。  

・医 療 的 ケ ア の 必 要 な子 ど も や 障 害を 持 っ て い る 子 ど も が 増え て い る 現 状 な の に、預 け 先 が な かっ

た り 、 保 育園 に 看 護 師 が い て も 人 員不 足 と い う 理 由 で 断 ら れる 。  

〔 小 学 生 〕7 件  

・障 害 児 に 対 す る支 援 が 不 充 分 で ある よ う に 思 う 。気 軽 に 相 談 で きた り 利 用 で き る サー ビ ス（ 療 育

等 ） を 増 やす 。 個 に 合 わ せ た 情 報 を提 供 す る 等 、 も っ と が んば っ て ほ し い 。  

・小 学 校 で 普 通 学級 に 障 害 児 が 混 じっ て 学 習 す る こ と に 困 難が 生 じ 、学 級 崩 壊 が 起 きて い ま す 。支

援 に つ な がる よ う に し て 欲 し い で す。  

・発 達 障 害 の 子 が 、小 中 は 通 級 の クラ ス が あ り 授 業 を 受 け る事 が で き て い る が 、高 校 に は 通級 ク ラ

ス が な く 、高 校 は 行 け な い か も と 悩ん で い る 。 公 立 で 通 級 のク ラ ス を 設 け て ほ し い 。  

放課後児童クラブについて 

〔 就 学 前 〕7 件  

・ 学 童 保 育も 早 朝 や 延 長 時 間 を 長 くし て ほ し い 。  

・小 学 校 で 一 時 的な 預 か り 制 度 が ある と 、家 の 用 事 や 介 護 で外 出 せ ざ る を え な い 時 に助 か る 。学 童

保 育 で 一 時預 か り が あ る と 、 本 当 に助 か る 。  

・学 童 保 育 は 私 立 で 良い の で 預 り 時間 帯 や 内 容 を 充 実 し た もの が あ る と 望 ま し い（ 夏 休 み な ど の休

暇 に 早 朝 から 預 っ て も ら え た り 、 昼食 提 供 が あ る な ど ）。  

〔 小 学 生 〕16 件  

・放 課 後 児 童 クラ ブ も 長 期 休 み 期 間な ど 朝 7 時 ～ 19 時 く ら い ま で 、も っと 時 間 の 幅 を持 た せ て も

ら わ な い と働 け な い 。  

・ 小 学 校 の学 童 保 育 、 祝 日 も み て もら え る よ う に し て ほ し い。  

・長 期 休 暇 中 の 学 童 の 開 始 時 間 を ７時 30 分 に 早 め て ほ し い。学 童 の 昼 食 は お 弁 当 や給 食 、自 分 達

で ク ッ キ ング す る な ど 、家 庭 で の 負担 を 減 ら す よ う な 対 策 をお 願 い し ま す 。ま た 、遊 び だ け で な

く 、 教 育 （塾 な ど ） や 様 々 な 体 験 がで き る よ う に し て ほ し い。  
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職場の理解について 

〔 就 学 前 〕14 件  

・仕 事 と の 両 立 が 出 来る よ う、子 ど も が い る 人は 仕 事 量 を 減ら す な ど の 配 慮 が 当 た り前 の 環 境 に な

っ て 欲 し いで す 。  

・ 短 時 間 労働 や 、 長 期 休 み 、 学 校 行事 の た め の 休 暇 が 気 持 ちよ く と れ る 職 場 作 り （ 特に 中 小 企 業 ）

を 望 む 。  

・ 気 軽 に 子ど も の 病 気 で 休 め る 、 休ま せ て も ら え る 環 境 作 りを 彦 根 か ら 発 信 し て 頂 きた い で す 。  

子どもの行事や役員の負担について 

〔 就 学 前 〕6 件  

・フ ル タ イ ム で 働く と ど う し て も 仕事 が 休 み づ ら い 。子 ど も の 行 事 、役 員 な ど 休 め るよ う に し て く

れ な い と 、子 育 て 時 は そ れ に 悩 ま され る 。  

・保 育 園 で は 平 日 に 行事 を 行 う た め、わ ざ わ ざ休 み を 取 り 保育 園 は 何 の た め に あ る のか も う 少 し 考

え て ほ し いで す 。  

・ 市 立 の 多 く の 幼 稚 園 は 、 PTA 活 動 等 に よ る 母 親 へ の 負 担 が 大 き く 、 仕 事 に 就 き た く て も 就 け な

い 母 親 が たく さ ん い ま す 。  

〔 小 学 生 〕7 件  

・ 小 学 校 は人 数 が 少 な い た め 、 Ｐ ＴＡ 役 員 の 負 担 が 大 き く 、行 事 を 減 ら し て ほ し い です 。  

・子 ど も 会 や Ｐ Ｔ Ａ 活動 な ど は、仕 事 を し て いる 人 に は 負 担に な っ て い る 所 も あ る ので 負 担 に な ら

な い 様 に して ほ し い 。  

・母 子 家 庭 でも 、今 の 時 代 、小 学 校 の役 員 、子 ど も 会 の 役 員を し な け れ ば い け な い 。しか し 、夜 中

か ら 働 い てい る 人 間 に と っ て か な り仕 事 に 影 響 が 出 て 負 担 が大 き い 。  

小学校入学後の両立支援について 

〔 就 学 前 〕8 件  

・保 育 園 の 間 は 遅く ま で み て も ら える の で 安 心 で し た が 、心 配 な のは 小 学 校 か ら 。放 課 後 児童 ク ラ

ブ を 利 用 して も 、 今 よ り み て も ら える 時 間 が 短 く な っ て し まう 。  

・周り の マ マ 達 と 話 し て い る と、保 育 園 に 預 け て い る 時 よ りも 、小 学 校 に 入 っ た 後 の方 が 、フ ルタ

イ ム で 働 いて い る と 大 変 と き き ま す。 登 下 校 の 籏 当 番 ・PTA・ 長 期の 休 み と 時 の 預 け先 な ど 。  

母子家庭等への支援について 

〔 就 学 前 〕3 件  

・母 子 家 庭 の 支 援を も っ と 充 実 さ せて ほ し い 。所 得 制 限 を もっ と 上 げ て ほ し い 。働 け ば 働 くほ ど 総

額 が 減 っ てい く 。  

・シン グ ル マ ザ ー（ 未婚 ）でも が ん ば っ て い る の に 、１ 度 結 婚 し た シ ン グ ル マ ザ ー と差 別 さ れ る の

は 腹 立 た しい 。 同 じ よ う に 控 除 を 受け ら れ る よ う に し て ほ しい 。  

〔 小 学 生 〕5 件  

・母 子 家 庭 だ か ら と 言っ て 子 ど も が嫌 な 思 い を し な い よ う に、習 い 事 や教 育 を し て いる つ も り で す

が 、 時 間 的な 問 題 や 経 済 的 に 厳 し いの が 現 状 で す 。  

・ 未 婚 で 出産 し た 子 ど も へ の 配 慮 がな い 。  

相談支援体制について 

〔 就 学 前 〕8 件  

・ 乳 幼 児 個別 相 談 以 外 に も 、 栄 養 士に 相 談 で き る 場 を ふ や して ほ し い 。  

・ 乳 幼 児 検診 の 保 健 師 の 方 々 が す ごく 親 身 に 対 応 し て く だ さり 、 相 談 な ど が し や す い。  

・働 く お 母 さ ん た ち に向 け て 、「 配 偶 者 控 除」や「 103 万 の 壁、130 万 の 壁」な ど 、働き 方 や バ ラ

ン ス の 相 談が で き る と こ ろ が ほ し いで す  
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〔 小 学 生 〕1 件  

・ 教 育 相 談窓 口 が ほ し い で す 。 教 育委 員 会 と か で は な く 、 相談 で き る と こ ろ で す 。  

地域の力の活用について 

〔 就 学 前 〕2 件  

・ 彦 根 市 だけ で 解 決 で き な い 。 企 業、 地 域 が 理 解 し て も ら えな い と い け な い と 思 う 。  

〔 小 学 生 〕5 件  

・地 域 の 役 員 な ど を 団塊 の 世 代 の 方を う ま く 活 用 し て、子 育 て 世 代 が 仕事 や 子 育 て に専 念 で き る よ

う に し て もら え る と い い と 思 う 。  

・子 ど も た ち と 地 域 で見 守 っ て く ださ る 雰 囲 気 が あ る の で 大変 う れ し く 思 っ て い ま す。地 域 の コミ

ュ ニ テ ィ の力 が 最 大 限 に 発 揮 で き るよ う な 支 援 が あ れ ば 良 いの で は な い か と 思 い ま す。  

情報提供について 

〔 就 学 前 〕13 件  

・ 子 育 て に関 す る 事 業 を も っ と Ｐ Ｒし 周 知 し て ほ し い 。  

・ 保 育 園 、幼 稚 園 の こ と な ど 、 早 いう ち か ら 、 情 報 を 得 ら れる よ う に し て 欲 し い 。  

・地 域 で 行 っ て い る 子ど も 対 象 の イベ ン ト を も う 少 し わ か りや す い チ ラ シ で 発 信 し てほ し い 。広報

に 小 さ く 載っ て い て も わ か り づ ら い。 ど ん な こ と を す る の か。 写 真 等 が あ る と い い 。  

〔 小 学 生 〕4 件  

・子 育 て 中 に 知 り た い情 報 を 冊 子 にし て 配 っ て も ら い た い。ど ん な サ ービ ス が あ る のか 知 ら な い 事

が 多 い と 思う の で 、 知 り た い 。  

・ 市 政 全 般に 言 え る が 、 IT に よ る 情 報 発 信 が 弱い 。 特 に 教 育、 子 育 て 中 心 と な る 20～30 代 の 層

に 、 十 分 にリ ー チ で き て い な い 。HP の 改 善 、SNS の 活 用 等 、 能 動 的な 発 信 を 求 め たい 。  

現状に満足している 

〔 就 学 前 〕5 件  

・ 一 人 一 人の 個 性 を 大 切 に し て 下 さる 幼 児 教 育 は 素 晴 ら し いと 思 い ま す 。 小 さ い 時 の関 わ り 方 で 、

そ の 子 の 一生 が 左 右 さ れ る の で 、 彦根 に 引 っ 越 し て き て 良 かっ た な と 思 い ま す 。  

・ １ 人 目 の時 よ り 環 境 や 支 援 制 度 がだ ん だ ん と 増 え て き て 働き や す く な っ た な あ と 感じ て い ま す 。 

〔 小 学 生 〕3 件  

・私の 住 ん で い る 地 域 で は 、他 の 地 域 に 比 べ、安 心 し て 子 育 てを で き る 環 境 だ な あ と 感じ て い ま す 。 

アンケートについて 

〔 就 学 前 〕10 件 、〔 小 学 生 〕7 件  

・ ア ン ケ ート を 取 っ て 皆 さ ん の 意 見を 収 集 す る だ け で な く 実行 し て 頂 き た い 。  

その他 

〔 就 学 前 〕66 件  

・共 働 き で も 、母 親 の み の 育 児 が 常態 化 し て い る 家 庭 が 多 いと 思 う 。男 性 が 育 児 に 十分 に 参 画 す る

よ う に 促 す取 り 組 み を し て ほ し い 。  

・ 子 ど も 手当 な ど の 申 請 手 続 き を もっ と わ か り や す く 、 簡 単に し て ほ し い 、  

・産 褥 期 が 終 っ て か らの 母 親 の ケ アを も っ と 充 実 さ せ て ほ しい 。心 も 体も ま だ ま だ 不安 定 な 時 期 な

の に 産 褥 期以 降 に な る と 急 に 周 り から サ ー ビ ス や 支 援 が な くな る 印 象 を 受 け た 。地 域の 助 産 師 さ

ん の ア ド バイ ス や 話 が で き る 場 が もっ と ほ し い 。  

〔 小 学 生 〕22 件  

・ 事 件 や 事故 、 い じ め を 起 こ さ な いた め に 、 幼 少 期 か ら の 道徳 教 育 の あ り 方 を 見 直 して 頂 き た い 。 

・ 自 営 業 者は ９ 時 ～17 時 で は な いの で 、 現 状 の 支 援 等 が 受け に く い 。  

・外 国 人 の子 育 て 環 境 作 り に 関 し て 、特 に シ ン グ ル マ ザ ー で あ って 一 人 で 子 育 て し て い る方 は 、色 々

不 安 な こ とが あ り ま す 。  
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Ⅱ-２．若者の意識調査（19 歳～39 歳の市民用調査） 

１ 回答者について  

〔１〕性別 

問１ 性別はどちらですか。 

 
 

 

 

 

 

回答者の性別は、「男性」が 47.0%、「女性」が 50.8%となっています。 

 

〔２〕小学校区 

問２ お住まいの小学校区はどちらですか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住している小学校区は、「城南」が 10.4%と最も多く、次いで、「旭森」が 8.7%

となっています。 
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〔３〕年齢 

問３ 年齢についてうかがいます。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

年齢は、「20 歳～24 歳」が 37.2%と最も多く、次いで、「35 歳～39 歳」が 20.2%

となっています。 

 

〔４〕学歴 

問４ 学歴（最終または現在の状況）についてうかがいます。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学歴は、「大学」が 54.6%と最も多く、次いで、「高校（全日制）」が 15.8%となっ

ています。 

 

 

2.7 

15.8 

4.4 

9.3 

10.4 

54.6 

2.2 

0.5 

0.0 

0 20 40 60

中学校

高校（全日制）

高校（定時制・通信制・単位制）

短大・高専

専門学校（専修学校専門課程）

大学

大学院

その他

無回答

(%)
(N=183)

9.8 

2.9 

37.2 

19.3 

19.1 

16.4 

13.1 

24.7 

20.2 

35.3 

0.5 

1.5 

18～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳

35歳～39歳

無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=275)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔５〕職業 

問５ 職業についてうかがいます。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業は、「民間企業、団体、研究機関等の正社員（正職員）」が 35.0%と最も多く、

次いで、「学生・生徒」が 29.0%となっています。 

 

 

35.0 

7.1 

16.4 

1.1 

1.6 

2.2 

29.0 

4.9 

1.6 

1.1 

43.3 

5.5 

26.2 

0.0 

2.5 

7.6 

11.3 

1.5 

1.5 

0.7 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

1.民間企業、団体、研究機関等の正社員（正職員）

2.公務員（正職員）

3.契約社員、派遣社員、パート・アルバイト、臨時職員

4.会社経営者

5.自営業・自由業

6.専業主婦・主夫

7.学生・生徒

8.無職

9.その他

無回答

(%)

（%）

N 民

間

企

業
、

団

体
、

研

究

機

関

等

の

正

社

員

（

正

職

員
）

公

務

員
（

正

職

員
）

契

約

社

員
、

派

遣

社

員
、

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト
、

臨

時

職

員

会

社

経

営

者

自

営

業

・

自

由

業

専

業

主

婦

・

主

夫

学

生

・

生

徒

無

職

そ

の

他

無

回

答

183 35.0 7.1 16.4 1.1 1.6 2.2 29.0 4.9 1.6 1.1

全体 86 47.7 5.8 8.1 2.3 3.5 0.0 23.3 4.7 3.5 1.2

男18歳～24歳 39 28.2 2.6 5.1 0.0 2.6 0.0 51.3 7.7 0.0 2.6

男25歳～29歳 19 52.6 15.8 15.8 0.0 5.3 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0

男30歳～34歳 12 83.3 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

男35歳～39歳 16 62.5 0.0 6.3 12.5 6.3 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0

全体 93 22.6 8.6 24.7 0.0 0.0 4.3 34.4 4.3 0.0 1.1

女18歳～24歳 46 6.5 6.5 13.0 0.0 0.0 0.0 67.4 4.3 0.0 2.2

女25歳～29歳 16 43.8 18.8 31.3 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0

女30歳～34歳 12 41.7 0.0 41.7 0.0 0.0 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0

女35歳～39歳 18 33.3 11.1 33.3 0.0 0.0 16.7 0.0 5.6 0.0 0.0

性

・

年

齢

別

男性

女性

全体
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〔６〕就職していない理由 

問5で「6」「8」「9」（働いていない）を選んだ方のみ 

問5-1 あなたが就職していないのはなぜですか。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働いていない方に、その理由についてたずねたところ、「健康上の理由」が 37.5%

と最も多く、次いで、「自分にあった仕事がみつからない」が 31.3%となっています。 

 

〔７〕現在の仕事を続けたいか 

問5で「1」～「5」（働いている）を選んだ方のみ 

問5-2 あなたは現在の仕事を続けたいと思いますか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

働いている方に、現在の仕事を続けたいと思うかについてたずねたところ、「現在の

仕事を続けたい」が 60.7%、「続けたいと思わない」が 12.5%となっています。 

 

 

 

31.3 

0.0 

12.5 

18.8 

0.0 

18.8 

37.5 

31.3 

6.3 

0 10 20 30 40

自分にあった仕事がみつからない

何らかの仕事に就きたいが、求人がない

就職するが続かない

仕事をする意欲がもてない

働く必要性を感じない

家庭の事情

健康上の理由

その他

無回答

(MA%)
(N=16)

60.7 12.5 22.3 4.5 

現在の仕事を続けたい

続けたいと思わない

わからない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=112)
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〔８〕配偶者の有無 

問６ あなたは配偶者がおられますか。 

 
 

 

 

 

 

 

配偶者の有無は、「配偶者がいる」が 21.9%、「配偶者はいない」が 77.6%となっ

ています。 

 

〔９〕同居している家族の人数 

問７ 同居している家族はあなたを含めて何人ですか。 

 

 

 

 

 

同居している家族の人数については、「４人」が 29.5%と最も多く、次いで、「１人」

が 19.1%となっています。 

 

〔10〕同居している家族 

問7-1 同居している家族についてうかがいます。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同居している家族については、「母」が 57.9%と最も多く、次いで、「父」が 47.0%

なっています。 

 

19.1 11.5 18.6 29.5 13.1 4.9 

1.1 

2.2 

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

７人以上

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=183)

47.0 

57.9 

36.6 

13.1 

0.5 

19.1 

14.2 

2.2 

14.2 

4.9 

0 20 40 60

父

母

兄弟・姉妹

祖父母

おじ・おば

配偶者

ご自身のお子さん

その他

同居家族はいない

無回答

(MA%)
(N=183)

21.9 

49.1 

77.6 

49.8 

0.0 

0.5 

1.1 

配偶者がいる 配偶者はいない

その他※前回なし

無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=275)

(%)
0 20 40 60 80 100
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２ 将来について  

〔１〕将来の夢や希望 

問８ 将来の夢や希望がありますか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の夢や希望については、「将来の夢（希望）がある」が 49.2%と最も多く、次

いで、「今はないが、いずれ見つけたいと思う」が 24.6%となっています。 

 

〔２〕現在と将来についての考え 

問９ 現在と将来の考えについてどのようにお考えですか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在と将来の考えについては、「どちらとも言えない」が 37.2%と最も多く、次い

で、「将来の自分の夢を実現するためであれば今は苦労してもかまわない」が 32.8%

となっています。 

49.2 

24.6 

5.5 

5.5 

14.8 

0.5 

0.0 

53.8 

26.5 

5.5 

2.9 

10.2 

0.4 

0.7 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

将来の夢（希望）がある

今はないが、いずれ見つけたいと思う

自分の将来には夢も希望もないと思う

人生に夢や希望を持っても意味がない

よくわからない

その他

無回答

(%)

29.0 

32.8 

37.2 

1.1 

0.0 

24.7 

33.1 

36.4 

4.4 

1.5 

0 10 20 30 40

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

将来のために節約・努力するよりも、今
の自分の人生を楽しみたい

将来の自分の夢を実現するためであれば
今は苦労してもかまわない

どちらとも言えない

その他

無回答

(%)
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〔３〕社会で生きていくために必要なこと 

問10 社会で生きていくために必要だと思うことは何ですか。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会で生きていくために必要だと思うことは、「個人の才能や努力」が 63.4%と最

も多く、次いで、「いろいろな人と交流すること」が 55.7%となっています。 

 

 

 

63.4 

24.0 

35.0 

50.3 

50.3 

52.5 

39.9 

48.1 

55.7 

1.1 

3.8 

0.5 

72.0 

17.1 

33.1 

48.7 

45.8 

60.0 

40.0 

49.5 

52.4 

0.7 

2.2 

1.1 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

個人の才能や努力

学歴

資産があること

運やチャンスをうまくつかむこと

いい上司や先輩を持つこと

相談できる人をもつこと

失敗しても立ち直れる仕組み

友人をもつこと

いろいろな人と交流すること

必要と思うものはない

その他

無回答

(MA%)
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〔４〕日本の社会における問題点 

問11 あなたが考える日本の社会における問題点は何ですか。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の社会における問題点については、「少子高齢社会における社会保障の負担増」

が 52.5%と最も多くなっています。 

 

３ ご自身の状況について  

〔１〕困りごとについて 

問12 現在悩みや心配ごと、困っていることはありますか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

悩みや心配ごと、困っていることについては、「ある」が 65.6%、「ない」が 32.8%

となっています。 

65.6 

66.2 

32.8 

33.1 

1.6 

0.7 

ある ない 無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=275)

(%)
0 20 40 60 80 100

51.9 

51.9 

33.3 

19.7 

34.4 

25.7 

52.5 

29.0 

26.8 

24.6 

30.6 

17.5 

24.0 

1.1 

6.6 

0.0 

58.9 

48.7 

32.0 

12.7 

28.0 

27.6 

46.2 

32.0 

21.1 

14.2 

29.8 

14.9 

25.5 

1.1 

5.5 

1.1 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

非正規雇用の増加、サービス残業による
長時間労働等の労働環境の問題

労働者を酷使・選別し、使い捨てにする企業の存在
（いわゆるブラック企業の存在）

所得格差から生じる教育機会の不均等

社会や家庭での男女共同参画の進み方が遅い

職場や地域、家庭での人権問題
（虐待、ＤＶ、セクハラ、パワハラ等）が多発している

少子高齢社会における福祉サービスの不充足

少子高齢社会における社会保障の負担増

情報化社会の負の影響（ネット犯罪・ネット依存等）

学歴によって人生が決まってしまう

個性的な人が社会で受け入れられにくい

失敗すると、再チャレンジが難しい

学齢期に学校以外の場所で体験する機会が少ない

若者が仕事について学ぶ機会が少ない

問題はない

その他

無回答

(MA%)



Ⅱ-２．若者の意識調査 

- 105 - 

〔２〕困りごとの内容 

問12で「ある」を選んだ方のみ 

問12-1 現在悩みや心配ごと、困っていることはどのような内容ですか。（○は

いくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悩みや心配ごと、困っていることが「ある」とお答えの方に、困っている内容につ

いてたずねたところ、「自分の生き方や将来のこと」が 51.7%と最も多く、次いで、「収

入や生活費のこと」が 41.7%となっています。  

15.8 

5.0 

24.2 

34.2 

5.0 

17.5 

10.8 

18.3 

20.8 

6.7 

12.5 

10.0 

9.2 

6.7 

41.7 

51.7 

4.2 

13.3 

0.0 

3.3 

0.0 

5.5 

3.3 

14.8 

46.7 

20.3 

8.2 

19.2 

13.7 

22.0 

9.9 

13.7 

7.1 

9.9 

2.2 

46.7 

45.1 

1.6 

9.9 

0.0 

2.2 

1.6 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=120)

前回調査（H26）

(N=182)

学校での勉強や成績のこと

進学のこと

就職のこと

仕事や職場のこと

子育てのこと

友人や仲間との人間関係

家族関係や家庭のこと

異性との交際に関すること

気分や体調のこと

病気のこと

性格のこと

容姿のこと

政治や社会のこと

環境問題

収入や生活費のこと

自分の生き方や将来のこと

どこにも自分の居場所がない

はっきりとした悩みはないがなんとなく
不安である

特に困っていることや悩み事はない

その他

無回答

(MA%)
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〔３〕困りごとの相談相手 

問12で「ある」を選んだ方のみ 

問12-2 悩みや心配ごと、困っていることについて、相談する相手は誰ですか。

（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悩みや心配ごと、困っていることが「ある」とお答えの方に、困っている内容につ

いて相談する相手についてたずねたところ、「友人」が 39.2%と最も多く、次いで、「家

族や親戚」が 38.3%となっています。 

 

 

38.3 

39.2 

1.7 

2.5 

6.7 

3.3 

6.7 

6.7 

10.8 

0.0 

8.3 

9.2 

1.7 

25.0 

49.5 

48.4 

0.0 

4.9 

7.7 

0.5 

7.1 

9.3 

14.8 

0.5 

2.7 

11.5 

0.5 

20.3 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=120)

前回調査（H26）

(N=182)

家族や親戚

友人

ネット上の仲間

学校の先生

恋人

行政などの専門相談機関

職場の上司

先輩

同僚

近隣の人

相談する人がいない

悩みがあっても相談しない

その他

無回答

(MA%)
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〔４〕若者を支援していくために必要だと思う相談体制 

問13 悩みや心配ごと、困っていることに対応し、若者を支援していくために、

あなたはどのような相談体制が必要だと思いますか。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者を支援していくために必要だと思う相談体制については、「親身に聴いてくれる

相談体制」が 37.7%と最も多く、次いで、「無料で相談できる相談体制」が 33.3%と

なっています。 

 

 

 

 

37.7 

9.8 

16.9 

8.7 

22.4 

23.0 

32.8 

33.3 

3.3 

4.4 

2.2 

18.6 

25.7 

14.2 

21.3 

3.3 

5.5 

3.3 

41.8 

11.6 

17.8 

12.0 

24.7 

26.9 

30.5 

40.0 

3.3 

6.5 

3.3 

16.7 

30.5 

14.5 

21.5 

1.5 

10.2 

4.4 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

親身に聴いてくれる相談体制

医学的な助言をくれる相談体制

心理学の専門家がいる相談体制

精神科医がいる相談体制

就労を支援してくれる相談体制

同じ悩みを持つ人と出会える相談体制

匿名で（自分の名前を知られずに）
相談できる相談体制

無料で相談できる相談体制

公的機関の人や医療の専門家ではない民間団体
（ＮＰＯなど）が運営する相談体制

自宅に専門家が来てくれる相談体制

自宅に専門家ではない民間団体のスタッフや
地域のボランティアが来てくれる相談体制

いろいろな悩みをまとめて聞いてくれる相談体制

自分のペースでゆっくりと段階的な支援をしてくれる
相談体制

自宅から近いこと

相談がなくても気軽に行くことができる
フリースペースがある相談場所

その他

相談等の支援は受けたくない

無回答

(MA%)
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〔５〕支援を受けたくない理由 

問1３で「相談等の支援は受けたくない」を選んだ方のみ 

問13-1 あなたが相談等の支援は受けたくないと思う理由は何ですか。（○はい

くつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「相談等の支援は受けたくない」とお答えの方に、その理由をたずねたところ、「支

援を受けても解決できないと思う」が 50.0%と最も多くなっています。  
 

〔６〕彦根市子ども・若者総合相談センターについて 

問14 若者が抱える課題を解決するために、※「彦根市子ども・若者総合相談セ

ンター」は必要だと思いますか。（○は１つ） 

     ※若者の相談に対応し関係機関へのつなぎや社会参加への足がかりの機会

を提供します。 

 
 

 

 

 

 

 

【外出の頻度別】 

 

 

 

 

 

 

「彦根市子ども・若者総合相談センター」は必要だと思うかについては、「必要であ

る」が 49.7%、「必要ではない」が 4.9%となっています。 

 

49.7 

56.4 

4.9 

8.0 

44.8 

34.9 

0.5 

0.7 

必要である 必要ではない わからない 無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=275)

(%)
0 20 40 60 80 100

58.8 

49.1 

5.9 

4.9 

35.3 

46.0 

0.0 

0.0 

必要である 必要ではない わからない 無回答

外出の少ない方
（問16で5～8を選択）(N=17)

上記以外の方
（問16で1～4を選択）(N=163)

(%)
0 20 40 60 80 100

30.0 

50.0 

10.0 

30.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

10.0 

0 20 40 60

自分（または家族）のことを知られたくない

支援を受けても解決できないと思う

何を聞かれるか不安に思う

相手にうまく話せないと思う

支援を受けていることを人に知られたくない

お金がかかると思う

相談等の機関が近くにない

その他

無回答

(MA%)
(N=10)
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〔７〕「彦根市子ども・若者総合相談センター」に必要な機能 

問1４で「必要である」を選んだ方のみ 

問14-1 「彦根市子ども・若者総合相談センター」のどのような機能が必要だと

思いますか。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根市子ども・若者総合相談センターが必要とお答えの方に、必要と思う機能につ

いてたずねたところ、「「とりあえず」の相談への対応」が 78.0%と最も多くなってい

ます。 

 

〔８〕地域活動や市民活動への参加の有無 

問15 地域や市民活動との関わりについてうかがいます。あなたは、地域活動や

市民活動に参加していますか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動や市民活動に参加しているかについては、「どのような地域活動や市民活動

があるのか知らない」が 26.8%と最も多く、次いで、「参加している」が 23.0%とな

っています。 

78.0 

40.7 

42.9 

2.2 

3.3 

0 20 40 60 80

「とりあえず」の相談への対応

医療・福祉、教育、雇用等関連機関等へのつなぎ

若者が社会への参加の足がかりをつかむ機会の提供

その他

無回答

(MA%)
(N=91)

23.0 

6.6 

21.3 

18.6 

26.8 

1.6 

2.2 

26.2 

4.4 

17.8 

20.7 

27.3 

2.9 

0.7 

0 10 20 30

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

参加している

参加したいが、どうずれば参加できるのかがわからない

参加したいが、参加する時間がない

地域活動や市民活動に興味がないので参加したいとは思わない

どのような地域活動や市民活動があるのか知らない

その他

無回答

(%)
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〔９〕現在住んでいるところが好きか 

問15-1 あなたは、現在住んでいるところが好きですか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

好きな理由 きらいな理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在住んでいるところが好きかについては、「好きである」と「まあ好きである」を

合わせた『好き』が 74.8%となっています。 

好きとお答えの 方に 、その理由をた ずね たところ 、「住み なれ たところだから 」が

38.0%と最も多く、次いで、「自然環境がよいから」が 24.1%となっています。 

きらいとお答え の方 に、その理由を たず ねたところ 、「交 通機 関が不便だから 」が

36.4%と最も多く、次いで、「住みなれないところだから」が 18.2%となっています。 

 

 

〔10〕現在住んでいるところに住み続けたいか 

問15-4 あなたは、将来もずっと、現在住んでいるところに住んでいたいと思い

ますか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

今後の居住意向については、「住んでいたい」が 21.9%、「どちらでもよい」が 35.5%、

「移りたい」が 16.9%となっています。 

33.3 41.5 18.6 

3.8 2.2 

0.5 

好きである まあ好きである どちらともいえない

あまり好きではない

きらいである

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=183)

24.1 

13.9 

19.0 

38.0 

1.5 

1.5 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0 10 20 30 40

自然環境がよいから

交通機関が便利だから

日常生活が便利だから

住みなれたところだから

整った教育・文化施設があるから

地域住民との連帯感が強いから

友達がいるから

わからない

その他

無回答

(%)
(N=137)

9.1 

36.4 

9.1 

18.2 

0.0 

9.1 

0.0 

0.0 

18.2 

0.0 

0 10 20 30 40

自然環境がよくないから

交通機関が不便だから

日常生活が不便だから

住みなれないところだから

整った教育・文化施設がないから

地域住民との連帯感がうすいから

友達がいないから

わからない

その他

無回答

(%)
(N=11)

21.9 35.5 16.9 24.0 1.6 

住んでいたい どちらでもよい 移りたい わからない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=183)
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〔11〕外出について 

問16 あなたはふだんどのくらい外出しますか。（○は1つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふだんどのくらい外出するかについては、「仕事や学校で休みの日以外は毎日外出す

る」が 61.2%と最も多くなっています。必要最低限しか出かけない方（「5」「6」「7」

「8」を選択）は、合計で 9.2%となっています。 

 

〔12〕現在の状態になってからどのくらい経つか 

問1６で「5」「6」「7」「8」を選んだ方のみ 

問16-1 あなたが現在の状態になってどのくらい経ちますか。（○は1つ） 

 
 

 

 

 

 

 

必要最低限しか出かけない方に、現在の状態になってからどのくらい経つかについ

てたずねたところ、「１年～３年」が 23.5%と最も多くなっています。 

 

61.2 

64.7 

12.0 

9.5 

11.5 

17.1 

4.4 

2.2 

7.1 

4.0 

1.6 

1.5 

0.0 

0.4 

0.5 

0.0 

1.6 

0.7 

1 仕事や学校で休みの日以外は毎日外出する

2 仕事や学校で週に３～４日外出する

3 遊びや買い物、育児等で頻繁に外出する

4 人づきあいのためにときどき外出する

5 ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する

6 ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける

7 自室からは出るが、

家からは出ない

8 自室からほとんど出ない

無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=275)

(%)
0 20 40 60 80 100

5.9 17.6 23.5 11.8 5.9 17.6 17.6 0.0 

６か月未満

６か月～１年

１年～３年 ３年～５年

５年～７年

７年以上

わからない

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=17)
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（MA%）
N 小

学
校

中

学
校

高

校

無

回
答

2 50.0 100.0 0.0 0.0

（MA%）

N 高
校

大
学

・
短

大

・
高

専
・

専
門

学

校

無
回

答

2 50.0 50.0 0.0

（MA%）

N 友
人

職
場
の

上
司

・
同
僚

家
族

先
生

そ
の
他

の
人

無
回
答

5 40.0 40.0 20.0 0.0 20.0 0.0

〔13〕現在の外出頻度になった年齢 

問1６で「5」「6」「7」「8」を選んだ方のみ 

問16-2 現在の外出頻度になったのは、あなたが何歳の頃ですか。（数字で具体

的に） 

 
 

 

 

 

 

 

必要最低限しか出かけない方に、現在の外出頻度になった年齢についてたずねたと

ころ、「14 歳以下」、「15～19 歳」、「20～24 歳」がそれぞれ 17.6%と最も多くなっ

ています。 

 

〔14〕現在の状態になったきっかけ 

問1６で「5」「6」「7」「8」を選んだ方のみ 

問16-３ あなたが現在の状態になったきっかけは何ですか。記号がついている設

問を答えた方は該当する記号もお答えください。（○はいくつでも） 

 

■不登校になった時期 

 

 

 

■中退した時期 

 

 

 

 

■人間関係がうまくいかなか

った相手 

 

 

 

 

必要最低限しか出かけないとお答えの方に、現在の状態になったきっかけについて

たずねたところ、「人間関係がうまくいかなかった」が 29.4%と最も多く、次いで、「病

気」が 23.5%となっています。 

 

17.6 17.6 17.6 11.8 11.8 5.9 17.6 

14歳以下 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳

35歳以上

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=17)

11.8 

11.8 

0.0 

5.9 

11.8 

29.4 

23.5 

5.9 

41.2 

0.0 

5.9 

0 10 20 30 40 50

不登校

中退

受験に失敗した

就職活動がうまくいかなかった

職場になじめなかった

人間関係がうまくいかなかった

病気

その他

特に理由はない

わからない

無回答

(MA%)
(N=17)



Ⅱ-２．若者の意識調査 

- 113 - 

〔15〕現在の状態について関係機関に相談したいか 

問1６で「5」「6」「7」「8」を選んだ方のみ 

問16-４ 現在の状態について、関係機関に相談したいと思いますか。（○は1つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

要最低限しか出かけない方に、現在の状態について関係機関に相談したいかについ

てたずねたところ、「思わない」が 41.2%と最も多くなっています。 

 

 

〔16〕関係機関に相談したことがあるかについて 

問1６で「5」「6」「7」「8」を選んだ方のみ 

問16-５ 現在の状態について、関係機関に相談したことがありますか。または現

在相談していますか。（○は1つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

必要最低限しか出かけない方に、関係機関に相談したことがあるかをたずねたとこ

ろ、「ある」が 35.3%、「ない」が 52.9%となっています。 

 

 

 

0.0 

17.6 5.9 41.2 23.5 11.8 

非常に思う

思う

少し思う 思わない わからない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=17)

35.3 52.9 11.8 

ある ない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=17)
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〔17〕相談したことのある機関 

問1６-5で「相談したことがある」を選んだ方のみ 

問16-６ どのような機関に相談しましたか。相談したことのある機関に○をつけ

てください。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関に相談したことが「ある」とお答えの方に、相談したことのある機関につ

いてたずねたところ、「病院・診療所」、「滋賀県発達障害者支援センター（草津市）」、

「ハローワーク・ジョブカフェなどの就労支援機関」がそれぞれ 50.0%と最も多くな

っています。 

 

 

33.3 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

0.0 

0 20 40 60

彦根市子ども・若者総合相談センター
（子ども・若者課）

福祉センター（福祉事務所）

子ども家庭相談センター（児童相談所）

あすくる彦根（少年センター）

学校・スクールカウンセラー

精神保健福祉センター（ひきこもり支援センター・
滋賀県子ども・若者総合相談窓口）（草津市）

湖東健康福祉事務所・彦根保健所（ひきこもり相談）

病院・診療所

彦根市発達支援センター（旧発達支援室）

滋賀県発達障害者支援センター（草津市）

ハローワーク・ジョブカフェなどの就労支援機関

地域若者サポートステーション
（草津市・彦根市・大津市）

警察

民生委員・児童委員

その他の施設・機関

無回答

(MA%)
(N=6)
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〔18〕相談したいと思う機関 

問1６で「5」「6」「7」「8」を選んだ方のみ 

問16-７ 現在の状態について、関係機関に相談するとすれば、どのような相談機

関であれば相談したいと思いますか。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要最低限しか出かけない方に、相談したいと思う相談機関についてたずねたとこ

ろ、「無料で相談できる」が 47.1%と最も多く、次いで、「親身に聴いてくれる」、「心

理学の専門家がいる」がそれぞれ 35.3%となっています。 

35.3 

17.6 

35.3 

17.6 

5.9 

17.6 

47.1 

5.9 

5.9 

11.8 

23.5 

0.0 

17.6 

0 10 20 30 40 50

親身に聴いてくれる

医学的な助言をくれる

心理学の専門家がいる

精神科医がいる

同じ悩みを持つ人と出会える

匿名で（自分の名前を知られずに）相談できる

無料で相談できる

公共機関の人や医療の専門家ではない民間団体
（NPOなど）である

自宅に専門家が来てくれる

自宅から近い

あてはまるものはない

どのような機関にも相談したくない

無回答

(MA%)
(N=17)
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〔19〕家族や友人等の外出の状況 

問16-８ あなたの家族や親しい友人等で、次のような状況の方はおられますか。

おられる場合は該当する番号もお答えください。（○は1つ） 

   【状況】 

   ①ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する 

   ②ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける 

   ③自室からは出るが、家からは出ない 

   ④自室からほとんど出ない  

 

 

 

 

 

 

 

 

■「居る」と回答した方の現在の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族や親しい友人等で、必要最低限しか出かけない方の状況は、「居ない」が 66.1%、

「居る」が 8.2%となっています。 

家族や友人等に必要最低限しか出かけない方が「居る」とお答えの方に、外出の状

況をたずねたところ 、「ふだんは家にいる が、近所のコンビニ などには出かける」 が

66.7%と最も多くなっています。 

 

66.1 

70.4 

8.2 

10.5 

10.9 

14.4 

14.8 

4.7 

居ない 居る

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=257)

(%)
0 20 40 60 80 100

26.7 

51.9 

66.7 

25.9 

6.7 

14.8 

0.0 

0.0 

0.0 

7.4 

ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する

ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出ない

自室からほとんど出ない

無回答

今回調査（H30）
(N=15)

前回調査（H26）
(N=27)

(%)
0 20 40 60 80 100
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（MA%）
N 小

学
校

中

学
校

高

校

無

回
答

3 33.3 0.0 66.7 0.0

（MA%）

N 高
校

大
学

・
短

大

・
高

専
・

専
門

学

校

無
回

答

1 0.0 0.0 100.0

（MA%）

N 友
人

職
場
の

上
司

・
同
僚

家
族

先
生

そ
の
他

の
人

無
回
答

5 40.0 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0

〔20〕家族や友人等が現在の状態になってどのくらい経つか 

問1６-８で「居る」を選んだ方のみ 

問16-９ 家族や友人等が現在の状態になってどのくらい経ちますか。（○は1つ） 

 
 

 

 

 

 

 

家族や友人等に必要最低限しか出かけない方が「居る」とお答えの方に、現在の状

態になってどのくらい経つかについてたずねたところ、「１年～３年」が 26.7%と最

も多くなっています。 

 

 

〔21〕家族や友人等が現在の状態になったきっかけ 

問１６-８で「居る」を選んだ方のみ 

問16-10 家族や友人等が現在の状態になったきっかけは何だと思いますか。記

号がついている設問を答えた方は該当する記号もお答えください。（○は

いくつでも） 

 

■不登校になった時期 

 

 

 

■中退した時期 

 

 

 

 

■人間関係がうまくいかなか

った相手 

 

 

 

 

家族や友人等に必要最低限しか出かけない方が「居る」とお答えの方に、現在の状

態になったきっかけについてたずねたところ、「人間関係がうまくいかなかった」、「病

気」がそれぞれ 33.3%と最も多くなっています。 

 

13.3 

0.0 

26.7 6.7 13.3 13.3 20.0 6.7 

６か月未満

６か月～１年

１年～３年 ３年～５年

５年～７年

７年以上 わからない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=15)

20.0 

6.7 

0.0 

13.3 

6.7 

33.3 

33.3 

20.0 

13.3 

6.7 

6.7 

0 10 20 30 40

不登校

中退

受験に失敗した

就職活動がうまくいかなかった

職場になじめなかった

人間関係がうまくいかなかった

病気

その他

特に理由はない

わからない

無回答

(MA%)
(N=15)
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〔22〕家族や友人等の現在の状態について関係機関に相談したいか 

問１６-８で「居る」を選んだ方のみ 

問16-11 家族や友人等の現在の状態について、関係機関に相談したいと思いま

すか。（○は1つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

家族や友人等に必要最低限しか出かけない方が「居る」とお答えの方に、現在の状

態について関係機関に相談したいかについてたずねたところ、「思わない」が 46.7%

と最も多くなっています。 

 

 

〔23〕家族や友人等の現在の状態について関係機関に相談したことがあるか 

問１６-８で「居る」を選んだ方のみ 

問16-12 家族や友人等の現在の状態について、関係機関に相談したことがあり

ますか。または現在相談していますか。（○は1つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

家族や友人等に必要最低限しか出かけない方が「居る」とお答えの方に、現在の状

態 に つ い て 関 係 機 関 に 相 談 し た こ と が あ る か に つ い て た ず ね た と こ ろ 、「 あ る 」 が

26.7%、「ない」が 60.0%となっています。 

 

0.0 

6.7 20.0 46.7 13.3 13.3 

非常に思う

思う

少し思う 思わない わからない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=15)

26.7 60.0 13.3 

ある ない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=15)
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〔24〕相談したことのある機関 

問1６-１2で「相談したことがある」を選んだ方のみ 

問16-13 どのような機関に相談しましたか。相談したことのある機関に○をつ

けてください。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談したことが「ある」とお答えの方に、相談したことがある機関をたずねたとこ

ろ、「病院・診療所」が 100.0%と最も多く、次いで、「福祉センター（福祉事務所）」

が 75.0%となっています。 

 

 

 

 

0.0 

75.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

25.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

彦根市子ども・若者総合相談センター
（子ども・若者課）

福祉センター（福祉事務所）

子ども家庭相談センター（児童相談所）

あすくる彦根（少年センター）

学校・スクールカウンセラー

精神保健福祉センター（ひきこもり支援センター・
滋賀県子ども・若者総合相談窓口）（草津市）

湖東健康福祉事務所・彦根保健所（ひきこもり相談）

病院・診療所

彦根市発達支援センター（旧発達支援室）

滋賀県発達障害者支援センター（草津市）

ハローワーク・ジョブカフェなどの就労支援機関

地域若者サポートステーション
（草津市・彦根市・大津市）

警察

民生委員・児童委員

その他の施設・機関

無回答

(MA%)
(N=4)
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４ 仕事と家庭、子育てについて  

〔１〕共働きの状況 

問17 あなたは現在共働きをしていますか。結婚していない方は、結婚したら共

働きをしますか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

共働きの状況については、「共働きをしている（する）」が 53.6%、「共働きをして

いない（しない）」が 14.8%となっています。 

 

 

〔２〕仕事と家庭のバランス 

現在働いている方のみ 

問17-1 現在の仕事と家庭のバランス（優先度）には満足していますか。（○は

１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在働いている方に、現在の仕事と家庭のバランス（優先度）に満足しているかを

たずねたところ、「満足している」が 44.6%と最も多く、次いで、「もっと趣味やプラ

イベートを優先したい」が 33.0%となっています。 

 

 

53.6 

64.0 

14.8 

18.9 

29.5 

16.0 

2.2 

1.1 

共働きをしている（する）

共働きをしていない（しない）

わからない 無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=275)

(%)
0 20 40 60 80 100

44.6 

37.4 

3.6 

1.8 

9.8 

15.5 

33.0 

37.0 

1.8 

3.7 

7.1 

4.6 

満足している

もっと仕事を優先したい

もっと家事や育児を優先したい もっと趣味やプライベートを優先したい

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=112)

前回調査（H26）
(N=219)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔３〕仕事と家庭のバランスを崩す原因 

問1７-１で「満足している」以外を選んだ方のみ 

問17-２ 現在の仕事と家庭のバランス（優先度）を崩す原因は何ですか。（○は

いくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の仕事と家庭のバランスについて満足していないとお答えの方に、仕事と家庭

のバランスを崩す原因についてたずねたところ、「仕事が忙しい」が 77.8%と最も多

く、次いで、「仕事が休めない」が 29.6%となっています。 

 

 

5.6 

3.7 

77.8 

29.6 

27.8 

9.3 

1.9 

0.0 

25.9 

1.9 

5.6 

6.3 

3.9 

60.6 

47.2 

22.8 

19.7 

4.7 

0.8 

27.6 

3.9 

3.1 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=54)

前回調査（H26）

(N=127)

家事が忙しい

育児が忙しい

仕事が忙しい

仕事が休めない

急な残業が入ってしまう

子どもと接する時間が少ない

学校行事（参観・運動会等）に参加できない

子どもを見てくれる保育所や放課後児童クラブ
などが見つからない

趣味やプライベートの時間が取れない

その他

無回答

(MA%)
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〔４〕子どもの有無 

問18 あなたは子どもがいますか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの有無については、「いる」が 15.3%、「いない」が 81.4%となっています。 

 

 

〔５〕子どもが欲しいか 

問1８で「いない」を選んだ方のみ 

問18-1 将来、子どもは欲しいですか（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが「いない」とお答えの方に、将来子どもは欲しいかたずねたところ、「欲し

い」が 59.7%と最も多く、次いで、「パートナー次第なのでわからない」が 10.7%と

なっています。 

 

 

15.3 

43.3 

81.4 

55.3 

3.3 

1.5 

いる いない 無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=275)

(%)
0 20 40 60 80 100

59.7 

66.4 

8.7 

7.2 

2.0 

1.3 

10.7 

9.2 

17.4 

11.8 

1.3 

2.6 

0.0 

1.3 

欲しい

子どもが欲しいとは思わない

子どもはつくらない

パートナー次第なのでわからない

わからない

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=149)

前回調査（H26）
(N=152)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔６〕子どもが欲しいと思う年齢 

問1８-１で「欲しい」を選んだ方のみ 

問18-２ あなたは何歳くらいのときに子どもが欲しいと思いますか（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

将来子どもが「欲しい」とお答えの方に、子どもが欲しいと思う年齢についてたず

ねたところ、「25～29 歳」が 52.8%と最も多く、次いで、「30～34 歳」が 25.8%

となっています。 

 

 

〔７〕子どもが欲しいと思わない理由 

問1８-１で「子どもが欲しいとは思わない」「子どもは作らない」を選んだ方のみ 

問18-３ 子どもが欲しいと思わない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもが欲しいと思わない」「子どもは作らない」とお答えの方に、その理由につ

いてたずねたところ、「子育てのための経済的負担が大きそうだから」が 62.5%と最

も多く、次いで、「自分の生活を大切にしたいから」、「子どもが好きでないから」がそ

れぞれ 43.8%となっています。 

2.2 

52.8 25.8 6.7 12.4 0.0 

19～24歳 25～29歳 30～34歳 35歳以上

特に考えていない

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=89)

62.5 

18.8 

18.8 

37.5 

43.8 

12.5 

18.8 

6.3 

0.0 

43.8 

18.8 

6.3 

18.8 

0.0 

0 20 40 60 80

子育てのための経済的負担が大きそうだから

社会で子育てするための制度・体制が整っていないから

子育ては肉体的負担が大きそうだから

子育ては精神的負担が大きそうだから

自分の生活を大切にしたいから

自分や配偶者の仕事にさしつかえそうだから

自分や配偶者の趣味やレジャーの時間が欲しいから

出産における医療体制が不安だから

住宅事情が悪いから

子どもが好きでないから

今の社会では子どもの将来に希望がもちにくい

わからない

その他

無回答

(MA%)
(N=16)
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〔８〕彦根市の子育て環境 

問19 彦根市の子育て環境についてどう思いますか。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7 

27.3 

3.8 

2.2 

12.0 

3.8 

4.4 

3.8 

5.5 

6.0 

6.0 

1.1 

5.5 

1.6 

36.6 

10.9 

4.4 

21.1 

30.5 

4.4 

2.5 

12.0 

6.2 

6.9 

4.7 

8.7 

4.7 

9.8 

0.4 

8.7 

2.9 

37.8 

11.3 

1.8 

0 10 20 30 40

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

近所に同世代の遊び仲間がいる

自然環境にめぐまれている

風紀がよい

子育てに関する情報が豊富である

子ども会などの地域活動が盛んである

子どもの施設の整備状況がよい

学校などの教育施設の整備状況がよい

文化施設の整備状況がよい

医療機関・施設の整備状況がよい

遊び場が整っている

交通の便がよい

公共施設や道路が子育てに配慮されている

子連れで利用しやすい店舗が多い

母親が子育てしながら働ける職場が多い

特に何も思わない

その他

無回答

(MA%)
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【子どもや子育てについてのイメージ別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根市の子育て環境については、「自然環境にめぐまれている」が 27.3%と最も多

く、次いで、「近所に同世代の遊び仲間がいる」が 13.7%、「子ども会などの地域活動

が盛んである」が 12.0%となっています。 

 

 

19.3 

31.2 

4.6 

3.7 

11.0 

5.5 

6.4 

5.5 

7.3 

7.3 

8.3 

1.8 

9.2 

2.8 

27.5 

11.0 

4.6 

13.8 

29.2 

3.1 

0.0 

10.8 

1.5 

3.1 

4.6 

4.6 

1.5 

6.2 

0.0 

4.6 

0.0 

36.9 

10.8 

4.6 

0 10 20 30 40

肯定的イメージ（問20で1～5を選択）

(N=109)

否定的イメージ（問20で7～9を選択）

(N=65)

近所に同世代の遊び仲間がいる

自然環境にめぐまれている

風紀がよい

子育てに関する情報が豊富である

子ども会などの地域活動が盛んである

子どもの施設の整備状況がよい

学校などの教育施設の整備状況がよい

文化施設の整備状況がよい

医療機関・施設の整備状況がよい

遊び場が整っている

交通の便がよい

公共施設や道路が子育てに配慮されている

子連れで利用しやすい店舗が多い

母親が子育てしながら働ける職場が多い

特に何も思わない

その他

無回答

(MA%)
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（MA%）

N 子

育

て

は

楽

し

い

も

の

で

あ

る

子

育

て

は

自

分

の

人

生

に

プ

ラ

ス

に

な

る

親

に

な

る

と

充

実

感

が

あ

る

子

ど

も

は

ど

ん

な

時

で

も

か

わ

い

い

老

後
、

子

ど

も

が

い

る

と

安

心

で

あ

る

責

任

を

感

じ

る

自

由

が

な

く

な

る

妊

娠

・

出

産

そ

の

も

の

に

不

安

が

あ

る

子

育

て

そ

の

も

の

が

不

安

で

あ

る

ま

だ

実

感

が

な

い

そ

の

他

無

回

答

183 23.5 36.6 21.9 22.4 17.5 57.4 23.5 10.4 15.8 21.3 5.5 2.7

全体 86 22.1 33.7 22.1 17.4 16.3 48.8 15.1 0.0 12.8 26.7 3.5 3.5

男18歳～24歳 39 23.1 28.2 15.4 17.9 17.9 38.5 12.8 0.0 17.9 28.2 2.6 5.1

男25歳～29歳 19 31.6 31.6 26.3 5.3 10.5 57.9 21.1 0.0 10.5 31.6 0.0 0.0

男30歳～34歳 12 25.0 50.0 25.0 16.7 8.3 50.0 8.3 0.0 0.0 25.0 8.3 8.3

男35歳～39歳 16 6.3 37.5 31.3 31.3 25.0 62.5 18.8 0.0 12.5 18.8 6.3 0.0

全体 93 23.7 38.7 22.6 25.8 18.3 67.7 32.3 19.4 19.4 16.1 7.5 2.2

女18歳～24歳 46 26.1 28.3 17.4 26.1 17.4 65.2 23.9 19.6 17.4 19.6 4.3 4.3

女25歳～29歳 16 31.3 56.3 31.3 25.0 25.0 68.8 37.5 18.8 12.5 18.8 18.8 0.0

女30歳～34歳 12 8.3 58.3 16.7 33.3 33.3 91.7 66.7 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0

女35歳～39歳 18 22.2 38.9 33.3 22.2 5.6 61.1 27.8 11.1 22.2 16.7 5.6 0.0

性

・

年

齢

別

男性

女性

全体

〔９〕子どもや子育てについてイメージ 

問20 子どもや子育てについて、あなたのイメージに近いものは何ですか。（○は

いくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもや子育てについてイメージについては、「責任を感じる」が 57.4%と最も多

く、次いで、「子育ては自分の人生にプラスになる」が 36.6%となっています。 

 

23.5 

36.6 

21.9 

22.4 

17.5 

57.4 

23.5 

10.4 

15.8 

21.3 

5.5 

2.7 

34.2 

51.3 

30.5 

32.0 

20.7 

62.9 

29.5 

9.8 

13.8 

11.3 

2.5 

1.8 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

1.子育ては楽しいものである

2.子育ては自分の人生にプラスになる

3.親になると充実感がある

4.子どもはどんな時でもかわいい

5.老後、子どもがいると安心である

6.責任を感じる

7.自由がなくなる

8.妊娠・出産そのものに不安がある

9.子育てそのものが不安である

10.まだ実感がない

11.その他

無回答

(MA%)
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〔10〕子どもや子育てについての不安 

問21 子どもや子育てについて、どのようなことに不安を感じますか。（○はいく

つでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.6 

43.2 

18.6 

21.3 

23.5 

57.4 

13.7 

9.3 

32.2 

38.3 

27.3 

40.4 

27.3 

2.7 

1.1 

0.5 

18.0 

2.7 

57.5 

42.5 

14.9 

23.3 

17.5 

59.3 

6.9 

8.0 

48.4 

40.0 

18.9 

35.6 

33.5 

4.0 

0.7 

1.1 

6.9 

2.2 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

子どもの病気や事故

仕事と子育ての両立

育児に対する職場の理解

保育サービスが十分かどうか

配偶者や家族の協力

経済的な負担

育児について相談できる相手の有無

育児に関する情報の入手

子どものいじめ

子どものしつけ

子どもとの接し方

子どもの教育

犯罪や事件などの不安

何かわからないが不安

特に不安は感じない

その他

まだ実感がない

無回答

(MA%)
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【子どもや子育てについてのイメージ別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもや子育てに関する不安については、「経済的な負担」が 57.4%と最も多く、

次いで、「子どもの病気や事故」が 48.6%、「仕事と子育ての両立」が 43.2%となっ

ています。 

 

 

 

62.4 

52.3 

22.9 

25.7 

25.7 

66.1 

11.9 

10.1 

38.5 

45.9 

29.4 

45.9 

36.7 

1.8 

1.8 

0.0 

8.3 

0.0 

52.3 

55.4 

29.2 

27.7 

33.8 

72.3 

23.1 

13.8 

36.9 

56.9 

46.2 

56.9 

30.8 

4.6 

1.5 

0.0 

12.3 

0.0 

0 20 40 60 80

肯定的イメージ

(N=109)

否定的イメージ

(N=65)

子どもの病気や事故

仕事と子育ての両立

育児に対する職場の理解

保育サービスが十分かどうか

配偶者や家族の協力

経済的な負担

育児について相談できる相手の有無

育児に関する情報の入手

子どものいじめ

子どものしつけ

子どもとの接し方

子どもの教育

犯罪や事件などの不安

何かわからないが不安

特に不安は感じない

その他

まだ実感がない

無回答

(MA%)
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〔11〕親との同居の状況 

問22 あなたは自分の親と同居していますか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の親と同居の有無については、「同居している」が 56.8%と最も多くなってい

ます。 

 

 

〔12〕将来、親とどのように暮らしたいか 

問23 将来、親とはどのように暮らしたいですか。（○は１つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来、親とはど のよ うに暮らしたい かに ついては 、「親と は別 々に暮らしたい 」が

38.3%と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

56.8 

42.5 

3.8 

4.0 

9.8 

16.7 

8.2 

16.7 

18.0 

17.5 

1.1 

0.7 

2.2 

1.8 

同居している

歩いていける範囲で別居している

市内で別居している

市外で別居している

県外で別居している

該当者がいない

無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=275)

(%)
0 20 40 60 80 100

15.3 

9.5 

3.8 

5.8 

27.9 

48.0 

38.3 

27.3 

0.5 

11.5 

7.6 

2.7 

1.8 

親と一緒に暮らしたい

二世帯住宅で暮らしたい

近所で暮らしたい

親とは別々に暮らしたい

該当者がいない※前回なし

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=183)

前回調査（H26）
(N=275)

(%)
0 20 40 60 80 100
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５ 全体を通して  

〔１〕子ども・若者を対象とした相談・支援機関の認知度 

問24 あなたは、子ども・若者を対象とした相談・支援機関等を知っていますか。

知っている機関等を選んでください。（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.7 

32.8 

15.8 

10.4 

32.2 

3.8 

4.9 

38.8 

12.0 

5.5 

35.0 

6.6 

43.7 

20.2 

1.6 

18.6 

3.3 

0 10 20 30 40 50

彦根市子ども・若者総合相談センター
（子ども・若者課）

福祉センター（福祉事務所）

子ども家庭相談センター（児童相談所）

あすくる彦根（少年センター）

学校・スクールカウンセラー

精神保健福祉センター（ひきこもり支援センター
・滋賀県子ども・若者総合相談窓口）（草津市）

湖東健康福祉事務所・彦根保健所（ひきこもり相談）

病院・診療所

彦根市発達支援センター（旧発達支援室）

滋賀県発達障害者支援センター（草津市）

ハローワーク・ジョブカフェなどの就労支援機関

地域若者サポートステーション
（草津市・彦根市・大津市）

警察

民生委員・児童委員

その他の施設・機関

知っている機関等はない

無回答

(MA%)
(N=183)
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【外出の頻度別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・若者を対象とした相談・支援機関等を知っているかについては、「警察」が

43.7%と最も多く、次いで、「病院・診療所」が 38.8%、「ハローワーク・ジョブカフ

ェなどの就労支援機関」が 35.0%となっています。 

 

 

 

35.3 

29.4 

17.6 

11.8 

5.9 

5.9 

0.0 

23.5 

17.6 

17.6 

17.6 

11.8 

17.6 

5.9 

5.9 

23.5 

11.8 

17.8 

33.7 

16.0 

10.4 

35.6 

3.7 

5.5 

41.1 

11.7 

4.3 

37.4 

6.1 

46.6 

22.1 

1.2 

17.8 

1.8 

0 10 20 30 40 50

外出の少ない方（問16で5～8を選択）

(N=17)

上記以外の方（問16で1～4を選択）

(N=163)

彦根市子ども・若者総合相談センター
（子ども・若者課）

福祉センター（福祉事務所）

子ども家庭相談センター（児童相談所）

あすくる彦根（少年センター）

学校・スクールカウンセラー

精神保健福祉センター（ひきこもり支援センター・
滋賀県子ども・若者総合相談窓口）（草津市）

湖東健康福祉事務所・彦根保健所（ひきこもり相談）

病院・診療所

彦根市発達支援センター（旧発達支援室）

滋賀県発達障害者支援センター（草津市）

ハローワーク・ジョブカフェなどの就労支援機関

地域若者サポートステーション
（草津市・彦根市・大津市）

警察

民生委員・児童委員

その他の施設・機関

知っている機関等はない

無回答

(MA%)
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〔２〕彦根市のこれからの若者支援について期待すること 

問25 彦根市のこれからの若者支援について、どのようなことを期待しますか。

（○はいくつでも） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外出の頻度別】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.0 

44.3 

30.6 

18.6 

36.6 

39.9 

19.1 

3.8 

5.5 

20.0 

41.5 

32.7 

14.5 

39.6 

46.5 

23.3 

2.9 

6.9 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=183)

前回調査（H26）

(N=275)

安心して集まれる身近な場、イベントの機会がほしい

出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

困ったときに相談したり、
情報が得られる場をつくってほしい

若者の居場所づくりを進めてほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、
企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

安定して働きがいのある雇用の場づくりをしてほしい

就労への支援をしてほしい

その他

無回答

(MA%)

17.6 

35.3 

29.4 

29.4 

35.3 

47.1 

29.4 

5.9 

17.6 

23.9 

46.0 

30.7 

17.2 

37.4 

39.9 

18.4 

3.7 

3.7 

0 10 20 30 40 50

外出の少ない方（問16で5～8を選択）

(N=17)
上記以外の方（問16で1～4を選択）

(N=163)

安心して集まれる身近な場、イベントの機会がほしい

出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

困ったときに相談したり、
情報が得られる場をつくってほしい

若者の居場所づくりを進めてほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、
企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

安定して働きがいのある雇用の場づくりをしてほしい

就労への支援をしてほしい

その他

無回答

(MA%)
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【子どもや子育てについてのイメージ別】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根市のこれからの若者支援について期待することは、「出かけやすく楽しめる場所

を増やしてほしい」が 44.3%と最も多く、次いで、「安定して働きがいのある雇用の

場づくりをしてほしい」が 39.9%、「残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に

対して職場環境の改善を働きかけてほしい」が 36.6%となっています。 

 

 

〔３〕自由意見 

問26 その他、自由なご意見を聞かせてください。 

    ～彦根市の若者にとってもっと住みよいまちになるために、何が必要だと思

いますか～ 

 

若者支援について（9 件） 

・経 済 的 に 苦 し い 家 庭 の 子 ど も が、中 学 の 部 活 動 費 の 補 助 や、高 校、専 門 学 校、大 学 へ の 進 学 への

金 銭 的 な 援助 を 受 け な が ら 、 周 り の子 ど も と 同 じ よ う に た くさ ん の 選 択 が で き る 環 境が 必 要 。  

・若 者 が 働 き や すい 、職 場 の 相 談 でき る 場 所 を 作 っ て い く とい い と 思 い ま す 。社 員 で 採 用 する 場 合

学 歴 の ハ ード ル を 上 げ す ぎ ず に 、 高卒 な ど か ら 積 極 的 に 採 用の 募 集 を か け た 方 が 良 いと 思 う 。  

・ 私 が ひ きこ も り を 経 験 し た 時 に 思っ て い た こ と は 、 何 と かし て 外 に 出 た い と は 思 うの だ け れ ど 、

体 が 動 か ない 。こ の 気 持 ち や 状 況 を、家 族 だ け で な く、第 三 者 が 知 っ て い て く れ れ ば、も う 少し

楽 だ っ た のか な と 今 に な っ て 思 う 。彦 根 市 が も っ と こ ち ら に働 き か け を し て 下 さ る こと が で き る

な ら ば 、 少し で も 誰 か の 気 持 ち を 救う こ と は で き る の か な と思 う 。  

子育て支援について（3 件） 

・ 子 ど も たち が 安 心 し て 遊 べ る 場 所、 室 内 で 遊 べ る 施 設 が あっ た ら な と 思 い ま す 。  

・彦 根市 は 田 舎 す ぎ ず 、発 展 し す ぎず 、子 ど も が 育 つ に は、と て も 良 い 環 境 。家族 サ ー ビ ス の 充 実、

子 育 て 支 援サ ー ビ ス の 充 実 に よ り 、子 ど も を 育 て や す い 環 境を さ ら に 高 め る と よ い 。  

30.3 

53.2 

33.0 

21.1 

37.6 

37.6 

22.0 

3.7 

2.8 

26.2 

58.5 

38.5 

18.5 

47.7 

56.9 

30.8 

1.5 

3.1 

0 20 40 60 80

肯定的イメージ（問20で1～5を選択）

(N=109)
否定的イメージ（問20で7～9を選択）

(N=65)

安心して集まれる身近な場、イベントの機会がほしい

出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

困ったときに相談したり、
情報が得られる場をつくってほしい

若者の居場所づくりを進めてほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、
企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

安定して働きがいのある雇用の場づくりをしてほしい

就労への支援をしてほしい

その他

無回答

(MA%)
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施設の充実や街の活性化について（10 件） 

・学 校 卒 業 後 、勉 強 す る 場 所 が 減 りま す 。そ の 他 の 市 町 村 では 図 書 館 で の 勉 強 が 可 能な 場 所 が あ り

ま す 。 彦 根市 で も 勉 強 可 能 な ス ペ ース を 作 っ て い た だ き た く思 い ま す 。  

・安い ス ー パ ー は 増 え て も 、そ う で な い 商 業 施 設 は 少 な く、特 に 書 店 な ど が 少 な い のは 不 便 。イオ

ン な ど の よう に 多 く の 店 が 入 る 商 業施 設 を 誘 致 し て ほ し い 。  

・ 市 内 公 共交 通 の 充 実 、 市 民 が 気 軽に 立 ち 寄 れ る 商 業 施 設 、公 共 施 設 。  

最低限しか外出しない方の意見（7 件） 

・ど う や っ て ひ き こ もり か ら 脱 出 した ら い い の か わ か ら な い。ど う や って き っ か け をつ く れ ば い い

の か わ か らな い 。  

・支援 セ ン タ ー に お 世 話 に な っ て いた が 、体 調 が よ く な か った り で 、行 け な く な っ た。仕 事 は 失敗

ば か り で 自信 が な く な り 、上 手 く ス タ ー ト で きた と 思 っ た ら体 調 悪 く な っ た り で 失 敗。今 は ど こ

に も 相 談 して い な い 。  

・引 き こ も っ て る の は学 校 関 連 以 外で お 金 を 使 い た く な い から 。奨 学 金や 通 学 費 サ ポー ト な ど が よ

い と 思 い ます 。  

アンケートについて（5 件） 

・ ア ン ケ ート の 目 的 が 不 明 確 な 気 がす る 。  

その他（16 件） 

・彦 根 市 内 に お いて も 、高 齢 者 の 多い 地 域 と 、若 い 世 代 が 多い 地 域 の 二 極 化 が 加 速 して い る 感 が あ

る 。 い ろ いろ な 問 題 は あ る と 思 う が、 バ ラ ン ス の よ い 地 域 づく り を 進 め て い た だ き たい 。  

・保守 的 な 考 え の 人 が 多 い よ う に 感じ ま す 。新 し い ア イ デ ア、取 組 を 受 け 入 れ て、実 行 で き る 人が

活 躍 で き るよ う に な っ て ほ し い 。  

・ 若 者 た ちが 彦 根 市 を 「 よ り よ い 」ま ち に し た い と 思 う ぶ れな い 気 持 ち と 責 任 感 が 必要 。  
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Ⅱ-３．子どもの生活に関する調査 

Ａ 回答者について  

〔１〕性別 

問Ａ１ あなた（アンケートに回答される方）の性別を教えてください。（１つに

○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

回答者の性別は、「男性」が 4.6%、「女性」が 94.8%、「答えたくない」が 0.3%と

なっています。 

 

 

〔２〕年齢 

問Ａ２ 現在のあなたの年齢をお答えください。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の年齢は、「４０歳代」が 69.6%と最も多く、次いで、「３０歳代」が 22.9%

となっています。 

 

 

4.6 94.8 

0.3 

0.3 

男性 女性

答えたくない

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=776)

0.1 0.0 

22.9 69.6 6.7 

0.4 

0.3 

１０歳代

２０歳代

３０歳代 ４０歳代 ５０歳代

６０歳以上

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=776)
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〔３〕回答者の続柄 

問Ａ３ お子さんからみたあなたの続柄を教えてください。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもからみた回答者の続柄は、「母」が 94.7%と最も多くなっています。 

 

 

 

〔４〕同居者数 

問Ａ４ あなたの家庭で、生活を一緒にしている人は、あなたを含めて何人です

か。（数字を記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の世帯人数は、「４人」が 49.1%と最も多く、次いで、「５人」が 25.0%と

なっています。 

 

 

 

 

5.0 94.7 

0.0 0.0 0.1 0.1 

0.0 

父 母 祖父母

兄弟姉妹

おじ・おばなどの親族

その他

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=776)

1.7 

11.1 49.1 25.0 8.1 4.5 0.5 

２人 ３人 ４人 ５人 ６人

７人以上

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=776)
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〔５〕同居者の続柄 

問Ａ５ 生活を一緒にしている方全員について、お子さんからみた続柄を教えて

ください。（あてはまる番号すべてに○） 

 

全体 小学５年生 中学２年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■両親が同居しているか（再集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもからみた同居者の続柄は、「母」が 93.9%と最も多く、次いで、「父」が 86.7%、

「兄弟姉妹」が 81.6%となっています。 

両親が同居しているかについては、「両親同居」が 82.1%、「母子世帯」11.9%、「父

子世帯」が 4.6%となっています。 

 

 
この報告書では、問Ａ５において「父」もしくは「母」を回答していない方を

「ひとり親家庭」と定義しています。また、「父」を回答していない方を「母子世

帯」、「母」を回答していない方を「父子世帯」として表記しています。 

 
 

86.7 

93.9 

17.1 

81.6 

1.7 

0.5 

0.5 

87.8 

93.8 

17.3 

82.1 

1.3 

0.3 

1.3 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

父

母

祖父母

兄弟姉妹

おじ・おばなどの親族

その他

無回答

(MA%)
86.3 

94.3 

15.8 

79.0 

1.9 

0.5 

0.7 

88.8 

95.5 

14.0 

82.5 

0.8 

0.3 

0.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=423)

前回調査（H28）

(N=616)

(MA%)
87.3 

93.5 

18.7 

84.7 

1.4 

0.6 

0.3 

88.7 

94.4 

21.3 

83.8 

1.9 

0.4 

0.4 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=353)

前回調査（H28）

(N=568)

(MA%)

82.1 

84.0 

11.9 

9.8 

4.6 

3.7 

0.9 

1.1 

0.5 

1.3 

両親同居 母子世帯

父子世帯 両親なし

無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔６〕初めて子どもをもった年齢 

問Ａ６ 初めて子どもをもった保護者の方の年齢は何歳ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めて子どもをもった年齢は、「25 歳～29 歳」が 45.2%と最も多く、次いで、「30

歳～34 歳」が 29.8%となっています。 

 
 

Ｂ お子さんについて  

〔１〕子どもの学年 

問Ｂ１ お子さんの現在の学年を教えてください。（１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの学年は、「小学５年生」が 54.5%、「中学２年生」が 45.5%となっていま

す。 

 

 

1.2 

14.3 45.2 29.8 4.5 

1.9 

3.1 

～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳 30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=776)

54.5 

51.2 

45.5 

47.3 

0.0 

1.5 

小学５年生 中学２年生 無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100
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（MA%）
N 学

習
塾
・

進
学
塾

家

庭
教
師

通

信
教
育

英

会
話
・

そ
ろ
ば

ん
な
ど

の

勉

強
の
習

い
事

絵

画
・
音

楽
・
習

字
な
ど

の

芸

術
の
習

い
事

野

球
・
サ
ッ

カ
ー

・
水
泳

な

ど

の
ス
ポ
ー

ツ
の

習
い
事

そ

の
他

塾

や
習
い

事
は
し

て
い
な

い

無

回
答

776 34.3 1.7 16.0 20.4 26.0 40.1 2.1 18.0 0.1
生活困難世帯 58 17.2 0.0 13.8 20.7 20.7 43.1 0.0 27.6 0.0

非生活困難世帯 713 35.3 1.7 16.3 20.2 26.5 40.1 2.2 17.4 0.1

生活困難世帯 37 10.8 0.0 13.5 29.7 29.7 59.5 0.0 16.2 0.0
非生活困難世帯 385 27.3 1.3 19.7 27.3 34.8 60.3 1.8 11.4 0.0

生活困難世帯 21 28.6 0.0 14.3 4.8 4.8 14.3 0.0 47.6 0.0
非生活困難世帯 328 44.8 2.1 12.2 11.9 16.8 16.5 2.7 24.4 0.3

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

小学５年生

中学２年生

〔２〕塾や習い事の状況 

問Ｂ２ お子さんは、現在、塾に行ったり、習い事をしていますか。（あてはまる

番号すべてに○） 

 
全体 母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの習い事の状況は、「野球・サッカー・水泳などのスポーツの習い事」が 40.1%

と最も多く、次いで、「学習塾・進学塾」が 34.3%となっています。 

母子世帯でも、「野球・サッカー・水泳などのスポーツの習い事」が 39.1%と最も

多く、次いで、「学習塾・進学塾」が 34.8%となっています。 

 
この報告書では、問Ｄ３において「よくあった」「ときどきあった」「まれにあ

った」と回答している方を「生活困難世帯」と定義しています。また、「なかった」

と回答している方を「非生活困難世帯」と定義しています。  

34.3 

1.7 

16.0 

20.4 

26.0 

40.1 

2.1 

18.0 

0.1 

36.9 

1.5 

13.1 

17.9 

21.2 

37.8 

1.7 

17.4 

1.7 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

学習塾・進学塾

家庭教師

通信教育

英会話・そろばんなどの勉強の習い事

絵画・音楽・習字などの芸術の習い事

野球・サッカー・水泳などのスポーツの
習い事

その他

塾や習い事はしていない

無回答

(MA%)
34.8 

2.2 

10.9 

13.0 

25.0 

39.1 

4.3 

26.1 

0.0 

33.9 

0.8 

7.6 

15.3 

14.4 

27.1 

0.8 

28.0 

0.8 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(MA%)
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（MA%）

N 図

書

館

に

行

く

美

術

館

・

博

物

館

に

行

く コ

ン

サ
ー

ト

・

音

楽

会

に

行

く

日

帰

り

で

県

外

に

遊

び

に

行

く

宿

泊

を

と

も

な

う

旅

行

に

行

く
（

帰

省

以

外
）

祖

父

母

や

親

せ

き

の

家

に

泊

ま

り

に

行

く

地

域

の

行

事

や

イ

ベ

ン

ト

に

参

加

す

る

無

回

答

776 54.0 31.7 27.3 79.8 63.7 60.3 80.2 1.3

生活困難世帯 58 51.7 29.3 27.6 67.2 43.1 60.3 81.0 3.4

非生活困難世帯 713 54.3 32.1 27.3 80.8 65.5 60.3 80.1 1.1

生活困難世帯 37 51.4 37.8 27.0 67.6 48.6 70.3 89.2 0.0

非生活困難世帯 385 67.0 43.9 27.5 86.8 71.4 67.0 88.3 0.3

生活困難世帯 21 52.4 14.3 28.6 66.7 33.3 42.9 66.7 9.5

非生活困難世帯 328 39.3 18.3 27.1 73.8 58.5 52.4 70.4 2.1

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

小学５年生

中学２年生

〔３〕子どもが過去１年間体験したこと 

問Ｂ３ お子さんは、過去１年間に次のような体験をしましたか。（あてはまる番

号すべてに○） 

 
全体 母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子 ど も が 過 去 １ 年 間 に 体 験 し た こ と は 、「 地 域 の 行 事 や イ ベ ン ト に 参 加 す る 」 が

80.2%と最も多く、次いで、「日帰りで県外に遊びに行く」が 79.8%となっています。 

母子世帯でも、「地域の行事やイベントに参加する」が 82.6%と最も多く、次いで、

「日帰りで県外に遊びに行く」が 72.8%となっています。 

また、生活困難世帯では、そうでない非生活困難世帯に比して、費用負担のある「宿

泊をともなう旅行に行く（帰省以外）」の回答割合が低い傾向がみられます。 

 

54.0 

31.7 

27.3 

79.8 

63.7 

60.3 

80.2 

1.3 

55.0 

30.4 

24.1 

74.4 

60.4 

60.7 

83.4 

2.4 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

図書館に行く

美術館・博物館に行く

コンサート・音楽会に行く

日帰りで県外に遊びに行く

宿泊をともなう旅行に行く（帰省以外）

祖父母や親せきの家に泊まりに行く

地域の行事やイベントに参加する

無回答

(MA%)
45.7 

35.9 

25.0 

72.8 

57.6 

53.3 

82.6 

2.2 

42.4 

25.4 

22.9 

72.0 

46.6 

52.5 

78.0 

3.4 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(MA%)



Ⅱ-３．子どもの生活に関する調査 

- 141 - 

（%）
N 毎

日
食

べ

る

週

に
５

日

以

上
食

べ

る 週

に
３
、

４

日
は

食

べ

る

週

に
１
、

２

日
は

食

べ

る

ほ

と
ん

ど

食

べ
な

い

わ

か
ら

な

い

無

回
答

776 90.6 4.3 2.7 0.9 1.4 0.0 0.1
生活困難世帯 58 89.7 0.0 3.4 0.0 5.2 0.0 1.7

非生活困難世帯 713 90.6 4.6 2.7 1.0 1.1 0.0 0.0

生活困難世帯 37 97.3 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0
非生活困難世帯 385 93.0 2.9 2.3 1.0 0.8 0.0 0.0

生活困難世帯 21 76.2 0.0 9.5 0.0 9.5 0.0 4.8

非生活困難世帯 328 87.8 6.7 3.0 0.9 1.5 0.0 0.0

全体

全体
学

年

・

剥
奪

指

標
別

小学５年生

中学２年生

〔４〕朝食を食べる頻度 

問Ｂ４ お子さんは、１週間に朝食をどれくらい食べていますか。最近１か月間

の状況で、一番近いと思うものを選んでください。（１つに○） 

 

全体 

 

 

 

 

 

 

母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが１週間に朝食をどのくらい食べるかについては、「毎日食べる」が 90.6%

と最も多くなっています。 

母子世帯でも、「毎日食べる」が 87.0%と最も多くなっています。 

また、中学 2 年生のいる生活困難世帯で、「毎日食べる」は 76.2%と低くなってい

ます。 

90.6 

90.4 

4.3 

3.7 

2.7 

1.7 

0.9 

0.8 

1.4 

2.0 

0.0 

0.2 

0.1 

1.2 

毎日食べる 週に５日以上食べる

週に３、４日は食べる

週に１、２日は食べる ほとんど食べない

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100

87.0 

85.6 

7.6 

5.1 

2.2 

1.7 

1.1 

2.5 

2.2 

5.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

毎日食べる 週に５日以上食べる

週に３、４日は食べる

週に１、２日は食べる ほとんど食べない

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=92)

前回調査（H28）
(N=118)

(%)
0 20 40 60 80 100



Ⅱ-３．子どもの生活に関する調査 

- 142 - 

〔５〕最近３日間の朝食のメニュー 

問Ｂ4-1 最近３日間の朝食のメニュー（献立）を教えてください。 

    例：「パン・卵焼き・牛乳」、「ごはん・味噌汁」 など 

 
全体 

 

 

 

 

 

 

母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近３日間の朝食メニューについては、「２～３品目未満」が 39.0%と最も多く、

次いで、「３～４品目未満」が 23.8%となっています。 

母子世帯でも、「２～３品目未満」が 42.4%と最も多く、次いで、「３～４品目未満」

が 23.9%となっています。 

また、中学 2 年生のいる生活困難世帯では、「1～２品目未満」が 33.3％と他に比

べて高く、４品目以上は 0%となっています。 

 

 

0.5 

2.2 

19.1 

22.0 

39.0 

35.1 

23.8 

23.6 

9.7 

10.0 

4.9 

3.3 

3.0 

3.7 

１品目未満

１～２品目未満

２～３品目未満 ３～４品目未満

４～５品目未満

５品目以上

無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100

0.0 

1.7 

21.7 

32.2 

42.4 

34.7 

23.9 

16.1 

5.4 

5.1 

2.2 

4.2 

4.3 

5.9 

１品目未満

１～２品目未満

２～３品目未満 ３～４品目未満

４～５品目未満

５品目以上

無回答

今回調査（H30）
(N=92)

前回調査（H28）
(N=118)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）
N １

品
目

未

満

１
～

２

品

目

未
満

２
～

３

品

目

未
満

３
～

４

品

目

未
満

４
～

５

品

目

未
満

５

品
目

以

上

無

回
答

776 0.5 19.1 39.0 23.8 9.7 4.9 3.0

生活困難世帯 58 0.0 25.9 37.9 22.4 3.4 5.2 5.2

非生活困難世帯 713 0.6 18.4 39.4 23.7 10.2 4.9 2.8

生活困難世帯 37 0.0 21.6 43.2 18.9 5.4 8.1 2.7

非生活困難世帯 385 0.5 16.9 44.2 22.3 8.8 4.9 2.3

生活困難世帯 21 0.0 33.3 28.6 28.6 0.0 0.0 9.5
非生活困難世帯 328 0.6 20.1 33.8 25.3 11.9 4.9 3.4

全体

全体
学
年

・

剥

奪
指

標
別

小学５年生

中学２年生
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〔６〕夕飯を誰と食べることが多いか 

問Ｂ５ お子さんは、夕飯を誰と食べることが多いですか。最近１か月間の状況

で、一緒に食べている方を選んでください。（あてはまる番号すべてに○） 

 
全体 母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが夕飯を誰と食べることが多いかについては、「母」が 91.2%と最も多く、

次いで、「父」が 45.0%となっています。 

母子世帯では、「母」が 90.2%と最も多く、次いで、「子どものみ（兄弟姉妹のみ）」

が 30.4%となっています。 

 

45.0 

91.2 

15.3 

1.3 

26.7 

5.2 

18.6 

0.0 

0.1 

43.8 

89.5 

16.1 

1.7 

25.5 

5.7 

16.8 

0.1 

1.2 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

父

母

祖父母

おじ・おばなどの親族

子どものみ（兄弟姉妹のみ）

一人で

その他

ほとんど食べない

無回答

(MA%)
9.8 

90.2 

28.3 

3.3 

30.4 

5.4 

15.2 

0.0 

1.1 

5.9 

84.7 

29.7 

5.9 

21.2 

9.3 

15.3 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(MA%)

（MA%）
N 父 母 祖

父
母

お

じ
・
お

ば
な
ど

の

親

族

子

ど
も
の

み
（

兄

弟

姉

妹
の
み
）

一

人
で

そ

の
他

ほ

と
ん
ど

食
べ
な

い

無

回
答

全体 776 45.0 91.2 15.3 1.3 26.7 5.2 18.6 0.0 0.1
ひとり親家庭 128 21.9 88.3 21.9 2.3 28.1 7.0 15.6 0.0 0.8

うち、母子世帯 92 9.8 90.2 28.3 3.3 30.4 5.4 15.2 0.0 1.1
うち、父子世帯 36 52.8 83.3 5.6 0.0 22.2 11.1 16.7 0.0 0.0

全体 423 45.4 93.4 15.8 1.4 25.5 2.1 19.6 0.0 0.0

ひとり親家庭 70 25.7 95.7 21.4 4.3 28.6 2.9 15.7 0.0 0.0
うち、母子世帯 52 15.4 100.0 25.0 5.8 30.8 0.0 17.3 0.0 0.0
うち、父子世帯 18 55.6 83.3 11.1 0.0 22.2 11.1 11.1 0.0 0.0

全体 353 44.5 88.7 14.7 1.1 28.0 8.8 17.3 0.0 0.3
ひとり親家庭 58 17.2 79.3 22.4 0.0 27.6 12.1 15.5 0.0 1.7

うち、母子世帯 40 2.5 77.5 32.5 0.0 30.0 12.5 12.5 0.0 2.5
うち、父子世帯 18 50.0 83.3 0.0 0.0 22.2 11.1 22.2 0.0 0.0

学
年
・

母
子

父
子
世

帯
別

全体

小学５年生

中学２年生
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〔７〕平日の起床時間が決まっているか 

問Ｂ６ お子さんが平日（月～金曜日）に起きる時間は、大体決まっていますか。

（１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの平日の起床時間については、「決まっている」が 97.8%と多くなっていま

す。 

母子世帯でも、「決まっている」が 94.6%と多くなっています。 

また、中学 2 年生のいる生活困難世帯で、「決まっている」が 90.5%、「決まってい

ない」が 9.5%となっており、他の属性に比べて不規則な状況がうかがえます。 

 

 

 

（%）
N 決

ま
っ

て

い
る

決

ま
っ

て

い
な

い

わ

か

ら
な

い

無

回

答

全体 776 97.8 2.1 0.1 0.0

ひとり親家庭 128 94.5 4.7 0.8 0.0

うち、母子世帯 92 94.6 4.3 1.1 0.0

うち、父子世帯 36 94.4 5.6 0.0 0.0
全体 423 98.6 1.4 0.0 0.0

ひとり親家庭 70 97.1 2.9 0.0 0.0
うち、母子世帯 52 98.1 1.9 0.0 0.0

うち、父子世帯 18 94.4 5.6 0.0 0.0

全体 353 96.9 2.8 0.3 0.0

ひとり親家庭 58 91.4 6.9 1.7 0.0
うち、母子世帯 40 90.0 7.5 2.5 0.0

うち、父子世帯 18 94.4 5.6 0.0 0.0
776 97.8 2.1 0.1 0.0

生活困難世帯 58 96.6 3.4 0.0 0.0

非生活困難世帯 713 97.9 2.0 0.1 0.0

生活困難世帯 37 100.0 0.0 0.0 0.0
非生活困難世帯 385 98.4 1.6 0.0 0.0

生活困難世帯 21 90.5 9.5 0.0 0.0
非生活困難世帯 328 97.3 2.4 0.3 0.0

学
年

・

母

子
父

子
世

帯

別

全体

全体
学

年

・

剥
奪

指

標

別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生

97.8 

96.5 

2.1 

2.1 

0.1 

0.1 

0.0 

1.3 

決まっている 決まっていない

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔８〕平日の就寝時間が決まっているか 

問Ｂ７ お子さんが平日（月～金曜日）に寝る時間は、大体決まっていますか。（１

つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの平日の就寝時間については、「決まっている」が 84.7%と多くなっていま

す。 

母子世帯でも、「決まっている」が 80.4%と多くなっています。 

また、中学 2 年生のいる生活困難世帯では、「決まっている」が 61.9%、「決まって

いない」が 33.3%と、起床時間よりもさらに不規則な生活傾向がうかがえます。 

 

（%）

N 決

ま
っ

て

い

る

決

ま
っ

て

い

な
い

わ

か

ら
な

い

無

回

答

全体 776 84.7 13.5 1.8 0.0

ひとり親家庭 128 83.6 13.3 3.1 0.0

うち、母子世帯 92 80.4 16.3 3.3 0.0
うち、父子世帯 36 91.7 5.6 2.8 0.0

全体 423 90.1 9.9 0.0 0.0

ひとり親家庭 70 88.6 11.4 0.0 0.0
うち、母子世帯 52 86.5 13.5 0.0 0.0

うち、父子世帯 18 94.4 5.6 0.0 0.0

全体 353 78.2 17.8 4.0 0.0

ひとり親家庭 58 77.6 15.5 6.9 0.0
うち、母子世帯 40 72.5 20.0 7.5 0.0

うち、父子世帯 18 88.9 5.6 5.6 0.0
776 84.7 13.5 1.8 0.0

生活困難世帯 58 82.8 15.5 1.7 0.0

非生活困難世帯 713 84.7 13.5 1.8 0.0

生活困難世帯 37 94.6 5.4 0.0 0.0
非生活困難世帯 385 89.6 10.4 0.0 0.0

生活困難世帯 21 61.9 33.3 4.8 0.0

非生活困難世帯 328 79.0 17.1 4.0 0.0

学

年
・

母
子
父

子

世
帯

別

全体

全体
学

年

・

剥
奪

指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生

84.7 

80.4 

13.5 

17.3 

1.8 

0.9 

0.0 

1.3 

決まっている 決まっていない

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔９〕就寝時間 

問B７で、「決まっている」を選んだ方のみ 

問Ｂ7-1 お子さんは何時ごろに寝ますか。24時間単位でお答えください。（数字

を記入）※例えば、午後９時なら21時、深夜12時なら０時と書いてくだ

さい。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの就寝時間が「決まっている」とお答えの方に、何時ごろに寝るかたずねた

ところ、「22 時台」が 40.0%と最も多く、次いで、「21 時台」が 28.2%となってい

ます。 

母子世帯でも、「22 時台」が 39.2%と最も多く、次いで、「21 時台」が 25.7%と

なっています。 

 

 

2.0 

1.6 

28.2 

29.4 

40.0 

42.6 

22.2 

21.6 

4.7 

3.8 

0.5 

0.1 

2.4 

0.9 

20時台以前 21時台 22時台 23時台

0時台

1時台

無回答

今回調査（H30）
(N=657)

前回調査（H28）
(N=967)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）
N 2

0
時
台

以
前

2

1
時
台

2

2
時
台

2

3
時
台

0

時
台

1

時
台

無

回
答

全体 657 2.0 28.2 40.0 22.2 4.7 0.5 2.4
ひとり親家庭 107 1.9 26.2 39.3 20.6 10.3 0.9 0.9
うち、母子世帯 74 2.7 25.7 39.2 20.3 9.5 1.4 1.4

うち、父子世帯 33 0.0 27.3 39.4 21.2 12.1 0.0 0.0
全体 381 2.6 45.1 43.6 5.8 0.3 0.0 2.6

ひとり親家庭 62 3.2 41.9 43.5 9.7 0.0 0.0 1.6

うち、母子世帯 45 4.4 40.0 44.4 8.9 0.0 0.0 2.2
うち、父子世帯 17 0.0 47.1 41.2 11.8 0.0 0.0 0.0

全体 276 1.1 4.7 35.1 44.9 10.9 1.1 2.2

ひとり親家庭 45 0.0 4.4 33.3 35.6 24.4 2.2 0.0
うち、母子世帯 29 0.0 3.4 31.0 37.9 24.1 3.4 0.0
うち、父子世帯 16 0.0 6.3 37.5 31.3 25.0 0.0 0.0

657 2.0 28.2 40.0 22.2 4.7 0.5 2.4
生活困難世帯 48 4.2 39.6 35.4 14.6 6.3 0.0 0.0
非生活困難世帯 604 1.8 27.5 40.2 22.7 4.6 0.5 2.6

生活困難世帯 35 5.7 48.6 37.1 8.6 0.0 0.0 0.0
非生活困難世帯 345 2.3 44.9 44.1 5.5 0.3 0.0 2.9

生活困難世帯 13 0.0 15.4 30.8 30.8 23.1 0.0 0.0
非生活困難世帯 259 1.2 4.2 35.1 45.6 10.4 1.2 2.3

学

年
・
母

子
父
子

世
帯
別

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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〔10〕子どもの学習に関して利用したい事業 

問Ｂ８ お子さんの学習に関して、次のような事業があれば利用しますか。（あて

はまる番号すべてに○）  

 
全体 母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの学習に関してあれば利用する事業では、「学習塾代への助成（クーポン券な

ど）」が 61.5%と最も多く、次いで、「学校において放課後や土曜日に無料もしくは低

料金で学習する場」が 45.7%となっています。 

母子世帯でも、「学習塾代への助成（クーポン券など）」が 63.0%と最も多く、次い

で、「学校において放課後や土曜日に無料もしくは低料金で学習する場」が 51.1%と

なっています。 

また、小学５年生のいる生活困難世帯で「学校において放課後や土曜日に無料もし

くは低料金で学習する場」が 67.6%と高くなっています。 

 

 

45.7 

32.5 

61.5 

7.0 

10.2 

0.5 

53.2 

33.3 

60.8 

7.2 

7.7 

1.5 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

学校において放課後や土曜日に無料もし
くは低料金で学習する場

地域の公民館などで無料もしくは低料金
で学習する場

学習塾代への助成（クーポン券など）

あてはまるものはない

わからない

無回答

(MA%)
51.1 

40.2 

63.0 

6.5 

12.0 

0.0 

58.5 

34.7 

60.2 

10.2 

8.5 

0.0 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(MA%)

（MA%）

N 学

校

に

お

い

て

放

課

後

や

土

曜

日

に

無

料

も

し

く

は

低

料

金

で

学

習

す

る

場

地

域

の

公

民

館

な

ど

で

無

料

も

し

く

は

低

料

金

で

学

習

す

る

場

学

習

塾

代

へ

の

助

成

（

ク
ー

ポ

ン

券

な

ど
）

あ

て

は

ま

る

も

の

は

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

776 45.7 32.5 61.5 7.0 10.2 0.5

生活困難世帯 58 60.3 44.8 62.1 10.3 3.4 0.0

非生活困難世帯 713 44.6 31.4 61.2 6.7 10.8 0.6

生活困難世帯 37 67.6 48.6 59.5 5.4 2.7 0.0

非生活困難世帯 385 49.1 36.9 57.4 6.0 10.4 1.0

生活困難世帯 21 47.6 38.1 66.7 19.0 4.8 0.0

非生活困難世帯 328 39.3 25.0 65.5 7.6 11.3 0.0

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

小学５年生

中学２年生
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〔11〕子どもについて希望する学歴 

問Ｂ９ お子さんについて、どの学校まで卒業してほしいと思いますか。（１つに

○）  

 

全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもに望む最終学歴は、「大学」が 59.4%と最も多く、次いで、「高校」が 22.4%

となっています。 

母子世帯でも、「大学」が 50.0%と最も多く、次いで、「高校」が 30.4%となって

います。 

また、中学２年生のいる生活困難世帯では「大学」が 33.3%と他の属性に比べて低

くなっています。 

 

 

0.6 

0.4 

22.4 

25.7 

6.7 

8.2 

3.6 

5.4 

59.4 

52.8 

1.4 

2.0 

2.2 

1.4 

3.5 

3.2 

0.1 

0.7 

中学校 高校

専門学校（高校卒業後に進学するもの） 高等専門学校・短期大学

大学

大学院

その他

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100

3.3 

0.8 

30.4 

46.6 

5.4 

3.4 

1.1 

0.8 

50.0 

41.5 

1.1 

0.8 

2.2 

0.8 

6.5 

3.4 

0.0 

1.7 

中学校 高校

専門学校（高校卒業後に進学するもの） 高等専門学校・短期大学

大学

大学院

その他

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=92)

前回調査（H28）
(N=118)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）

N 中

学

校

高

校

専

門

学

校
（

高

校

卒

業

後

に

進

学

す

る

も

の
）

高

等

専

門

学

校

・

短

期

大

学

大

学

大

学

院

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

776 0.6 22.4 6.7 3.6 59.4 1.4 2.2 3.5 0.1

生活困難世帯 58 0.0 31.0 13.8 5.2 39.7 0.0 0.0 10.3 0.0

非生活困難世帯 713 0.7 21.6 6.0 3.5 61.2 1.5 2.4 2.9 0.1

生活困難世帯 37 0.0 29.7 16.2 8.1 43.2 0.0 0.0 2.7 0.0

非生活困難世帯 385 0.8 21.3 6.8 3.6 60.8 1.6 2.6 2.3 0.3

生活困難世帯 21 0.0 33.3 9.5 0.0 33.3 0.0 0.0 23.8 0.0

非生活困難世帯 328 0.6 22.0 5.2 3.4 61.6 1.5 2.1 3.7 0.0

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

小学５年生

中学２年生
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〔12〕平日の放課後の過ごし方の希望 

お子さんが小学５年生の方のみ 

問Ｂ10 お子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような

場所で過ごさせたいと思いますか。あてはまる番号すべてに○をつけ、そ

れぞれ希望する週当たり日数を（ ）内に数字でご記入ください。また、

「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望する時間も（ ）内に数字

でご記入ください。時間は必ず（例）18時 のように24時間制でご記入く

ださい。これらの事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 
   「 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 」 … 地 域 に よ っ て 学 童 保 育 な ど と 呼 ば れ て い ま す 。 保 護 者 が 就 労 等 に

よ り 昼 間 家庭 に い な い 場 合 な ど に、指 導 員 の 下 、子 ど も の 生 活の 場 を 提 供 す る も の で す。 

   「 フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー 」 … 子 育 て な ど の 援 助 を し て ほ し い 人 （ 依 頼 会 員 ） と

援 助 で き る人 （ 提 供 会 員 ） が 会 員 登録 を し て 、 援 助 を 行 う 事業 で す 。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母子父子世帯別／剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.1 

33.1 

64.3 

7.3 

8.7 

1.7 

32.6 

0.7 

0 20 40 60 80 100

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

児童館・子どもセンター

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

(MA%)
(N=423)

（MA%）
N 自

宅

祖

父
母
宅

や
友
人

・

知

人
宅

習

い
事
（

ピ
ア
ノ

教

室
、

サ
ッ

カ
ー

ク

ラ

ブ
、

学
習

塾
な
ど
）

児

童
館
・

子
ど
も

セ

ン

タ
ー

放

課
後
児

童
ク
ラ

ブ

〔

学
童
保

育
〕

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ
ー

そ

の
他
（

公
民
館
、

公

園
な
ど
）

無

回
答

全体 423 85.1 33.1 64.3 7.3 8.7 1.7 32.6 0.7

ひとり親家庭 70 81.4 31.4 67.1 5.7 11.4 2.9 34.3 0.0

うち、母子世帯 52 78.8 32.7 69.2 5.8 15.4 1.9 25.0 0.0

うち、父子世帯 18 88.9 27.8 61.1 5.6 0.0 5.6 61.1 0.0

全体 423 85.1 33.1 64.3 7.3 8.7 1.7 32.6 0.7
生活困難世帯 37 73.0 29.7 48.6 13.5 24.3 2.7 37.8 0.0

非生活困難世帯 385 86.2 33.2 65.7 6.5 7.3 1.3 31.9 0.8

母
子
父

子

世
帯
別

剥
奪

指

標
別

小学５年生

小学５年生
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■週当たりの希望日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■放課後児童クラブの利用希望終了時間 

  

 

 

 

 

【母子父子世帯別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが小学５年生の方に、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場

所で過ごさせたいと思うかについてたずねたところ、「自宅」が 85.1%と最も多く、

次いで、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 64.3%となってい

ます。母子世帯でも、「自宅」が 78.8%と最も多くなっています。また、生活困難世

帯では「自宅」や「習い事」が他の属性より低い一方、「児童館・子どもセンター」や

「放課後児童クラブ」が他よりも高くなっています。 

それぞれの過ごし方についての希望日数については、「自宅」では、「２日」が 22.8%

と最も多くなっています。 

放課後児童クラブとお答えの方の利用希望終了時間は、「18 時」が 62.2%と最も多

く、次いで、「19 時」が 18.9%となっています。母子世帯でも、「18 時」が 75.0%

と最も多くなっています。 

 

 

0.0 

16.2 62.2 18.9 

2.7 

0.0 

16時 17時 18時 19時

20時以降

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=37)

（%）

N 1

6

時

1

7

時

1

8

時

1

9

時

2

0

時

以

降

無

回

答

全体 37 0.0 16.2 62.2 18.9 2.7 0.0

ひとり親家庭 8 0.0 12.5 75.0 12.5 0.0 0.0

うち、母子世帯 8 0.0 12.5 75.0 12.5 0.0 0.0

うち、父子世帯 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

母

子

父

子

世

帯

別

小学５年生

13.6 

45.7 

24.6 

41.9 

5.4 

57.1 

42.8 

22.8 

35.0 

42.6 

19.4 

18.9 

14.3 

35.5 

22.2 

12.9 

25.7 

25.8 

10.8 

0.0 

12.3 

12.5 

2.1 

3.3 

3.2 

13.5 

14.3 

3.6 

21.9 

3.6 

1.1 

9.7 

45.9 

14.3 

2.9 

0.6 

0.0 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.6 

0.7 

1.5 

0.0 

5.4 

0.0 

2.9 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日

６日

７日

無回答

１．自宅
(N=360)

２．祖父母宅や友人・知人宅
(N=140)

３．習い事（ピアノ教室、サッカーク
ラブ、学習塾など）(N=272)

４．児童館・子どもセンター
(N=31)

５．放課後児童クラブ〔学童保育〕
(N=37)

６．ファミリー・サポート・センター
(N=7)

７．その他（公民館、公園など）
(N=138)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔13〕放課後児童クラブの利用希望 

お子さんが小学５年生の方のみ 

問Ｂ11 お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラブの利用

希望はありますか。事業の利用には、一定の利用料がかかります。それぞ

れについて、当てはまる番号１つに○をつけてください。 

    また利用したい時間帯を、（ ）内に（例）9時～18時のように24時間

制でご記入ください。 

 

■利用希望  

【土曜日】 

 

 

 

 

【日曜日・祝日】 

 

 

 

 

 

 

【母子父子世帯別／剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

96.2 0.5 

利用したい 利用する必要はない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=423)

1.9 

96.9 1.2 

利用したい 利用する必要はない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=423)

（%）

N 利

用

し

た

い

利

用

す

る

必

要

は

な

い

無

回

答

全体 423 3.3 96.2 0.5

ひとり親家庭 70 4.3 94.3 1.4

うち、母子世帯 52 3.8 96.2 0.0

うち、父子世帯 18 5.6 88.9 5.6

全体 423 3.3 96.2 0.5

生活困難世帯 37 8.1 91.9 0.0

非生活困難世帯 385 2.9 96.6 0.5

全体 423 1.9 96.9 1.2

ひとり親家庭 70 1.4 95.7 2.9

うち、母子世帯 52 1.9 98.1 0.0

うち、父子世帯 18 0.0 88.9 11.1

全体 423 1.9 96.9 1.2

生活困難世帯 37 8.1 91.9 0.0

非生活困難世帯 385 1.3 97.4 1.3

母

子

父

子

世

帯

別

剥

奪

指

標

別

日

曜

・

祝

日

母

子

父

子

世

帯

別

剥

奪

指

標

別
小学５年生

土

曜

日

小学５年生

小学５年生

小学５年生
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■利用希望時間（開始時間） 

【土曜日】 

 

 

 

 

【日曜日・祝日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用希望時間（終了時間） 

【土曜日】 

 

 

 

 

 

【日曜日・祝日】 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが小学５年生の方に、土曜日と日曜日・祝日の、放課後児童クラブの利用希

望についてたずねたところ、「利用する必要はない」が土曜日では 96.2%、日曜日・

祝日では 96.9%と多くなっています。母子世帯でも、「利用する必要はない」が土曜

日では 96.2%、日曜日・祝日では 98.1%と多くなっています。 

利用を希望される方の、利用希望時間（開始時間）は、「８時」が土曜日では 57.1%、

日曜日・祝日では 62.5%と最も多くなっています。利用希望時間（終了時間）は、土

曜日では「18 時」が 35.7%と最も多く、日曜日・祝日では「18 時」、「19 時」がそ

れぞれ 37.5%と最も多くなっています。 

 

 

 

 

0.0 

7.1 57.1 14.3 7.1 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 

6時

7時

8時 9時 10時

11時

12時13時

14時

15時以降

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=14)

0.0 

12.5 62.5 25.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 

6時 7時 8時 9時 10時

11時

12時13時

14時

15時以降

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=8)

0.0 

14.3 

0.0 0.0 0.0 

7.1 7.1 35.7 21.4 

0.0 

14.3 

11時 12時13時

14時

15時

16時

17時 18時 19時

20時以降

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=14)

0.0 

12.5 

0.0 0.0 

12.5 

0.0 0.0 

37.5 37.5 

0.0 

0.0 

11時

12時

13時

14時

15時

16時17時 18時 19時

20時以降

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=8)



Ⅱ-３．子どもの生活に関する調査 

- 153 - 

〔14〕長期休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望 

お子さんが小学５年生の方のみ 

問Ｂ12 お子さんについて、夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中に、放課後

児童クラブの利用希望はありますか。事業の利用には、一定の利用料がか

かります。当てはまる番号１つに○をつけてください。また利用したい時

間帯を、（ ）内に（例）9時～18時のように24時間制でご記入ください。 

 

■利用希望 

 

 

 

 

 

【母子父子世帯別／剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用希望時間（開始時間） 

 

 

 

 

 

 

【母子父子世帯別／剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.9 75.7 0.5 

利用したい 利用する必要はない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=423)

0.0 

18.8 50.5 21.8 

2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

5.9 

6時 7時 8時 9時 10時

11時

12時

13時

14時

15時以降

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=101)

（%）

N 6

時

7

時

8

時

9

時

1

0

時

1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

以

降

無

回

答

全体 101 0.0 18.8 50.5 21.8 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.9

ひとり親家庭 20 0.0 25.0 35.0 20.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0

うち、母子世帯 15 0.0 33.3 33.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

うち、父子世帯 5 0.0 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 101 0.0 18.8 50.5 21.8 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.9

生活困難世帯 13 0.0 38.5 46.2 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

非生活困難世帯 88 0.0 15.9 51.1 22.7 2.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 6.8

母

子

父

子

世

帯

別

小学５年生
剥

奪

指

標
別

小学５年生

（%）

N 利

用

し

た

い

利

用

す

る

必

要

は

な

い

無

回

答

全体 423 23.9 75.7 0.5

ひとり親家庭 70 28.6 70.0 1.4

うち、母子世帯 52 28.8 71.2 0.0

うち、父子世帯 18 27.8 66.7 5.6

全体 423 23.9 75.7 0.5

生活困難世帯 37 35.1 64.9 0.0

非生活困難世帯 385 22.9 76.6 0.5

母

子

父

子

世

帯

別

小学５年生
剥

奪

指

標
別

小学５年生
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■利用希望時間（終了時間） 

 

 

 

 

 

 

 

【母子父子世帯別／剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが小学５年生の方に、夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の、放課後児

童クラブの利用希望についてたずねたところ、「利用する必要はない」が 75.7%と多

くなっています。母子世帯でも、「利用する必要はない」が 71.2%と多くなっていま

す。 

利用を希望される方の、利用希望時間（開始時間）は、「８時」が 50.5%、利用希

望時間（終了時間）は、「18 時」が 30.7%と最も多くなっています。母子世帯では、

利用希望時間（開始時間）は、「７時」、「８時」がそれぞれ 33.3%、利用希望時間（終

了時間）は、「1９時」が 33.3%と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

0.0 3.0 0.0 3.0 

4.0 13.9 15.8 30.7 22.8 

1.0 

5.9 

11時

12時

13時

14時

15時 16時 17時 18時 19時

20時以降

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=101)

（%）

N 1

1

時

1

2

時

1

3

時

1

4

時

1

5

時

1

6

時

1

7

時

1

8

時

1

9

時

2

0

時

以

降

無

回

答

全体 101 0.0 3.0 0.0 3.0 4.0 13.9 15.8 30.7 22.8 1.0 5.9

ひとり親家庭 20 0.0 10.0 0.0 5.0 0.0 10.0 10.0 25.0 25.0 0.0 15.0

うち、母子世帯 15 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 26.7 33.3 0.0 20.0

うち、父子世帯 5 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0

全体 101 0.0 3.0 0.0 3.0 4.0 13.9 15.8 30.7 22.8 1.0 5.9

生活困難世帯 13 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 15.4 7.7 38.5 23.1 7.7 0.0

非生活困難世帯 88 0.0 2.3 0.0 3.4 4.5 13.6 17.0 29.5 22.7 0.0 6.8

母

子

父

子

世

帯

別

小学５年生
剥

奪

指

標
別

小学５年生
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Ｃ 世帯の状況  

〔１〕世帯の状況 

問Ｃ１ 現在のお住まいの状況について教えてください。（１つに○） 

 
全体 

 

 

 

 

 

 

母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の住まいの状況については、「あなた・配偶者の持ち家」が 80.3%と最も多く

なっています。 

母子世帯でも、「あなた・配偶者の持ち家」が 41.3%と最も多くなっています。 

また、生活困難世帯では「あなた・配偶者の持ち家」は 65.5%と、非生活困難世帯

の 81.5%よりも低く、「民間の賃貸住宅」が 19.0%となっています。 

 

80.3 

80.4 

9.4 

8.6 

8.0 

8.3 

0.4 

1.0 

0.8 

1.0 

1.2 

0.7 

あなた・配偶者の持ち家

あなた・配偶者以外の家族の持ち家

民間の賃貸住宅

県営・市営などの公営賃貸住宅

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100

41.3 

39.8 

29.3 

23.7 

22.8 

28.0 

1.1 

5.1 

3.3 

1.7 

2.2 

1.7 

あなた・配偶者の持ち家

あなた・配偶者以外の家族の持ち家

民間の賃貸住宅

県営・市営などの公営賃貸住宅

その他

無回答

今回調査（H30）
(N=92)

前回調査（H28）
(N=118)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）
N あ

な
た
・

配
偶
者

の

持

ち
家

あ

な
た
・

配
偶
者

以

外

の
家
族

の
持
ち

家

民

間
の
賃

貸
住
宅

県

営
・
市

営
な
ど

の

公

営
賃
貸

住
宅

そ

の
他

無

回
答

776 80.3 9.4 8.0 0.4 0.8 1.2
生活困難世帯 58 65.5 10.3 19.0 3.4 0.0 1.7

非生活困難世帯 713 81.5 9.3 7.2 0.1 0.8 1.1

生活困難世帯 37 62.2 16.2 18.9 2.7 0.0 0.0
非生活困難世帯 385 82.9 7.0 7.3 0.3 1.0 1.6

生活困難世帯 21 71.4 0.0 19.0 4.8 0.0 4.8
非生活困難世帯 328 79.9 11.9 7.0 0.0 0.6 0.6

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

小学５年生

中学２年生
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〔２〕落ち着いて宿題などができる場所の有無 

問Ｃ1-1 現在の住居には、お子さんが落ち着いて宿題などができる場所はありま

すか。（１つに○） 

 
全体 

 

 

 

 

 

 

母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 在 の 住 居 に 、 子 ど も が 落 ち 着 い て 勉 強 で き る 場 所 が あ る か に つ い て は 、「 あ る 」 が

94.2%と多くなっています。 

母子世帯でも、「ある」が 90.2%と多くなっています。 

また、生活困難世帯では「ある」との回答割合が非生活困難世帯よりも低く、「ない」

が高くなっています。 

94.2 

92.7 

4.6 

6.3 

1.2 

1.0 

ある ない 無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100

90.2 

83.9 

7.6 

14.4 

2.2 

1.7 

ある ない 無回答

今回調査（H30）
(N=92)

前回調査（H28）
(N=118)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）

N あ

る

な

い

無

回

答

776 94.2 4.6 1.2

生活困難世帯 58 89.7 8.6 1.7

非生活困難世帯 713 94.7 4.2 1.1

生活困難世帯 37 89.2 10.8 0.0

非生活困難世帯 385 95.3 3.9 0.8

生活困難世帯 21 90.5 4.8 4.8

非生活困難世帯 328 93.9 4.6 1.5

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

小学５年生

中学２年生
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〔３〕朝食の頻度 

問Ｃ２ あなたは、１週間に朝食をどれくらい食べていますか。最近１か月間の

状況で、一番近いと思うものを選んでください。（１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１週間に朝食をどれぐらい食べるかについては、「毎日食べる」が 85.3%と最も多

くなっています。 

母子世帯でも、「毎日食べる」が 77.2%と最も多くなっています。 

また、生活困難世帯では「毎日食べる」との回答割合が非生活困難世帯よりも低く

なっており、とくに中学２年生のいる生活困難世帯では 57.1%となっています。 

 

 

 

85.3 

3.9 

4.0 

1.0 

5.3 

0.0 

0.5 

毎日食べる 週に５日以上食べる

週に３、４日は食べる

週に１、２日は食べる ほとんど食べない

わからない

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=776)

（%）

N 毎

日

食

べ

る

週

に

５

日

以

上

食

べ

る

週

に

３
、

４

日

は

食

べ

る

週

に

１
、

２

日

は

食

べ

る

ほ

と

ん

ど

食

べ

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

全体 776 85.3 3.9 4.0 1.0 5.3 0.0 0.5

ひとり親家庭 128 76.6 3.9 6.3 0.8 10.9 0.0 1.6

うち、母子世帯 92 77.2 5.4 7.6 1.1 7.6 0.0 1.1

うち、父子世帯 36 75.0 0.0 2.8 0.0 19.4 0.0 2.8

全体 423 87.0 3.5 4.5 0.2 4.5 0.0 0.2

ひとり親家庭 70 81.4 5.7 7.1 0.0 4.3 0.0 1.4

うち、母子世帯 52 80.8 7.7 9.6 0.0 1.9 0.0 0.0

うち、父子世帯 18 83.3 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 5.6

全体 353 83.3 4.2 3.4 2.0 6.2 0.0 0.8

ひとり親家庭 58 70.7 1.7 5.2 1.7 19.0 0.0 1.7

うち、母子世帯 40 72.5 2.5 5.0 2.5 15.0 0.0 2.5

うち、父子世帯 18 66.7 0.0 5.6 0.0 27.8 0.0 0.0

776 85.3 3.9 4.0 1.0 5.3 0.0 0.5

生活困難世帯 58 72.4 5.2 6.9 3.4 10.3 0.0 1.7

非生活困難世帯 713 86.5 3.8 3.6 0.8 4.8 0.0 0.4

生活困難世帯 37 81.1 2.7 10.8 0.0 5.4 0.0 0.0

非生活困難世帯 385 87.5 3.6 3.9 0.3 4.4 0.0 0.3

生活困難世帯 21 57.1 9.5 0.0 9.5 19.0 0.0 4.8

非生活困難世帯 328 85.4 4.0 3.4 1.5 5.2 0.0 0.6

学

年

・

母

子

父

子

世

帯

別

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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〔４〕心おきなく相談できる相手の有無 

問Ｃ３ あなたには、現在、心おきなく相談できる相手がいますか。（１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心おきなく相談できる相手がいるかについては、「いる」が 88.0%と最も多くなっ

ています。 

母子世帯でも、「いる」が 82.6%と最も多くなっています。 

また、相談相手が「いる」割合は、中学２年生のいる生活困難世帯で 66.7％と他の

属性に比べて低くなっています。 

 

88.0 8.6 

2.8 

0.5 

いる 今はいないがほしい

今はいないが必要ない

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=776)

（%）

N い

る

今

は

い

な

い

が

ほ

し

い

今

は

い

な

い

が

必

要

な

い

無

回

答

全体 776 88.0 8.6 2.8 0.5

ひとり親家庭 128 83.6 11.7 3.1 1.6

うち、母子世帯 92 82.6 13.0 3.3 1.1

うち、父子世帯 36 86.1 8.3 2.8 2.8

全体 423 87.9 9.0 2.8 0.2

ひとり親家庭 70 87.1 7.1 4.3 1.4

うち、母子世帯 52 90.4 5.8 3.8 0.0

うち、父子世帯 18 77.8 11.1 5.6 5.6

全体 353 88.1 8.2 2.8 0.8

ひとり親家庭 58 79.3 17.2 1.7 1.7

うち、母子世帯 40 72.5 22.5 2.5 2.5

うち、父子世帯 18 94.4 5.6 0.0 0.0

776 88.0 8.6 2.8 0.5

生活困難世帯 58 72.4 20.7 5.2 1.7

非生活困難世帯 713 89.3 7.6 2.7 0.4

生活困難世帯 37 75.7 18.9 5.4 0.0

非生活困難世帯 385 89.4 7.8 2.6 0.3

生活困難世帯 21 66.7 23.8 4.8 4.8

非生活困難世帯 328 89.3 7.3 2.7 0.6

学

年

・

母

子

父

子

世

帯

別

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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〔５〕相談相手 

問C3で「いる」または「今はいないがほしい」を選んだ方のみ 

問Ｃ４ その相談相手はどなたですか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心おきなく相談できる相手が「いる」、「今はいないがほしい」とお答えの方の相談

相手は、「配偶者」が 56.8%と最も多く、次いで、「親・親族」が 17.6%となってい

ます。 

母子世帯では、「親・親族」が 36.4%と最も多く、次いで、「配偶者」が 23.9%と

なっています。 

 

 

56.8 

17.6 

2.0 

17.2 

0.0 

0.0 

0.8 

1.9 

0.1 

0.3 

0.1 

0.8 

2.4 

0 20 40 60

配偶者

親・親族

子ども

友人・知人

隣人・地域の人

認定こども園、幼稚園、保育所の先生

学校の先生

カウンセラーなど専門家

民生委員児童委員

市役所など公的機関の職員

民間団体やボランティアの人

その他

無回答

(%)
(N=750)

（%）

N 配

偶

者

親

・

親

族

子

ど

も

友

人

・

知

人

隣

人

・

地

域

の

人

認

定

こ

ど

も

園
、

幼

稚

園
、

保

育

所

の

先

生

学

校

の

先

生

カ

ウ

ン

セ

ラ
ー

な

ど

専

門

家

民

生

委

員

児

童

委

員

市

役

所

な

ど

公

的

機

関

の

職

員

民

間

団

体

や

ボ

ラ

ン

テ
ィ

ア

の

人

そ

の

他

無

回

答

全体 750 56.8 17.6 2.0 17.2 0.0 0.0 0.8 1.9 0.1 0.3 0.1 0.8 2.4

ひとり親家庭 122 30.3 29.5 5.7 23.0 0.0 0.0 1.6 4.1 0.0 0.8 0.0 0.8 4.1

うち、母子世帯 88 23.9 36.4 4.5 20.5 0.0 0.0 2.3 5.7 0.0 1.1 0.0 1.1 4.5

うち、父子世帯 34 47.1 11.8 8.8 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9

全体 750 56.8 17.6 2.0 17.2 0.0 0.0 0.8 1.9 0.1 0.3 0.1 0.8 2.4

生活困難世帯 54 31.5 18.5 5.6 27.8 0.0 0.0 3.7 3.7 1.9 0.0 0.0 3.7 3.7

非生活困難世帯 691 58.9 17.5 1.7 16.4 0.0 0.0 0.6 1.7 0.0 0.3 0.1 0.4 2.3

全体 750 56.8 17.6 2.0 17.2 0.0 0.0 0.8 1.9 0.1 0.3 0.1 0.8 2.4

いる 683 60.3 18.2 2.2 15.4 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 2.2

今はいないがほしい 67 20.9 11.9 0.0 35.8 0.0 0.0 3.0 14.9 1.5 0.0 1.5 6.0 4.5

相談相手の

有無別

母子父子

世帯別

剥奪指標別
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〔６〕地域での付き合い 

問Ｃ５ あなたは、地域での付き合いをどの程度していますか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域での付き合いの程度については、「あいさつをする程度」が 43.4%と最も多く、次

いで、「立ち話をする程度」が 37.0%となっています。  

母子世帯でも、「あいさつをする程度」が 51.1%と最も多く、次いで、「立ち話をする

程度」が 30.4%となっています。 

また、母子世帯や生活困難世帯で「まったく付き合っていない」が 5%以上と全体を上

回っており、とくに中学２年生のいる生活困難世帯で 14.3%と孤立傾向がみられます。 

 

 

 

 

17.0 37.0 43.4 

1.5 

1.0 

よく付き合っている 立ち話をする程度 あいさつをする程度

まったく付き合っていない

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=776)

（%）
N よ

く
付
き

合
っ

て

い
る

立

ち
話
を

す
る

程

度

あ

い
さ
つ

を
す

る

程
度

ま
っ

た
く

付
き

合
っ

て
い

な
い

無

回
答

全体 776 17.0 37.0 43.4 1.5 1.0
ひとり親家庭 128 11.7 32.0 48.4 4.7 3.1
うち、母子世帯 92 9.8 30.4 51.1 5.4 3.3

うち、父子世帯 36 16.7 36.1 41.7 2.8 2.8
全体 423 16.5 39.7 40.9 1.9 0.9

ひとり親家庭 70 11.4 32.9 45.7 5.7 4.3
うち、母子世帯 52 11.5 30.8 48.1 5.8 3.8
うち、父子世帯 18 11.1 38.9 38.9 5.6 5.6

全体 353 17.6 33.7 46.5 1.1 1.1
ひとり親家庭 58 12.1 31.0 51.7 3.4 1.7
うち、母子世帯 40 7.5 30.0 55.0 5.0 2.5

うち、父子世帯 18 22.2 33.3 44.4 0.0 0.0
776 17.0 37.0 43.4 1.5 1.0

生活困難世帯 58 13.8 39.7 39.7 5.2 1.7

非生活困難世帯 713 17.3 36.7 43.8 1.3 1.0
生活困難世帯 37 13.5 40.5 45.9 0.0 0.0
非生活困難世帯 385 16.9 39.7 40.3 2.1 1.0

生活困難世帯 21 14.3 38.1 28.6 14.3 4.8
非生活困難世帯 328 17.7 33.2 47.9 0.3 0.9

学
年
・

母
子
父

子
世
帯

別

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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（%）

N 正

社

員

・

正

規

職

員

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

契

約

社

員

・

派

遣

社

員

な

ど

自

営

業

・

家

業

内

職

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

働

い

て

い

な

い

父

は

い

な

い

無

回

答

全体 776 77.3 0.8 1.0 10.6 0.0 0.1 0.3 0.5 6.1 3.4

ひとり親家庭 128 39.8 1.6 1.6 7.8 0.0 0.0 0.8 0.0 32.8 15.6

うち、母子世帯 92 22.8 1.1 1.1 8.7 0.0 0.0 1.1 0.0 44.6 20.7

うち、父子世帯 36 83.3 2.8 2.8 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8

全体 423 76.6 0.9 1.4 12.3 0.0 0.2 0.0 0.0 5.7 2.8

ひとり親家庭 70 42.9 2.9 2.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 15.7

うち、母子世帯 52 30.8 1.9 1.9 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 19.2

うち、父子世帯 18 77.8 5.6 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

全体 353 78.2 0.6 0.6 8.5 0.0 0.0 0.6 1.1 6.5 4.0

ひとり親家庭 58 36.2 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 1.7 0.0 37.9 15.5

うち、母子世帯 40 12.5 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2.5 0.0 52.5 22.5

うち、父子世帯 18 88.9 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0

776 77.3 0.8 1.0 10.6 0.0 0.1 0.3 0.5 6.1 3.4

生活困難世帯 58 58.6 1.7 3.4 8.6 0.0 1.7 1.7 1.7 15.5 6.9

非生活困難世帯 713 79.0 0.7 0.8 10.8 0.0 0.0 0.1 0.4 5.2 2.9

生活困難世帯 37 56.8 0.0 5.4 13.5 0.0 2.7 0.0 0.0 16.2 5.4

非生活困難世帯 385 78.4 1.0 1.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 2.6

生活困難世帯 21 61.9 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 14.3 9.5

非生活困難世帯 328 79.6 0.3 0.6 9.1 0.0 0.0 0.3 0.9 5.8 3.4
中学２年生

小学５年生

中学２年生

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

全体

小学５年生

学

年

・

母

子

父

子

世

帯

別

〔７〕保護者の就労状況 

問Ｃ６ お子さんのお父さん・お母さんの働き方を、それぞれお答えください。

今後復帰予定の方は、予定されている働き方をお答えください。（それぞれ

について、１つに○） 

    お父さん・お母さんがいない場合は、主に子育てをされている方の働き

方を③にお答えください。 

 

【父親】 

全体 父子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.3 

0.8 

1.0 

10.6 

0.0 

0.1 

0.3 

0.5 

6.1 

3.4 

76.2 

0.7 

1.3 

10.1 

0.0 

0.3 

0.0 

0.4 

6.3 

4.6 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

正社員・正規職員

パート・アルバイト

契約社員・派遣社員など

自営業・家業

内職

その他

わからない

働いていない

父はいない

無回答

(%)
83.3 

2.8 

2.8 

5.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

2.8 

77.8 

6.7 

2.2 

13.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=36)

前回調査（H28）

(N=45)

(%)
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（%）
N 正

社
員
・

正
規

職

員

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ

イ
ト

契

約
社
員

・
派

遣

社
員
な

ど

自

営
業
・

家
業

内

職

そ

の
他

わ

か
ら
な

い

働

い
て
い

な
い

母

は
い
な

い

無

回
答

全体 776 25.5 49.2 4.3 5.4 1.4 0.3 0.0 12.4 0.4 1.2

ひとり親家庭 128 31.3 43.0 5.5 3.9 0.0 0.0 0.0 10.9 2.3 3.1
うち、母子世帯 92 32.6 45.7 6.5 4.3 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 2.2

うち、父子世帯 36 27.8 36.1 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 16.7 8.3 5.6
全体 423 25.1 49.9 2.8 5.9 1.9 0.2 0.0 12.8 0.5 0.9

ひとり親家庭 70 25.7 47.1 4.3 2.9 0.0 0.0 0.0 12.9 2.9 4.3

うち、母子世帯 52 30.8 48.1 5.8 3.8 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 1.9
うち、父子世帯 18 11.1 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 11.1 11.1

全体 353 26.1 48.4 5.9 4.8 0.8 0.3 0.0 11.9 0.3 1.4

ひとり親家庭 58 37.9 37.9 6.9 5.2 0.0 0.0 0.0 8.6 1.7 1.7
うち、母子世帯 40 35.0 42.5 7.5 5.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 2.5
うち、父子世帯 18 44.4 27.8 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 11.1 5.6 0.0

776 25.5 49.2 4.3 5.4 1.4 0.3 0.0 12.4 0.4 1.2
生活困難世帯 58 17.2 60.3 0.0 6.9 1.7 0.0 0.0 10.3 0.0 3.4
非生活困難世帯 713 26.1 48.5 4.6 5.3 1.3 0.3 0.0 12.6 0.4 0.8

生活困難世帯 37 24.3 56.8 0.0 8.1 2.7 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0
非生活困難世帯 385 25.2 49.4 3.1 5.7 1.6 0.3 0.0 13.2 0.5 1.0
生活困難世帯 21 4.8 66.7 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 9.5

非生活困難世帯 328 27.1 47.6 6.4 4.9 0.9 0.3 0.0 11.9 0.3 0.6
中学２年生

小学５年生

中学２年生

全体

全体
学
年

・

剥

奪
指

標
別

全体

小学５年生

学

年
・
母

子
父
子

世
帯
別

【母親】 

 全体  母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.5 

49.2 

4.3 

5.4 

1.4 

0.3 

0.0 

12.4 

0.4 

1.2 

20.5 

50.5 

4.7 

5.6 

1.5 

0.8 

0.2 

11.6 

1.0 

3.7 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

正社員・正規職員

パート・アルバイト

契約社員・派遣社員など

自営業・家業

内職

その他

わからない

働いていない

母はいない

無回答

(%)
32.6 

45.7 

6.5 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

8.7 

0.0 

2.2 

28.0 

41.5 

11.0 

4.2 

0.8 

2.5 

0.8 

9.3 

0.0 

1.7 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(%)
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【父母以外】 

全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※無回答 を除いて集計  

 

父親の働き方は、「正社員・正規職員」が 77.3%と最も多く、次いで、「自営業・家

業」が 10.6%となっています。母子世帯では、「父はいない」が 44.6%と最も多くな

っています。 

母親の働き方は、「パート・アルバイト」が 49.2%と最も多く、次いで、「正社員・

正規職員」が 25.5%となっています。母子世帯でも、「パート・アルバイト」が 45.7%

と最も多く、次いで、「正社員・正規職員」が 32.6%となっています。 

父母以外の働き方は、「パート・アルバイト」が 43.8%と最も多くなっています。 

また、生活困難世帯では、「正社員・正規職員」が父親で 58.6%、母親で 17.2%と

全体の割合を大きく下回っています。 

25.0 

43.8 

6.3 

0.0 

0.0 

12.5 

0.0 

12.5 

0 10 20 30 40 50

正社員・正規職員

パート・アルバイト

契約社員・派遣社員など

自営業・家業

内職

その他

わからない

働いていない

(%)
(N=9)
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「働いていない」を選んだ方のみ 

働きたいと思うかについてうかがいます。 

 

【父親】 

 

 

 

 

 

【母親】 

 

 

 

 

 

 

【母子世帯別（母親）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働いていない方の就労意向については、父親については、「病気や障害のため働けな

い」が 75.0%と最も多くなっています。 

母親については、「働きたい」が 35.4%と最も多く、次いで、「働きたいとは思わな

い」が 26.0%となっています。母子世帯では、「働きたい」が 37.5%と最も多く、次

いで、「介護や育児のため働けない」が 25.0%となっています。 

 

 

 

35.4 20.8 7.3 10.4 26.0 0.0 

働きたい

介護や育児のため働けない

病気や障害のため働けない その他の理由で働けない

働きたいとは思わない

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=96)

0.0 0.0 

75.0 

0.0 

25.0 0.0 

働きたい

介護や育児のため働けない

病気や障害のため働けない

その他の理由で働けない

働きたいとは思わない

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=4)

（%）

N 働

き

た

い

介

護

や

育

児

の

た

め

働

け

な

い

病

気

や

障

害

の

た

め

働

け

な

い

そ

の

他

の

理

由

で

働

け

な

い

働

き

た

い

と

は

思

わ

な

い

無

回

答

全体 96 35.4 20.8 7.3 10.4 26.0 0.0

母子世帯 8 37.5 25.0 12.5 12.5 12.5 0.0

全体 54 42.6 16.7 5.6 9.3 25.9 0.0

母子世帯 5 60.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0

全体 42 26.2 26.2 9.5 11.9 26.2 0.0

母子世帯 3 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0

母

子

世

帯

別

全体

小学５年生

中学２年生
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（%）
N １

６

時
ま

で

１
６
～

１

８
時

ま
で

１
８
～

２

０
時

ま
で

２
０
～

２

２
時

ま
で

２
２

時
以

降
（

早
朝

帰
宅

含
む
）

交
代

制
の

勤
務

で
、

帰
宅

時
間

は
決

ま
っ

て
い

な
い

残
業

な
ど

で
帰

宅
時

間
は

決
ま
っ

て

い
な

い 無
回

答

全体 697 1.0 5.7 31.9 30.1 8.0 8.2 9.0 6.0

ひとり親家庭 65 1.5 0.0 27.7 24.6 7.7 13.8 9.2 15.4
うち、母子世帯 31 0.0 0.0 35.5 16.1 9.7 9.7 9.7 19.4
うち、父子世帯 34 2.9 0.0 20.6 32.4 5.9 17.6 8.8 11.8

全体 387 1.6 5.2 31.3 28.4 8.8 9.3 9.3 6.2
ひとり親家庭 39 2.6 0.0 33.3 20.5 7.7 12.8 7.7 15.4

うち、母子世帯 22 0.0 0.0 45.5 13.6 9.1 9.1 9.1 13.6
うち、父子世帯 17 5.9 0.0 17.6 29.4 5.9 17.6 5.9 17.6

全体 310 0.3 6.5 32.6 32.3 7.1 6.8 8.7 5.8
ひとり親家庭 26 0.0 0.0 19.2 30.8 7.7 15.4 11.5 15.4

うち、母子世帯 9 0.0 0.0 11.1 22.2 11.1 11.1 11.1 33.3
うち、父子世帯 17 0.0 0.0 23.5 35.3 5.9 17.6 11.8 5.9

全体 668 31.6 34.4 22.3 4.3 1.2 3.0 1.5 1.6
ひとり親家庭 107 27.1 34.6 26.2 6.5 0.9 3.7 0.0 0.9

うち、母子世帯 82 23.2 37.8 26.8 7.3 1.2 2.4 0.0 1.2

うち、父子世帯 25 40.0 24.0 24.0 4.0 0.0 8.0 0.0 0.0
全体 363 36.9 32.0 21.2 3.0 0.8 1.9 1.9 2.2

ひとり親家庭 56 32.1 37.5 26.8 0.0 1.8 0.0 0.0 1.8
うち、母子世帯 46 28.3 37.0 30.4 0.0 2.2 0.0 0.0 2.2

うち、父子世帯 10 50.0 40.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全体 305 25.2 37.4 23.6 5.9 1.6 4.3 1.0 1.0

ひとり親家庭 51 21.6 31.4 25.5 13.7 0.0 7.8 0.0 0.0
うち、母子世帯 36 16.7 38.9 22.2 16.7 0.0 5.6 0.0 0.0

うち、父子世帯 15 33.3 13.3 33.3 6.7 0.0 13.3 0.0 0.0

父
親

母

親

全体

小学５年生

中学２年生

全体

小学５年生

中学２年生

〔８〕働いている保護者の帰宅時間 

現在働いている方にうかがいます。 

問Ｃ6-1 お子さんのお父さん・お母さんが、普段仕事から帰宅する時間帯で、最

も多い時間帯は何時ごろですか。（それぞれについて、１つに○） 

     お父さん・お母さんがいない場合は、主に子育てをされている方の帰

宅時間をお答えください。 

 

【父親】 【母親】 【父母以外】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【学年・母子父子世帯別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働いている方の帰宅時間は、父親については、「18～20 時まで」が 31.9%と最も

多く、次いで、「20～22 時まで」が 30.1%となっています。母親については、「16

～18 時まで」が 34.4%と最も多く、次いで、「16 時まで」が 31.6%となっています。 

1.0 

5.7 

31.9 

30.1 

8.0 

8.2 

9.0 

6.0 

0 10 20 30 40

１６時まで

１６～１８時まで

１８～２０時まで

２０～２２時まで

２２時以降（早朝帰宅含む）

交代制の勤務で、
帰宅時間は決まっていない

残業などで帰宅時間は
決まっていない

無回答

(%)
(N=697)

31.6 

34.4 

22.3 

4.3 

1.2 

3.0 

1.5 

1.6 

0 10 20 30 40
(%)

(N=668)

28.6 

57.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

0.0 

0 20 40 60
(%)

(N=7)
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（MA%）

N 子

ど

も

用

の

ス

ポ
ー

ツ

用

品

ゲ
ー

ム

機

子

ど

も

用

の

自

転

車

大

人

用

の

自

転

車

エ

ア

コ

ン

電

話
（

固

定

電

話
）

子

ど

も

用

の

携

帯

電

話

・

ス

マ
ー

ト

フ
ォ

ン

大

人

用

の

携

帯

電

話

・

ス

マ
ー

ト

フ
ォ

ン

車 急

な

出

費

の

た

め

の

貯

金
（

５

万

円

以

上
）

あ

て

は

ま

る

も

の

は

な

い 無

回

答

776 7.3 9.8 5.4 9.7 4.6 14.3 41.9 4.4 4.8 10.1 37.8 2.4

生活困難世帯 58 13.8 8.6 6.9 29.3 6.9 22.4 32.8 5.2 5.2 41.4 22.4 1.7

非生活困難世帯 713 6.9 10.0 5.3 8.1 4.5 13.7 42.9 4.3 4.8 7.6 39.0 2.1

生活困難世帯 37 16.2 8.1 8.1 32.4 8.1 21.6 32.4 8.1 8.1 37.8 24.3 2.7

非生活困難世帯 385 6.0 9.9 4.4 7.8 4.2 15.6 51.9 3.9 4.7 6.5 30.9 1.3

生活困難世帯 21 9.5 9.5 4.8 23.8 4.8 23.8 33.3 0.0 0.0 47.6 19.0 0.0

非生活困難世帯 328 7.9 10.1 6.4 8.5 4.9 11.6 32.3 4.9 4.9 8.8 48.5 3.0

776 7.3 9.8 5.4 9.7 4.6 14.3 41.9 4.4 4.8 10.1 37.8 2.4

35 8.6 11.4 8.6 34.3 11.4 25.7 31.4 8.6 8.6 57.1 17.1 2.9

736 7.3 9.8 5.3 8.6 4.3 13.9 42.5 4.2 4.6 7.9 38.9 2.0

医

療

費

の

支

払

い

困

難

別

全体

医療費の支払い困難世帯

（問D4-1で3を選択）

上記以外の世帯

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

小学５年生

中学２年生

Ｄ 暮らしの状況  

〔１〕家庭にないもの 

問Ｄ１ 次のもののうち、あなたの家庭にないものはありますか。（あてはまる番

号すべてに○） 

 
全体 母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別／医療費の支払い困難別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭にないものについては、「子ども用の携帯電話・スマートフォン」が 41.9%と

最も多くなっていま す。母子世帯でも 、「 子ども用の携帯電話 ・スマートフォン」 が

40.2%と最も多くなっています。 

7.3 

9.8 

5.4 

9.7 

4.6 

14.3 

41.9 

4.4 

4.8 

10.1 

37.8 

2.4 

8.2 

7.5 

5.3 

9.1 

4.8 

12.3 

45.3 

4.5 

5.5 

11.8 

35.1 

3.2 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

子ども用のスポーツ用品

ゲーム機

子ども用の自転車

大人用の自転車

エアコン

電話（固定電話）

子ども用の携帯電話・スマートフォン

大人用の携帯電話・スマートフォン

車

急な出費のための貯金（５万円以上）

あてはまるものはない

無回答

(MA%)
10.9 

7.6 

4.3 

14.1 

4.3 

27.2 

40.2 

3.3 

6.5 

13.0 

26.1 

3.3 

16.9 

8.5 

5.1 

19.5 

5.1 

33.1 

28.8 

4.2 

11.0 

25.4 

23.7 

2.5 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(MA%)
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（MA%）

N 給

食

費

な

ど

の

学

校

の

諸

経

費

家

賃

ロ
ー

ン
（

住

宅

・

車

・

カ
ー

ド

な

ど
）

電

気

・

ガ

ス

・

水

道

代 電

話

代
（

固

定

電

話
）

通

信

料

金
（

携

帯

電

話

・

ス

マ
ー

ト

フ
ォ

ン
）

公

的

年

金

・

健

康

保

険

・

介

護

保

険

の

保

険

料

の

支

払

い

あ

て

は

ま

る

も

の

は

な

い

無

回

答

776 6.7 1.2 3.6 4.1 1.3 2.7 2.8 82.1 5.8

生活困難世帯 58 24.1 10.3 27.6 25.9 10.3 12.1 19.0 44.8 5.2

非生活困難世帯 713 5.3 0.4 1.7 2.2 0.6 1.8 1.5 85.7 5.5

生活困難世帯 37 27.0 10.8 29.7 24.3 10.8 8.1 18.9 35.1 8.1

非生活困難世帯 385 4.7 0.3 2.6 2.3 0.5 1.8 0.8 87.0 4.4

生活困難世帯 21 19.0 9.5 23.8 28.6 9.5 19.0 19.0 61.9 0.0

非生活困難世帯 328 6.1 0.6 0.6 2.1 0.6 1.8 2.4 84.1 6.7

776 6.7 1.2 3.6 4.1 1.3 2.7 2.8 82.1 5.8

35 34.3 11.4 22.9 40.0 17.1 25.7 22.9 42.9 2.9

736 5.3 0.7 2.6 2.3 0.5 1.6 1.9 84.5 5.4

医

療

費

の

支

払

い

困

難

別

全体

医療費の支払い困難世帯

（問D4-1で3を選択）

上記以外の世帯

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

小学５年生

中学２年生

〔２〕支払いが遅れたこと 

問Ｄ２ 次の費用のうち、過去１年間に支払いが遅れたことはありますか。（あて

はまる番号すべてに○） 

 
全体 母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別／医療費の支払い困難別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去１年間に支払いが遅れたことについては、「給食費などの学校の諸経費」が 6.7%と

最も多く、次いで、「電気・ガス・水道代」が 4.1%となっています。  

母子世帯では、「給食費などの学校の諸経費」が 9.8%と最も多く、次いで、「ローン（住

宅・車・カードなど）」、「公的年金・健康保険・介護保険の保険料の支払い」がそれぞれ

6.5%となっています。 

また、生活困難世帯では「あてはまるものはない」が全体の 82.1%に比べ 44.8%と低

くなっています。 

 

6.7 

1.2 

3.6 

4.1 

1.3 

2.7 

2.8 

82.1 

5.8 

5.7 

1.0 

4.2 

4.7 

1.6 

3.8 

4.6 

80.9 

5.7 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

給食費などの学校の諸経費

家賃

ローン（住宅・車・カードなど）

電気・ガス・水道代

電話代（固定電話）

通信料金（携帯電話・スマートフォン）

公的年金・健康保険・介護保険の保険料

あてはまるものはない

無回答

(MA%)
9.8 

2.2 

6.5 

5.4 

2.2 

4.3 

6.5 

71.7 

5.4 

9.3 

6.8 

6.8 

8.5 

3.4 

10.2 

11.9 

66.9 

7.6 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(MA%)
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（%） （%）

N よ

く

あ
っ

た

と

き

ど

き

あ
っ

た

ま

れ

に

あ
っ

た な

か
っ

た

無

回

答

「

あ
っ

た
」

の

合

計

全体 776 1.4 1.5 4.5 91.9 0.6 7.4

ひとり親家庭 128 0.8 1.6 10.2 85.9 1.6 12.6

うち、母子世帯 92 1.1 2.2 12.0 83.7 1.1 15.3

うち、父子世帯 36 0.0 0.0 5.6 91.7 2.8 5.6

全体 423 1.7 1.9 5.2 91.0 0.2 8.8

ひとり親家庭 70 1.4 2.9 10.0 85.7 0.0 14.3

うち、母子世帯 52 1.9 3.8 11.5 82.7 0.0 17.2

うち、父子世帯 18 0.0 0.0 5.6 94.4 0.0 5.6

全体 353 1.1 1.1 3.7 92.9 1.1 5.9

ひとり親家庭 58 0.0 0.0 10.3 86.2 3.4 10.3

うち、母子世帯 40 0.0 0.0 12.5 85.0 2.5 12.5

うち、父子世帯 18 0.0 0.0 5.6 88.9 5.6 5.6

776 1.4 1.5 4.5 91.9 0.6 7.4

生活困難世帯 58 19.0 20.7 60.3 0.0 0.0 100.0

非生活困難世帯 713 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

生活困難世帯 37 18.9 21.6 59.5 0.0 0.0 100.0

非生活困難世帯 385 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

生活困難世帯 21 19.0 19.0 61.9 0.0 0.0 99.9

非生活困難世帯 328 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

776 1.4 1.5 4.5 91.9 0.6 7.4

35 22.9 8.6 37.1 31.4 0.0 68.6

736 0.4 1.2 3.0 95.1 0.3 4.6

776 1.4 1.5 4.5 91.9 0.6 7.4

9 22.2 0.0 11.1 66.7 0.0 33.3

111 0.0 2.7 7.2 90.1 0.0 9.9

351 0.9 0.6 4.3 93.2 1.1 5.8

231 1.7 2.2 3.0 93.1 0.0 6.9

35 5.7 2.9 5.7 85.7 0.0 14.3

15 0.0 6.7 0.0 93.3 0.0 6.7

初

め

て

子

ど

も

を

も
っ

た

保

護

者

の

年

齢

別

全体

～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～

学

年

・

母

子

父

子

世

帯

別

医

療

費

の

支

払

い

困

難

別

全体

医療費の支払い困難世帯

（問D4-1で3を選択）

上記以外の世帯

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生

〔３〕必要なものが買えなかったこと 

問Ｄ３ あなたは、過去１年間に、お金がなくて家族が必要とする食べ物や衣服

が買えないことがありましたか。（１つに○） 

 
全体 

 

 

 

 

 

 

母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別／医療費の支払い困難別／初めて子どもをもった

保護者の年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

1.4 

1.5 

4.2 

4.5 

5.7 

91.9 

87.9 

0.6 

0.8 

よくあった

ときどきあった

まれにあった

なかった 無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100

1.1 

5.9 

2.2 

15.3 

12.0 

10.2 

83.7 

67.8 

1.1 

0.8 

よくあった

ときどきあった

まれにあった

なかった 無回答

今回調査（H30）
(N=92)

前回調査（H28）
(N=118)

(%)
0 20 40 60 80 100
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過去１年間で、必要とする食べ物や衣服が買えなかった経験の有無については、「な

かった」が 91.9%と最も多くなっています。母子世帯でも、「なかった」が 83.7%と

最も多くなっています。 

「よくあった」、「ときどきあった」「まれにあった」を合わせた『あった』（生活困

難世帯）は 7.4%となっています。母子世帯では、『あった』（生活困難世帯）は 15.3%

となっています。 
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〔４〕病院や診療所を受診したほうがいいのにしなかったこと 

問Ｄ４ 過去１年間に、子どもの病気やケガの治療のため、病院や診療所を受診

したほうがよいと思ったのに、受診しなかったことがありますか。（１つに

○） 

 
全体 

 

 

 

 

 

 

ひとり親家庭 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去１年間で、子どもが病院や診療所を受診したほうがよいのに、受診しなかった

経験の有無については、「ある」が 13.0%、「ない」が 86.3%となっています。 

ひとり親家庭では、「ある」が 9.4%、「ない」が 89.1%となっています。 

また、生活困難世帯では「ある」が 44.8%と全体を大幅に上回っています。 

13.0 

11.9 

86.3 

87.3 

0.6 

0.8 

ある ない 無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100

9.4 

14.1 

89.1 

85.3 

1.6 

0.6 

ある ない 無回答

今回調査（H30）
(N=128)

前回調査（H28）
(N=163)

(%)
0 20 40 60 80 100

（%）
N あ

る

な

い

無

回
答

全体 776 13.0 86.3 0.6
ひとり親家庭 128 9.4 89.1 1.6

うち、母子世帯 92 9.8 89.1 1.1
うち、父子世帯 36 8.3 88.9 2.8

全体 423 13.9 85.6 0.5

ひとり親家庭 70 5.7 94.3 0.0

うち、母子世帯 52 5.8 94.2 0.0

うち、父子世帯 18 5.6 94.4 0.0

全体 353 11.9 87.3 0.8

ひとり親家庭 58 13.8 82.8 3.4

うち、母子世帯 40 15.0 82.5 2.5

うち、父子世帯 18 11.1 83.3 5.6

776 13.0 86.3 0.6

生活困難世帯 58 44.8 55.2 0.0

非生活困難世帯 713 10.4 89.3 0.3

生活困難世帯 37 37.8 62.2 0.0
非生活困難世帯 385 11.7 87.8 0.5

生活困難世帯 21 57.1 42.9 0.0

非生活困難世帯 328 8.8 91.2 0.0

学

年
・

母

子
父

子

世
帯

別

全体

全体
学

年

・

剥
奪

指

標

別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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〔５〕病院や診療所を受診しなかった理由  

問D４で、「ある」を選んだ方のみ 

問Ｄ4-１ 病院や診療所を受診しなかった理由は何ですか。（あてはまる番号すべ

てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別（問 D４で、「ない」と答えた方を含めて集計）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院や診療所を受診したほうがよいと思ったのに、受診しなかったことが「ある」

とお答えの方に、その理由についてたずねたところ、「病院や診療所に連れて行く時間

がなかったため」が 62.4%と最も多く、次いで、「医療費を支払うことが難しかった

ため」が 34.7%となっています。 

医療費を支払うことが難しかったために病院や診療所を受診しなかった方は、調査

対象者全体の 4.5%となっています。母子家庭では、母子家庭全体の 5.4%となってい

ます。 

 

（%）
N 医

療

費
の

支
払

い

困

難

世

帯
（

問

D
4

-

1

で

3

を
選

択
）

左

記

以
外

の
世

帯

無

回

答

全体 776 4.5 94.8 0.6
ひとり親家庭 128 3.9 94.5 1.6

うち、母子世帯 92 5.4 93.5 1.1
うち、父子世帯 36 0.0 97.2 2.8

全体 423 4.5 95.0 0.5

ひとり親家庭 70 2.9 97.1 0.0

うち、母子世帯 52 3.8 96.2 0.0
うち、父子世帯 18 0.0 100.0 0.0

全体 353 4.5 94.6 0.8
ひとり親家庭 58 5.2 91.4 3.4

うち、母子世帯 40 7.5 90.0 2.5

うち、父子世帯 18 0.0 94.4 5.6

776 4.5 94.8 0.6
生活困難世帯 58 41.4 58.6 0.0

非生活困難世帯 713 1.5 98.2 0.3

生活困難世帯 37 37.8 62.2 0.0
非生活困難世帯 385 1.3 98.2 0.5

生活困難世帯 21 47.6 52.4 0.0

非生活困難世帯 328 1.8 98.2 0.0

学
年
・

母

子
父

子
世
帯

別

全体

全体
学

年

・

剥
奪

指

標

別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生

62.4 

4.0 

34.7 

17.8 

0.0 

0 20 40 60 80

病院や診療所に連れて行く時間がなかったため

病院や診療所までの距離が遠く、連れて行くこ
とが難しかったため

医療費を支払うことが難しかったため

その他

無回答

(MA%)
(N=101)
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（MA%）

N 給

食

費

な

ど

の

学

校

の

諸

経

費

辞

書

・

習

字

道

具

な

ど

の

教

材

購

入

費

学

校

の

部

活

動

に

か

か

る

費

用
（

遠

征

・

ユ

ニ

フ
ォ

ー

ム

な

ど
）

制

服

・

体

操

服

の

購

入

費 学

習

塾

や

習

い

事

に

か

か

る

費

用

ゲ
ー

ム

や

ス

ポ
ー

ツ

用

品

の

購

入

費

ス

マ
ー

ト

フ
ォ

ン

な

ど

の

通

信

料

金

バ

ス

や

電

車

の

料

金

医

療

費

そ

の

他

大

き

な

負

担

を

感

じ

る

も

の

は

な

い

無

回

答

776 11.0 12.8 17.8 31.2 64.7 15.9 15.9 3.6 31.6 1.8 13.9 1.2

生活困難世帯 58 36.2 41.4 37.9 56.9 58.6 37.9 29.3 10.3 55.2 8.6 5.2 0.0

非生活困難世帯 713 9.0 10.4 16.1 29.2 65.2 14.2 14.9 3.1 29.7 1.3 14.7 1.0

生活困難世帯 37 37.8 43.2 24.3 59.5 64.9 35.1 32.4 8.1 54.1 2.7 5.4 0.0

非生活困難世帯 385 9.1 11.7 12.2 27.8 65.5 16.9 8.6 2.1 34.8 1.3 15.6 1.0

生活困難世帯 21 33.3 38.1 61.9 52.4 47.6 42.9 23.8 14.3 57.1 19.0 4.8 0.0

非生活困難世帯 328 8.8 8.8 20.7 30.8 64.9 11.0 22.3 4.3 23.8 1.2 13.7 0.9

776 11.0 12.8 17.8 31.2 64.7 15.9 15.9 3.6 31.6 1.8 13.9 1.2

35 31.4 37.1 42.9 54.3 54.3 37.1 40.0 14.3 77.1 11.4 0.0 0.0

736 10.1 11.7 16.7 30.2 65.1 14.8 14.8 3.1 29.5 1.4 14.7 1.1

医

療

費

の

支

払

い

困

難

別

全体

医療費の支払い困難世帯

（問D4-1で3を選択）

上記以外の世帯

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

小学５年生

中学２年生

〔６〕経済的に負担が大きいと感じるもの 

問Ｄ５ お子さんにかかる費用のうち、経済的に負担が大きいと感じるものは何

ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

 

全体 母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・剥奪指標別／医療費の支払い困難別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的に負担が大きいと感じるものについては、「学習塾や習い事にかかる費用」が

64.7%と最も多く、次いで、「医療費」が 31.6%となっています。 

母子世帯では、「学習塾や習い事にかかる費用」が 66.3%と最も多く、次いで、「制

服・体操服の購入費」が 42.4%となっています。 

11.0 

12.8 

17.8 

31.2 

64.7 

15.9 

15.9 

3.6 

31.6 

1.8 

13.9 

1.2 

11.9 

13.1 

16.0 

30.8 

65.5 

12.7 

12.6 

2.7 

25.6 

1.3 

13.6 

1.2 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

給食費などの学校の諸経費

辞書・習字道具などの教材購入費

学校の部活動にかかる費用
（遠征・ユニフォームなど）

制服・体操服の購入費

学習塾や習い事にかかる費用

ゲームやスポーツ用品の購入費

スマートフォンなどの通信料金

バスや電車の料金

医療費

その他

大きな負担を感じるものはない

無回答

(MA%)
10.9 

18.5 

21.7 

42.4 

66.3 

19.6 

18.5 

8.7 

20.7 

1.1 

7.6 

1.1 

16.1 

25.4 

22.9 

49.2 

62.7 

14.4 

22.0 

4.2 

18.6 

1.7 

5.1 

5.1 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(MA%)
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（%） （%）
N 大

変
苦
し

い

や

や
苦
し

い

ふ

つ
う

や

や
ゆ
と

り

が

あ
る

大

変
ゆ
と

り

が

あ
る

無

回
答

「

苦
し
い
」

の

合
計

全体 776 4.4 27.3 56.8 8.5 1.8 1.2 31.7
ひとり親家庭 128 6.3 32.8 49.2 7.0 1.6 3.1 39.1

うち、母子世帯 92 8.7 35.9 45.7 4.3 2.2 3.3 44.6
うち、父子世帯 36 0.0 25.0 58.3 13.9 0.0 2.8 25.0

全体 423 4.5 26.0 57.2 9.7 1.9 0.7 30.5

ひとり親家庭 70 7.1 32.9 47.1 8.6 1.4 2.9 40.0
うち、母子世帯 52 9.6 34.6 46.2 5.8 1.9 1.9 44.2
うち、父子世帯 18 0.0 27.8 50.0 16.7 0.0 5.6 27.8

全体 353 4.2 28.9 56.4 7.1 1.7 1.7 33.1
ひとり親家庭 58 5.2 32.8 51.7 5.2 1.7 3.4 38.0

うち、母子世帯 40 7.5 37.5 45.0 2.5 2.5 5.0 45.0

うち、父子世帯 18 0.0 22.2 66.7 11.1 0.0 0.0 22.2
776 4.4 27.3 56.8 8.5 1.8 1.2 31.7

生活困難世帯 58 32.8 56.9 10.3 0.0 0.0 0.0 89.7

非生活困難世帯 713 2.1 24.8 60.9 9.3 2.0 1.0 26.9
生活困難世帯 37 32.4 56.8 10.8 0.0 0.0 0.0 89.2

非生活困難世帯 385 1.8 22.9 61.8 10.6 2.1 0.8 24.7
生活困難世帯 21 33.3 57.1 9.5 0.0 0.0 0.0 90.4

非生活困難世帯 328 2.4 27.1 59.8 7.6 1.8 1.2 29.5

776 4.4 27.3 56.8 8.5 1.8 1.2 31.7

35 40.0 42.9 17.1 0.0 0.0 0.0 82.9

736 2.7 26.5 58.8 9.0 1.9 1.1 29.2

学
年
・

母
子
父

子
世
帯

別

医
療
費

の

支
払
い

困

難
別

全体

医療費の支払い困難世帯
（問D4-1で3を選択）

上記以外の世帯

全体

全体
学

年
・

剥
奪

指
標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生

〔７〕暮らしの状況 

問Ｄ６ 現在の暮らしの状況を、どう感じていますか。（１つに○） 

 

全体 

 

 

 

 

 

 

母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別／医療費の支払い困難別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の暮らしの状況については、「ふつう」が 56.8%と最も多くなっています。ま

た、「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせた『苦しい』が 31.7%となっています。 

母子世帯でも、「ふつう」が 45.7%と最も多くなっています。また、「大変苦しい」

と「やや苦しい」を合わせた『苦しい』が 44.6%となっています。 

 

4.4 

8.2 

27.3 

29.8 

56.8 

54.0 

8.5 

6.0 

1.8 

1.1 

1.2 

0.9 

大変苦しい やや苦しい ふつう

ややゆとりがある

大変ゆとりがある

無回答

今回調査（H30）
(N=776)

前回調査（H28）
(N=1,202)

(%)
0 20 40 60 80 100

8.7 

24.6 

35.9 

42.4 

45.7 

28.0 

4.3 

3.4 

2.2 

0.0 

3.3 

1.7 

大変苦しい やや苦しい ふつう

ややゆとりがある

大変ゆとりがある

無回答

今回調査（H30）
(N=92)

前回調査（H28）
(N=118)

(%)
0 20 40 60 80 100
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Ｅ 市の取り組み  

〔１〕受けたことのある手当や援助 

問Ｅ１ あなたは、過去１年間に、次の手当てや援助などを受けたことがありま

すか。（(１)～(７)それぞれについて、１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

（１）児童手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.3 

9.8 

7.6 

1.4 

0.3 

1.4 

0.3 

2.1 

1.3 

1.0 

0.4 

0.1 

0.1 

0.0 

12.8 

73.1 

75.1 

81.4 

82.5 

81.4 

82.6 

2.3 

0.9 

0.6 

0.4 

0.3 

0.5 

0.6 

2.6 

14.9 

15.6 

16.4 

16.9 

16.5 

16.5 

受けている 受けたことがある

受けたことがない わからない

無回答

（１）児童手当

（２）就学援助

（３）児童扶養手当

（４）障害や難病の手当

（５）生活保護

（６）公的年金（遺族年金・障害年金）

（７）公的年金（老齢年金）

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=776)

（%）
N 受

け
て
い

る

受

け
た
こ

と

が

あ
る

受

け
た
こ

と

が

な
い

わ

か
ら
な

い

無

回
答

全体 776 80.3 2.1 12.8 2.3 2.6
ひとり親家庭 128 81.3 3.1 11.7 0.8 3.1
うち、母子世帯 92 87.0 3.3 6.5 0.0 3.3

うち、父子世帯 36 66.7 2.8 25.0 2.8 2.8
全体 423 82.3 2.1 10.9 2.6 2.1

ひとり親家庭 70 81.4 4.3 11.4 0.0 2.9

うち、母子世帯 52 88.5 5.8 3.8 0.0 1.9
うち、父子世帯 18 61.1 0.0 33.3 0.0 5.6

全体 353 77.9 2.0 15.0 2.0 3.1

ひとり親家庭 58 81.0 1.7 12.1 1.7 3.4
うち、母子世帯 40 85.0 0.0 10.0 0.0 5.0
うち、父子世帯 18 72.2 5.6 16.7 5.6 0.0

776 80.3 2.1 12.8 2.3 2.6
生活困難世帯 58 77.6 3.4 15.5 1.7 1.7

非生活困難世帯 713 80.6 1.8 12.6 2.4 2.5
生活困難世帯 37 81.1 5.4 13.5 0.0 0.0
非生活困難世帯 385 82.3 1.8 10.6 2.9 2.3

生活困難世帯 21 71.4 0.0 19.0 4.8 4.8
非生活困難世帯 328 78.7 1.8 14.9 1.8 2.7

学

年
・
母

子
父
子

世
帯

別

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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（２）就学援助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童扶養手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（%）
N 受

け
て
い

る

受

け
た
こ

と

が

あ
る

受

け
た
こ

と

が

な
い

わ

か
ら
な

い

無

回
答

全体 776 9.8 1.3 73.1 0.9 14.9
ひとり親家庭 128 40.6 0.8 49.2 0.0 9.4
うち、母子世帯 92 54.3 1.1 35.9 0.0 8.7

うち、父子世帯 36 5.6 0.0 83.3 0.0 11.1
全体 423 10.4 1.4 72.8 0.9 14.4

ひとり親家庭 70 44.3 1.4 45.7 0.0 8.6

うち、母子世帯 52 55.8 1.9 32.7 0.0 9.6
うち、父子世帯 18 11.1 0.0 83.3 0.0 5.6

全体 353 9.1 1.1 73.4 0.8 15.6

ひとり親家庭 58 36.2 0.0 53.4 0.0 10.3
うち、母子世帯 40 52.5 0.0 40.0 0.0 7.5
うち、父子世帯 18 0.0 0.0 83.3 0.0 16.7

776 9.8 1.3 73.1 0.9 14.9
生活困難世帯 58 27.6 5.2 51.7 0.0 15.5

非生活困難世帯 713 8.3 1.0 75.0 1.0 14.7
生活困難世帯 37 27.0 5.4 56.8 0.0 10.8
非生活困難世帯 385 8.8 1.0 74.3 1.0 14.8

生活困難世帯 21 28.6 4.8 42.9 0.0 23.8
非生活困難世帯 328 7.6 0.9 75.9 0.9 14.6

学

年
・
母

子
父
子

世
帯

別

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生

（%）
N 受

け
て
い

る

受

け
た
こ

と

が

あ
る

受

け
た
こ

と

が

な
い

わ

か
ら
な

い

無

回
答

全体 776 7.6 1.0 75.1 0.6 15.6
ひとり親家庭 128 36.7 1.6 52.3 0.0 9.4
うち、母子世帯 92 46.7 2.2 41.3 0.0 9.8

うち、父子世帯 36 11.1 0.0 80.6 0.0 8.3
全体 423 7.6 1.4 75.4 0.7 14.9

ひとり親家庭 70 37.1 1.4 51.4 0.0 10.0

うち、母子世帯 52 46.2 1.9 40.4 0.0 11.5
うち、父子世帯 18 11.1 0.0 83.3 0.0 5.6

全体 353 7.6 0.6 74.8 0.6 16.4

ひとり親家庭 58 36.2 1.7 53.4 0.0 8.6
うち、母子世帯 40 47.5 2.5 42.5 0.0 7.5
うち、父子世帯 18 11.1 0.0 77.8 0.0 11.1

776 7.6 1.0 75.1 0.6 15.6
生活困難世帯 58 17.2 0.0 67.2 0.0 15.5

非生活困難世帯 713 6.7 1.1 76.0 0.7 15.4
生活困難世帯 37 13.5 0.0 75.7 0.0 10.8
非生活困難世帯 385 7.0 1.6 75.3 0.8 15.3

生活困難世帯 21 23.8 0.0 52.4 0.0 23.8
非生活困難世帯 328 6.4 0.6 76.8 0.6 15.5

学

年
・
母

子
父
子

世
帯

別

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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（４）障害や難病の手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）生活保護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（%）
N 受

け
て
い

る

受

け
た
こ

と

が

あ
る

受

け
た
こ

と

が

な
い

わ

か
ら
な

い

無

回
答

全体 776 1.4 0.4 81.4 0.4 16.4
ひとり親家庭 128 3.1 1.6 78.9 0.0 16.4
うち、母子世帯 92 2.2 2.2 77.2 0.0 18.5

うち、父子世帯 36 5.6 0.0 83.3 0.0 11.1
全体 423 1.7 0.5 81.8 0.2 15.8

ひとり親家庭 70 4.3 1.4 75.7 0.0 18.6

うち、母子世帯 52 1.9 1.9 73.1 0.0 23.1
うち、父子世帯 18 11.1 0.0 83.3 0.0 5.6

全体 353 1.1 0.3 81.0 0.6 17.0

ひとり親家庭 58 1.7 1.7 82.8 0.0 13.8
うち、母子世帯 40 2.5 2.5 82.5 0.0 12.5
うち、父子世帯 18 0.0 0.0 83.3 0.0 16.7

776 1.4 0.4 81.4 0.4 16.4
生活困難世帯 58 6.9 0.0 75.9 0.0 17.2

非生活困難世帯 713 1.0 0.4 82.2 0.4 16.0
生活困難世帯 37 8.1 0.0 78.4 0.0 13.5
非生活困難世帯 385 1.0 0.5 82.1 0.3 16.1

生活困難世帯 21 4.8 0.0 71.4 0.0 23.8
非生活困難世帯 328 0.9 0.3 82.3 0.6 15.9

学

年
・
母

子
父
子

世
帯

別

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生

（%）
N 受

け
て
い

る

受

け
た
こ

と

が

あ
る

受

け
た
こ

と

が

な
い

わ

か
ら
な

い

無

回
答

全体 776 0.3 0.1 82.5 0.3 16.9
ひとり親家庭 128 1.6 0.0 80.5 0.0 18.0
うち、母子世帯 92 2.2 0.0 78.3 0.0 19.6

うち、父子世帯 36 0.0 0.0 86.1 0.0 13.9
全体 423 0.2 0.2 82.7 0.2 16.5

ひとり親家庭 70 1.4 0.0 77.1 0.0 21.4

うち、母子世帯 52 1.9 0.0 73.1 0.0 25.0
うち、父子世帯 18 0.0 0.0 88.9 0.0 11.1

全体 353 0.3 0.0 82.2 0.3 17.3

ひとり親家庭 58 1.7 0.0 84.5 0.0 13.8
うち、母子世帯 40 2.5 0.0 85.0 0.0 12.5
うち、父子世帯 18 0.0 0.0 83.3 0.0 16.7

776 0.3 0.1 82.5 0.3 16.9
生活困難世帯 58 0.0 1.7 75.9 0.0 22.4

非生活困難世帯 713 0.3 0.0 83.3 0.3 16.1
生活困難世帯 37 0.0 2.7 78.4 0.0 18.9
非生活困難世帯 385 0.3 0.0 83.1 0.3 16.4

生活困難世帯 21 0.0 0.0 71.4 0.0 28.6
非生活困難世帯 328 0.3 0.0 83.5 0.3 15.9

学

年
・
母

子
父
子

世
帯

別

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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（６）公的年金（遺族年金・障害年金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）公的年金（老齢年金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けたことのある手当や援助については、「受けている」は、児童手当が 80.3%、

就学援助が 9.8%、児童扶養手当が 7.6%、障害や難病の手当が 1.4%、生活保護が

0.3%、公的年金（遺族年金・障害年金）が 1.4%、公的年金（老齢年金）が 0.3%と

なっています。 

母子世帯では、「受けている」は、児童手当が 87.0%、就学援助が 54.3%、児童扶

養手当が 46.7%、障害や難病の手当が 2.2%、生活保護が 2.2%、公的年金（遺族年

金・障害年金）が 6.5%、公的年金（老齢年金）が 0.0%となっています。 

（%）
N 受

け
て
い

る

受

け
た
こ

と

が

あ
る

受

け
た
こ

と

が

な
い

わ

か
ら
な

い

無

回
答

全体 776 1.4 0.1 81.4 0.5 16.5
ひとり親家庭 128 5.5 0.0 77.3 0.8 16.4
うち、母子世帯 92 6.5 0.0 73.9 1.1 18.5

うち、父子世帯 36 2.8 0.0 86.1 0.0 11.1
全体 423 0.9 0.2 82.0 0.5 16.3

ひとり親家庭 70 4.3 0.0 74.3 1.4 20.0

うち、母子世帯 52 3.8 0.0 69.2 1.9 25.0
うち、父子世帯 18 5.6 0.0 88.9 0.0 5.6

全体 353 2.0 0.0 80.7 0.6 16.7

ひとり親家庭 58 6.9 0.0 81.0 0.0 12.1
うち、母子世帯 40 10.0 0.0 80.0 0.0 10.0
うち、父子世帯 18 0.0 0.0 83.3 0.0 16.7

776 1.4 0.1 81.4 0.5 16.5
生活困難世帯 58 3.4 0.0 77.6 0.0 19.0

非生活困難世帯 713 1.3 0.1 82.0 0.6 16.0
生活困難世帯 37 2.7 0.0 81.1 0.0 16.2
非生活困難世帯 385 0.8 0.3 82.1 0.5 16.4

生活困難世帯 21 4.8 0.0 71.4 0.0 23.8
非生活困難世帯 328 1.8 0.0 82.0 0.6 15.5

学

年
・
母

子
父
子

世
帯

別

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生

（%）
N 受

け
て
い

る

受

け
た
こ

と

が

あ
る

受

け
た
こ

と

が

な
い

わ

か
ら
な

い

無

回
答

全体 776 0.3 0.0 82.6 0.6 16.5
ひとり親家庭 128 0.0 0.0 81.3 0.8 18.0
うち、母子世帯 92 0.0 0.0 79.3 1.1 19.6

うち、父子世帯 36 0.0 0.0 86.1 0.0 13.9
全体 423 0.0 0.0 82.7 0.7 16.5

ひとり親家庭 70 0.0 0.0 77.1 1.4 21.4

うち、母子世帯 52 0.0 0.0 73.1 1.9 25.0
うち、父子世帯 18 0.0 0.0 88.9 0.0 11.1

全体 353 0.6 0.0 82.4 0.6 16.4

ひとり親家庭 58 0.0 0.0 86.2 0.0 13.8
うち、母子世帯 40 0.0 0.0 87.5 0.0 12.5
うち、父子世帯 18 0.0 0.0 83.3 0.0 16.7

776 0.3 0.0 82.6 0.6 16.5
生活困難世帯 58 1.7 0.0 79.3 0.0 19.0

非生活困難世帯 713 0.0 0.0 83.2 0.7 16.1
生活困難世帯 37 0.0 0.0 81.1 0.0 18.9
非生活困難世帯 385 0.0 0.0 82.9 0.8 16.4

生活困難世帯 21 4.8 0.0 76.2 0.0 19.0
非生活困難世帯 328 0.0 0.0 83.5 0.6 15.9

学

年
・
母

子
父
子

世
帯

別

全体

全体
学
年

・

剥
奪
指

標
別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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〔２〕利用したいと思う支援 

問Ｅ２ お子さんにとって、現在または将来的に、次のような支援があった場合、

利用したいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

 
全体 母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.1 

44.2 

21.4 

29.1 

44.1 

27.7 

14.7 

3.6 

11.7 

3.6 

0.8 

31.9 

52.6 

25.3 

28.4 

46.1 

26.0 

16.2 

1.9 

7.9 

3.4 

2.5 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

保護者が家にいないときに子どもが安心
してすごす場所やサービス

生活や就学のための経済的な補助・援助

進路や生活などについてなんでも相談で
きるところ

仲間と出会い、一緒に自然体験や集団遊
びなどいろいろな活動ができるところ

夏休み・冬休み・春休み期間中に子ども
たちが自習できる場所

地域において職場体験ができるところ

子どものみで無料もしくは低料金で食事
ができる場所の提供

その他

特にない

よくわからない

無回答

(MA%)
37.0 

75.0 

32.6 

26.1 

52.2 

25.0 

26.1 

3.3 

3.3 

2.2 

0.0 

34.7 

74.6 

25.4 

16.9 

45.8 

19.5 

22.9 

0.8 

2.5 

3.4 

1.7 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(MA%)

（MA%）

N 保

護

者

が

家

に

い

な

い

と

き

に

子

ど

も

が

安

心

し

て

す

ご

す

場

所

や

サ
ー

ビ

ス

生

活

や

就

学

の

た

め

の

経

済

的

な

補

助

・

援

助

進

路

や

生

活

な

ど

に

つ

い

て

な

ん

で

も

相

談

で

き

る

と

こ

ろ

仲

間

と

出

会

い
、

一

緒

に

自

然

体

験

や

集

団

遊

び

な

ど

い

ろ

い

ろ

な

活

動

が

で

き

る

と

こ

ろ

夏

休

み

・

冬

休

み

・

春

休

み

期

間

中

に

子

ど

も

た

ち

が

自

習

で

き

る

場

所

地

域

に

お

い

て

職

場

体

験

が

で

き

る

と

こ

ろ

子

ど

も

の

み

で

無

料

も

し

く

は

低

料

金

で

食

事

が

で

き

る

場

所

の

提

供

そ

の

他

特

に

な

い

よ

く

わ

か

ら

な

い

無

回

答

全体 776 32.1 44.2 21.4 29.1 44.1 27.7 14.7 3.6 11.7 3.6 0.8

ひとり親家庭 128 35.2 57.8 30.5 25.8 49.2 25.0 20.3 3.1 7.0 1.6 0.0

うち、母子世帯 92 37.0 75.0 32.6 26.1 52.2 25.0 26.1 3.3 3.3 2.2 0.0

うち、父子世帯 36 30.6 13.9 25.0 25.0 41.7 25.0 5.6 2.8 16.7 0.0 0.0

全体 423 43.7 44.2 23.4 37.4 52.5 29.6 15.1 3.8 8.3 3.5 0.2

ひとり親家庭 70 51.4 61.4 37.1 32.9 58.6 30.0 20.0 1.4 4.3 1.4 0.0

うち、母子世帯 52 53.8 76.9 38.5 30.8 63.5 30.8 25.0 1.9 3.8 1.9 0.0

うち、父子世帯 18 44.4 16.7 33.3 38.9 44.4 27.8 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0

全体 353 18.1 44.2 19.0 19.3 34.0 25.5 14.2 3.4 15.9 3.7 1.4

ひとり親家庭 58 15.5 53.4 22.4 17.2 37.9 19.0 20.7 5.2 10.3 1.7 0.0

うち、母子世帯 40 15.0 72.5 25.0 20.0 37.5 17.5 27.5 5.0 2.5 2.5 0.0

うち、父子世帯 18 16.7 11.1 16.7 11.1 38.9 22.2 5.6 5.6 27.8 0.0 0.0

776 32.1 44.2 21.4 29.1 44.1 27.7 14.7 3.6 11.7 3.6 0.8

生活困難世帯 58 39.7 74.1 22.4 24.1 48.3 29.3 24.1 15.5 1.7 0.0 0.0

非生活困難世帯 713 31.4 41.7 21.5 29.7 43.9 27.8 14.0 2.7 12.6 3.8 0.8

生活困難世帯 37 51.4 70.3 21.6 32.4 62.2 21.6 29.7 13.5 2.7 0.0 0.0

非生活困難世帯 385 42.9 41.6 23.6 37.9 51.7 30.4 13.8 2.9 8.8 3.9 0.3

生活困難世帯 21 19.0 81.0 23.8 9.5 23.8 42.9 14.3 19.0 0.0 0.0 0.0

非生活困難世帯 328 18.0 41.8 18.9 20.1 34.8 24.7 14.3 2.4 17.1 3.7 1.5

学

年

・

母

子

父

子

世

帯

別

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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将来的に利用したいと思う支援については、「生活や就学のための経済的な補助・援

助」が 44.2%と最も多く、次いで、「夏休み・冬休み・春休み期間中に子どもたちが

自習できる場所」が 44.1%となっています。 

母子世帯でも、「生活や就学のための経済的な補助・援助」が 75.0%と最も多く、

次いで、「夏休み・冬休み・春休み期間中に子どもたちが自習できる場所」が 52.2%

となっています。 

また、生活困難世帯では「生活や就学のための経済的な補助・援助」が 74.1%と高い

割合となっており、中学２年生のいる生活困難世帯においてはさらに高く 81.0%となっ

ています。  

 

 

〔３〕必要としている支援 

問Ｅ ３ あな たが 現 在必 要と して いる こ と、 重要 だと 思う 支 援な どは 何で すか。

（あてはまる番号すべてに○） 

 
全体 母子世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.0 

17.4 

3.3 

27.2 

42.4 

13.0 

19.6 

50.0 

6.5 

3.3 

9.8 

2.2 

9.3 

10.2 

0.8 

33.9 

32.2 

21.2 

33.1 

57.6 

4.2 

4.2 

5.1 

5.1 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=92)

前回調査（H28）

(N=118)

(MA%)
8.4 

9.8 

1.5 

7.7 

24.2 

7.9 

13.9 

46.5 

6.8 

7.6 

18.8 

3.0 

10.2 

12.2 

1.7 

10.2 

25.2 

9.8 

17.6 

46.6 

4.7 

15.0 

6.7 

5.3 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=776)

前回調査（H28）

(N=1,202)

子どものことや生活のことなど悩みごとを
相談できる市役所などの窓口

同じような悩みを持った人同士で知り合
い、話し合えるところ

地域の人に話を聞いてもらえるところ

住宅を探したり家賃を軽減したりするため
の支援が受けられること

バスや電車などの公共交通機関の充実や費
用の負担軽減

一時的に必要な資金を借りられること

就職・転職のための支援が受けられること

子育てと仕事を両立できる環境づくり

その他

わからない

特にない

無回答

(MA%)
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【学年・母子父子世帯別／学年・剥奪指標別／医療費の支払い困難別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在必要としていること、重要だと思う支援については、「子育てと仕事を両立でき

る環境づくり」が 46.5%と最も多く、次いで、「バスや電車などの公共交通機関の充

実や費用の負担軽減」が 24.2%となっています。 

母子世帯でも、「子育てと仕事を両立できる環境づくり」が 50.0%と最も多く、次

いで、「バスや電車などの公共交通機関の充実や費用の負担軽減」が 42.4%となって

います。 

（MA%）

N 子

ど

も

の

こ

と

や

生

活

の

こ

と

な

ど

悩

み

ご

と

を

相

談

で

き

る

市

役

所

な

ど

の

窓

口

同

じ

よ

う

な

悩

み

を

持
っ

た

人

同

士

で

知

り

合

い
、

話

し

合

え

る

と

こ

ろ

地

域

の

人

に

話

を

聞

い

て

も

ら

え

る

と

こ

ろ

住

宅

を

探

し

た

り

家

賃

を

軽

減

し

た

り

す

る

た

め

の

支

援

が

受

け

ら

れ

る

こ

と

バ

ス

や

電

車

な

ど

の

公

共

交

通

機

関

の

充

実

や

費

用

の

負

担

軽

減

一

時

的

に

必

要

な

資

金

を

借

り

ら

れ

る

こ

と

就

職

・

転

職

の

た

め

の

支

援

が

受

け

ら

れ

る

こ

と

子

育

て

と

仕

事

を

両

立

で

き

る

環

境

づ

く

り

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

特

に

な

い

無

回

答

全体 776 8.4 9.8 1.5 7.7 24.2 7.9 13.9 46.5 6.8 7.6 18.8 3.0

ひとり親家庭 128 10.2 14.1 3.1 20.3 34.4 10.2 18.0 47.7 7.0 3.1 16.4 1.6

うち、母子世帯 92 13.0 17.4 3.3 27.2 42.4 13.0 19.6 50.0 6.5 3.3 9.8 2.2

うち、父子世帯 36 2.8 5.6 2.8 2.8 13.9 2.8 13.9 41.7 8.3 2.8 33.3 0.0

全体 423 8.7 9.7 1.7 8.5 21.7 6.9 14.2 52.0 7.1 8.5 18.4 2.4

ひとり親家庭 70 14.3 12.9 4.3 21.4 34.3 11.4 21.4 51.4 4.3 5.7 15.7 1.4

うち、母子世帯 52 17.3 15.4 5.8 28.8 44.2 15.4 23.1 51.9 3.8 5.8 9.6 1.9

うち、父子世帯 18 5.6 5.6 0.0 0.0 5.6 0.0 16.7 50.0 5.6 5.6 33.3 0.0

全体 353 7.9 9.9 1.4 6.8 27.2 9.1 13.6 39.9 6.5 6.5 19.3 3.7

ひとり親家庭 58 5.2 15.5 1.7 19.0 34.5 8.6 13.8 43.1 10.3 0.0 17.2 1.7

うち、母子世帯 40 7.5 20.0 0.0 25.0 40.0 10.0 15.0 47.5 10.0 0.0 10.0 2.5

うち、父子世帯 18 0.0 5.6 5.6 5.6 22.2 5.6 11.1 33.3 11.1 0.0 33.3 0.0

776 8.4 9.8 1.5 7.7 24.2 7.9 13.9 46.5 6.8 7.6 18.8 3.0

生活困難世帯 58 8.6 8.6 3.4 25.9 31.0 24.1 25.9 55.2 19.0 6.9 5.2 1.7

非生活困難世帯 713 8.4 10.0 1.4 6.2 23.8 6.6 13.0 46.1 5.8 7.3 20.1 3.1

生活困難世帯 37 8.1 8.1 2.7 32.4 21.6 21.6 27.0 59.5 16.2 8.1 5.4 2.7

非生活困難世帯 385 8.8 9.9 1.6 6.2 21.8 5.5 13.0 51.4 6.2 8.3 19.7 2.3

生活困難世帯 21 9.5 9.5 4.8 14.3 47.6 28.6 23.8 47.6 23.8 4.8 4.8 0.0

非生活困難世帯 328 7.9 10.1 1.2 6.1 26.2 7.9 13.1 39.9 5.2 6.1 20.4 4.0

776 8.4 9.8 1.5 7.7 24.2 7.9 13.9 46.5 6.8 7.6 18.8 3.0

35 11.4 11.4 5.7 20.0 25.7 28.6 22.9 42.9 17.1 2.9 11.4 8.6

736 8.3 9.8 1.4 6.9 24.2 6.9 13.6 46.9 6.3 7.7 19.3 2.7

学

年

・

母

子

父

子

世

帯

別

医

療

費

の

支

払

い

困

難

別

全体

医療費の支払い困難世帯

（問D4-1で3を選択）

上記以外の世帯

全体

全体
学

年

・

剥

奪

指

標

別

全体

小学５年生

中学２年生

小学５年生

中学２年生
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〔４〕自由意見 

問Ｅ４ 日々の生活や子育てのなかで、彦根市に対してのご意見をご自由にお書

きください。 

 

医療費の負担軽減について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕14 件  

・ こ こ ５ 年ぐ ら い 毎 年 、 歯 医 者 に 行け な い 。 せ め て 子 ど も たち の 虫 歯 を 治 し て あ げ たい 。  

・医療 費 の 負 担 が 大 き く 、連れ て 行 き た く て も 行 け な い こ とが あ る（ 特 に 歯 医 者 や 眼科 な ど は 、後

回 し に な って し ま う ）。  

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕144 件  

・小 学 生 の 医 療 費が 高 い 。眼 科 や 歯 科 等 の診 療 が ぎ り ぎ り まで 考 え て し ま う 。気 が つ く と 視力 や 歯

の む し 歯 など が 進 ん で い る 。  

・ 子 ど も の医 療 費 を 中 学 校 卒 業 ま でに し て ほ し い 。  

経済的な負担について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕6 件  

・ 別 れ た 夫が 怖 く 、 養 育 費 を 受 け 取っ て い な い 人 の た め に 、制 度 で 強 制 的 に 徴 収 し てほ し い 。  

・生 活 に ゆ と り がで き る と 、子 ど も た ち にも っ と や り た い こと を さ せ て あ げ ら れ る が 、今 は習 い 事

も １ つ と 決め て い ま す 。 も う 少 し 助成 な ど の 充 実 が あ る と 大変 た す か り ま す 。  

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕9 件  

・ 高 校 生 まで は 児 童 手 当 が 有 っ た ら大 変 家 計 も 助 か る 。  

・ 子 育 て には と に か く お 金 が か か る。  

教材、制服等の負担について 

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕10 件  

・ 教 材 や 制服 、 体 操 服 、 修 学 旅 行 など の 学 校 生 活 に お け る 経費 を 少 し で も 軽 減 し て ほし い 。  

・ 卒 業 の とき に 使 わ な い 体 操 服 や 制服 も 学 校 で 集 め て 、 バ ザー な ど で 低 価 格 で 提 供 して ほ し い 。  

高校以降の教育費について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕1 件  

・ 今 後 進 学し て い く 際 、 経 済 的 不 安が あ る 。 公 教 育 の 負 担 は少 な く 、 援 助 が 受 け ら れる と よ い 。  

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕19 件  

・公立 高 校 の 学 費 の 無 料 化 や、学 習 塾 へ の 費 用 負 担 、大 学 進 学 の た め の 学 費 の 援 助 など 、小 さ い子

を 持 つ 世 帯よ り も 中 ・ 高 生 を 持 つ 世帯 へ の 生 活 支 援 （ 小 さ い時 よ り も か か る 費 用 が 大き い ）。  

・ 高 校 の 学費 を 見 直 し て ほ し い 。 学費 が 高 額 で 、 行 き た い 高校 を あ き ら め た り す る 家庭 も あ る 。  

ひとり親家庭への支援について 

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕7 件  

・ ひ と り 親家 庭 で １ 番 大 き い 出 費 が家 賃 。 少 し で も 援 助 し ても ら え た ら あ り が た い 。  

・母 子 家 庭 で 、高 校 以 降 の 進 学 に 不安 。ど れ だ け 頑 張 っ て も共 働 き の 家 庭 と は か け 離れ た 所 得 だ と

い う こ と を理 解 し て 政 策 を 考 え て いた だ き た い 。  

多子世帯への支援について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕4 件 、〔 非 生 活 困 難世 帯 〕1 件  

・ 手 当 に 所得 制 限 が あ り 、 子 ど も の人 数 で 手 当 て を 考 慮 し てほ し い と 思 い ま す 。  

・収 入 な ど の 線 引き で 、受 給 が で きな い 就 学 援 助 で す が 、家 庭 で 抱え て い る 子 ど も の人 数 も 考 慮 し

て ほ し い （400 万 で 子ど も １ 人 と ３人 ４ 人 で は 生 活 の 経 済 的負 担 が 違 う ）。  
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税金について 

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕8 件  

・ 税 金 が 高い 。 消 費 税 が 上 が る の で、 固 定 資 産 税 や 住 民 税 など 軽 減 し て い た だ け た ら幸 い で す 。  

・ 市 民 税 が高 く 、 生 活 を 圧 迫 し て いる 。  

学力の向上、学習支援について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕2 件  

・ 母 子 家 庭の 学 習 塾 や 習 い 事 に か かる 費 用 を 援 助 し て ほ し い。  

・学校 だ け で の 勉 強 で は 理 解 で き てい な い 。中 学 校 に よ っ て学 力 に 差 が あ る 。な の で 、塾 へ 行 かせ

て い る が 負担 が 大 き す ぎ る 。 そ れ でも 塾 へ 行 か せ な い と 子 ども の 将 来 が 心 配 で 仕 方 ない 。  

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕18 件  

・学 習 塾 へ 通 わ なく て も 、学 校 で わ か ら ない と こ ろ や 、点 数 の と れな か っ た 子 た ち を集 め て 学 習 会

を 開 催 し て、 学 力 向 上 さ せ て ほ し い。  

・学 習 塾 の 助 成（ ク ー ポ ン）が あ れ ば と て も あり が た い。中 学、高 校 生 の 塾 代（ 夏 期 講 習 な ど）は

高 い 。 少 しで も 公 的 な 補 助 が あ れ ばい い な と 思 い ま す 。  

・塾 に 行 くの に も 多 額 の お 金 が か かり 格 差 は は っ き り し て しま う こ と が 親 と し て と ても 心 苦 し い で

す （ 収 入 格差 と 勉 強 が で き る で き ない 格 差 ）。  

部活動やスポーツの充実について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕1 件  

・中学 の 部 活 動 に つ い て 、働き 方 改 革 の た め 、部 活 動 の 時 間が 少 な く な り 、レベ ル が 下 が っ て き て

ま す 。 外 部コ ー チ を 雇 う な ど 改 善 して い た だ き た い で す 。  

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕11 件  

・ 部 活 動 の遠 征 の バ ス 代 が 、 経 済 的に 負 担 が 大 き い 。  

・ 近 く の 体育 館 で 習 い 事 な ど し て ほし い 。 学 童 に も ス ポ ー ツの 先 生 な ど 、 習 い 事 を して ほ し い 。  

学校教育の充実について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕2 件  

・ 学 級 が かな り あ れ て い ま す 。 ク ラス の 中 で 静 か に 勉 強 で きな い 子 が い る た め 、 授 業に な ら な い 。 

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕22 件  

・ 先 生 一 人で 対 応 で き な い ク ラ ス には 、 す ぐ に 補 助 の 人 を つけ る な ど 、 早 い 対 応 を して ほ し い 。  

・授業 を 静 か に 受 け る 権 利 を う ば われ て い る 。学 校 も 努 力 をし て く れ て い る が、改 善 が 見 込 め な い。 

・い じ め 対 策 で 学校 の 先 生 は が ん ばっ て さ れ て い る が 、先 生 も 忙 しい の で 、先 生 の 余 裕 が ない よ う

に 思 え る 。子 ど も た ち を 守 る た め にも サ ポ ー ト し て ほ し い （業 務 の 外 注 化 な ど ）。  

放課後児童クラブ、放課後、休みの日の過ごし方について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕5 件  

・ 夏 休 み 、冬 休 み 、 春 休 み の 学 童 の受 け 入 れ 時 間 を 早 め て ほし い 。 現 在 の 8 時 か ら 、30 分、 15

分 で も よ いか ら 早 め て ほ し い 。  

・学 童 保 育 を 利 用し て い て 、月 ６ 千 円 ＋ おや つ 代 １ 千 円 で 毎月 ７ 千 円 。も っ た い な いと 言 わ れ る 家

庭 は １ 年 生で も 家 で 待 た せ て い て 何か あ っ た ら 怖 い 。 も う 少し 安 か っ た ら も っ と 利 用で き る 。  

・学 童 保 育 に行 か な く な る ５ 年 生 、６年 生 は 、放 課 後 の 過 ごし 方 や 、夏 休 み 、冬 休 み 、春 休み を ど

の よ う に 過ご す か 、 安 全 に 過 ご せ る場 所 、 環 境 を 整 え る 必 要が あ る 。  

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕39 件  

・ 学 童 保 育料 を も う 少 し 安 く し て ほし い 。 小 学 ５ 年 生 で も 、長 期 休 暇 の み 利 用 す る 人は ま だ い る 。

長 期 休 暇 の利 用 料 が 高 い 。  

・子 ど も が 学 習 で き る居 場 所 が 少 なく 思 い ま す。大 人 の 人 や老 人 の 方 と と も に 何 か を作 れ る 場 所 が

あ れ ば 人 との コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン もと れ や す い の で は な い かと 思 い ま す 。  
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図書館や自習室の充実について 

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕24 件  

・ 学 習 コ ーナ ー が 充 実 し た 図 書 館 がほ し い 。 家 、 塾 の 他 に 気軽 に 出 入 り で き る 勉 強 場所 が な い 。  

・ 図 書 館 まで が 遠 く 、 子 ど も だ け で気 軽 に 利 用 で き な い の が残 念 で す （ 放 課 後 と か に）。  

・ 長 期 休 み時 の 自 習 室 の 開 放 や 低 料金 で 勉 強 出 来 る 場 所 が ほし い 。 皆 が 塾 に 通 え る わけ で は な い 。 

給食について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕2 件  

・給 食 が お い し くな い と 子 ど も が よく 言 う 。親 と し て は 中 学で の 給 食 が 始 ま っ て 助 かり ま す が 、お

い し く な く食 べ て な い の で は 意 味 がな い と 思 い ま す 。  

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕15 件  

・ 給 食 費 の無 料 化 を お 願 い し た い です 。  

・ 高 校 も 給食 に し て ほ し い で す 。  

・中学 校 が 給 食 に な り、子 ど も に 意見 を き く と 、冷 め て い てお い し く な い 時 が あ る とき き ま す 。調

理 場 が 中 学校 に で き て 、 温 か い 食 事が で き れ ば と 思 い ま す 。  

相談支援について 

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕7 件  

・市 役 所 や 福 祉 セン タ ー で 相 談 し たこ と が あ り ま す が 、そ れ ま で が結 構 勇 気 が い る もの で す 。気 楽

に 一 歩 ふ みだ せ る よ う に し て ほ し い。  

・子 ど もが 小 さ く 子 育 て が 大 変 だ と感 じ て い る 人 が 、気 軽に 相 談 で き る LINE の 窓 口 が あ れ ば い い 。 

・地 域 や 近 所 で の悩 み 相 談 ご と な どで 、あ ま り 人 に 知 ら れ たく な い こ と 、相 談 で き る相 手 が い ま せ

ん 。 名 前 も顔 も 知 ら れ ず に 相 談 で きる 場 所 が ほ し い で す 。  

歩道、道路の整備について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕2 件 、〔 非 生 活 困 難世 帯 〕19 件  

・ 通 学 路 がき ち ん と し た 歩 道 で な いの で 危 険 。  

・通学 路 の 除 雪 に 毎 年 困 っ て い ま す。保 護 者 の 数 が 少 な く、地 域 は 高 齢 化 し て い る ため 、早 朝 から

長 距 離 を 除雪 し 、 腰 を 痛 め て い ま す。  

交通の便の悪さ 

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕6 件  

・ バ ス が ない の で 移 動 が 難 し い 。 バス で 移 動 を 簡 単 に し て いけ る よ う お 願 い し ま す 。  

子どもの安全について 

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕7 件  

・メー ル で 不 審 者 情 報 な ど 届 く が、対 策 さ れ て い る の か 分 かり ま せ ん 。共 働 き で 夕 方な ど 心 配 で す。

安 心 し て 子ど も が 住 め る 所 が 一 番 いい で す 。  

・ 通 学 路 が危 険 。 警 察 の 方 が そ の 時間 帯 だ け で も 立 っ て ほ しい 。  

情報提供について 

〔 生 活 困 難世 帯 〕1 件  

・ 何 を す るの も お 金 が 必 要 。 ど こ に相 談 す る の か も わ か ら ず、 ど う し た ら い い の か わか り ま せ ん 。 

〔 非 生 活 困難 世 帯 〕6 件  

・ 広 報 に 載っ て い な い こ と が あ り 困る 。 医 療 費 の こ と な ど 、知 ら な い こ と が 多 い 。  

その他 

〔 生 活 困 難世 帯 〕14 件 、〔 非 生 活 困難 世 帯 〕59 件  

・子ど も が ダ ウ ン 症 で、放 課 後 等 デイ サ ー ビ ス を 利 用 し よ うか と 思 っ た が 、手続 き が 面 倒 。窓 口に

利 用 申 請 した ら 、 サ ー ビ ス 利 用 で きる よ う 手 続 き を 簡 単 に して ほ し い 。  

・ 高 齢 者 の方 な ど 地 域 の 人 が 子 ど もを 見 守 る 活 動 を し て 下 さる と 子 育 て 世 代 は 助 か ると 思 う 。  
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Ⅱ-４．子どもの生活に関する資源量調査（団体対象） 

１ 機関・団体について  

日ごろの業務・活動の主な対象者 

 
 
 
 
 
 

業務・活動の主な対象者は、「就学前児童」、「小学生」がそれぞれ 36.4%と最も多

くなっています。 

 

 ２ 困難な家庭の状況  

困難や課題のある家庭（困難な家庭）における保護者・子どもの状況 

 

①困難な家庭の特徴や背景、生活の状況 

・現 役 で 仕 事 を して い る 親 の 中 に は 、職 場な ど の ス ト レ ス を抱 え 頑 張 っ て お り 、休 日 に な ると 体 が

動 か な く なる こ と が あ る 。  

・家 族 に 重 度 の 要介 護 者 が い る な ど 、親 自身 の 健 康 不 安 に 加え 、当 事 者 支 援 以 外 に も家 庭 内 に 支 援

の 必 要 な 人が い る 。  

・ 母 が 精 神的 に 病 気 を か か え て お り、 子 へ の 関 わ り 方 に 課 題が 生 じ て い る 。  

・ 経 済 的 に困 窮 し て い る 方 が 多 い 。  

・母 子 家 庭 が ゆ え 正 規社 員 に な れ ない 方 が 多 く 経 済 的 に 不 安定（ 病 児 保育 が 簡 単 に 利用 出 来 な い ）。 

・保 護 者 は Ｄ Ｖ によ る 影 響 か ら 、心 身 と もに 疲 れ 精 神 科 を 受診 し て い る 場 合 も あ る 。複 雑 な生 い 立

ち の 傷 を 抱え て い る 方 も 多 く、子 育 て に し ん どさ を 抱 え る 人が 多 い 。何ら か の 障 害 やし ん ど さ か

ら 部 屋 を 清潔 に 保 て な い 。 金 銭 管 理が 難 し い 、 依 存 対 象 が ない と 保 て な い と い う 人 がい る 。  

・ 親 自 身 が、 現 在 の 環 境 と 同 じ よ うな 環 境 で 育 っ て い る （ 児童 虐 待 含 む ）。  

・子ど も 、親 共 に 能 力の 高 さ に 疑 いが あ り 、キ ー パ ー ソ ン とな る も の が 世 帯 に い な い。環 境 を 改 善

し よ う と する 意 識 が 低 い 。  

・育児 、仕 事 の ス トレ ス か ら く る 精 神疾 患 が 多 い 。親 自 身 に も好 不 調 の 波 が あ り 支 援 にも 影 響 す る 。

ス ト レ ス を抱 え る 背 景 に は 、 親 の 孤立 が あ る 。  

・ 親 の 金 銭管 理 感 覚 が 乏 し く 負 債 が多 数 あ る 。  

・ 親 が 精 神的 に 病 気 と な り 、 仕 事 が出 来 ず 生 活 保 護 を 受 け てい る 。  

・ 近 く に 親族 が い て も 、 関 係 が 悪 いた め 不 適 切 な 子 育 て 環 境が 改 善 し に く い 。  

・福 祉 機 関 に 主 体 的 に 助 け を 求 め ない 、又 は、そ の 方 法 や 相談 す る 時 間 が な い。経 済 的 困 窮（ 自 家

用 車 所 有 等 、 様 々 な 理 由 で 生 保 手 前 の 状 況 で も 生 保 受 給 に 至 ら な い ）。 保 護 者 が 被 虐 待 歴 が あ り

連 鎖 、 そ れに 伴 い DV や 精 神 疾 患 等、 不 安 定 な 心 理 状 態 で 子ど も が 大 変 影 響 を 受 け てい る 。  

・ 住 居 が 安定 し な い 。 退 去 を 迫 ら れた り 、 貸 し て も ら え な い。  

36.4 36.4 9.1 

0.0 

9.1 9.1 0.0 

就学前児童 小学生 中学生
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大学生以上
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②子どもの生活や学習の様子 

・ 放 課 後 は学 童 保 育 で す ご す 子 が 多い 。 塾 に 通 う ゆ と り は ない 子 が 多 い 。  

・ き っ ち りと 清 潔 な 服 を 着 て い る 子が 多 い 中 、 何 日 も 洗 っ てい な い よ う な 服 を 着 て いる 子 も い る 。 

・目 標 を も っ て 取り 組 ん で い る 子 はい る も の の 、自 身 で 学 習計 画 が で き る 子 は 少 な く 、全 体的 に 学

力 は 低 い とい え る 。  

・学習 面 は 、家 庭 で の宿 題 等 の 見 直し 等 が ほ と ん ど な く、積 み 重 ね の 分 野 が 遅 れ が ちで あ る 。塾 は

金 銭 的 、 時間 に 余 裕 が な い た め 、 あま り い け て な い か 、 す ぐに や め て し ま う こ と が 多い 。  

・朝 食 を き ち ん と食 べ る 習 慣 が 家 庭の 中 に 定 着 し て い な い ケー ス が 非 常 に 多 い 。夕 食 は 、食 事 の 時

間 が 遅 い （ 親 の 就 労 で 帰 宅 が 遅 い 、 園 の 迎 え 等 で ）、 食 品 の 数 が 少 な い 、 量 が な い 、 栄 養 価 は 考

え て い な い、コ ン ビ ニ の 弁 当 で 済 ませ る な ど 、生 活 困 窮 と 食は 相 関 す る 。放 課 後、親 が 帰 っ てく

る ま で 習 い事 も い け な い の で ゲ ー ムに ど っ ぷ り つ か り、外 で 友 人 と 遊 ぶな ど も 少 な く、土 曜 や 長

期 休 暇 の 公民 館 活 動 と も つ な が ら ず家 に こ も り が ち 。  

・ 深 夜 ・ 明け 方 ま で 起 き て い る 子 ども が い る 。 原 因 は ゲ ー ムや イ ン タ ー ネ ッ ト 。  

③保護者の経済状況 

・ 借 金 の 返済 に 追 わ れ て い る 。  

・金 銭 管 理 は 苦 手な 保 護 者 が 多 い 。児 童 扶養 手 当 だ け で な く 、障 害年 金 や 養 育 費 を 受け て い る 人 も

い る 。  

・ 能 力 の 高さ に 疑 い の あ る 親 世 帯 につ い て は 、 金 銭 管 理 が 難し く 、 改 善 を 図 る こ と が難 し い 。  

・ 支 援 対 象者 が 生 活 保 護 受 給 世 帯 、生 活 困 窮 世 帯 で あ る 。  

・生 活 困 窮 世 帯 では 、収 入 が あ る 程度 あ る に も か か わ ら ず 、金 銭 管理 能 力 が 乏 し く 多額 の 負 債 を か

か え 困 窮 状態 に 陥 る 世 帯 が あ る 。  

・収 入 が 少 な く、貯 蓄 が 出 来 な い 世帯 が 多 く み ら れ る。こ の た め、子 の 進 学 に か か る費 用 も 、貸 付

を 利 用 す る世 帯 が み ら れ る 。  

・ 生 活 保 護を 受 け て い る 家 庭 が 多 い。 金 銭 管 理 の 優 先 度 が 、学 校 や ク ラ ブ の 費 用 に 関し て は 低 い 。 

・ 公 的 な 手当 て や 教 育 に 係 る 費 用 があ る に も か か わ ら ず 、 子ど も に 必 要 な 学 用 品 に 至っ て い な い 。

給 食 費 の 滞納 は 子 に は 見 え な い が、教 材 を 買 って も ら え な い、修 学 旅 行の 積 立 を し ぶら れ る な ど

よ く み う けら れ る 。収 入 が あ っ て も 、自 転車 操 業 の 様 に 多 重債 務 を か か え る た め 、源 泉 徴 収か ら

は か れ な い困 窮 家 庭 が 多 い 。 車 の 所持 の こ と で 生 保 に ふ み きれ な い 。  

④子どもと保護者の関わり 

・ 日 、 祭 日も 仕 事 に 出 ら れ る 時 に は子 だ け で 留 守 番 を し て いる 。  

・ 保 護 者 が、 子 ど も の 気 持 ち を 汲 みな が ら コ ミ ニ ュ ケ ー シ ョン を 取 る 事 を 苦 手 と す る場 合 が 多 い 。 

・無 関 心 か ら 過 干 渉 まで さ ま ざ ま。関 心 は あ るが ど の よ う にし た ら い い の か わ か ら ない 場 合 も あ る 。 

・ 仕 事 や 、親 の 特 性 な ど の 理 由 に より コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 不足 の 世 帯 が 多 い 。  

・保護 者 は 時 間 に 追 わ れ て い る せ いか 、会 話 の 時 間 や 内 容 が乏 し く 、言 葉 使 い も 短 く直 情 的 で あ る。

そ の た め 、ゆ っ た り と し た 甘 え ら れる コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン やス キ ン シ ッ プ を 学 校 や クラ ブ の 指 導

員 に 求 め る 。 親 子 関 係 は "お 母 さ ん は 疲 れ て い る か ら""大 変 だ か ら "と 遠 慮 し て 求 め ら れ る 子 ど も

を 演 じ て いる 場 合 が 多 い 。  

・自分 自 身 が 、暴 言、暴 力 で し つ けら れ た 影 響 で そ の ま ま 連鎖 し て い る 。関 わ る 時 間が な い だ け で

な く 、関 わ り 方 が不 適 切 な の で 子 には 悪 影 響 が 多 い 。夜 間 の 方 が 時給 が よ い の で 、ひ と り 親家 庭

は そ ち ら にシ フ ト し や す く 、 長 子 が末 子 を 世 話 し て い る ネ グレ ク ト は 多 い 。  

⑤子どもの性格面・意識面の状況 

・一 番 身 近 な 大 人の モ デ ル が 、Ｄ Ｖ 環 境 にあ っ た こ と か ら 、人 と の関 わ り 方 が 特 徴 的な 子 ど も が 多

く 、暴 言 及 び 暴 力が 出 て く る こ と が多 い 。感 情 の コ ン ト ロ ール や 、気 持 ち を 言 葉 で 表現 す る こ と

が 苦 手 。  
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・ 自 信 を 無く し て い る た め か 、 は っき り と 自 分 の 考 え を 相 手に 伝 え る こ と が 苦 手 で ある 。  

・自尊 心 が 低 い 、自 己肯 定 感 が 低 い、自 分 を 大 事 に で き な いと い う 子 が 多 い（親 か ら の 愛 情 不 足 や

過 干 渉 等 によ る 。 勉 強 に つ い て い けな い こ と も 原 因 。）。  

・家 庭 自 体 が 地 域か ら も 孤 立 し て いる こ と も 多 く 、友 達 関 係 を 築 くこ と が 苦 手 で あ る 。同 級生 と 関

係 を 結 ぶ のが 苦 手 で 距 離 を つ か む のが 下 手（ 一 般 常 識 、習 慣 、生 活 水 準 が 違 い す ぎ て話 が 合 わ な

い ）。  

・ほ と ん ど の 子 ど も は自 分 の 家 の 経済 状 況 は 把 握 し て い る ため 、親 に 負担 は か け な いよ う に し よ う

と し て い る 。しか し 、学 力 が 定 着 して い な い 子 が 多 い た め 、中 3 に なっ て 進 路 を 決 める と き に 非

常 に 困 難 であ る 。  

・子ど も 自 身 は 素 直 な 子 が 多 い。し か し 、生 活経 験 が 乏 し く、学 力 も 低 い 子 が 多 い ため 生 活 上 で も

理 解 力 に かけ る 。 ま た 、 学 習 習 慣 も身 に 付 い て い な い た め 、学 力 が 積 み あ が っ て い かな い 。  

・他 の 子（ 家 庭）と の 比 較 に よ り、自 身 の 家 庭 の 貧 困 が 理 由で 落 ち 込 ん だ り、人 と 距 離 を 置 き 孤立

し て し ま う。  

・改 善 策 が 見 つ けら れ ず 、や け に な っ た り投 げ 出 し た り 無 関心 を 装 う し か な い と 思 われ る 。子 の 生

活 場 面 の 近く に 「 あ の 人 の よ う に なり た い 」 と 思 え る 人 が いる こ と が 大 事 と 思 わ れ る。  

・ 昔 と 比 べ て "お 父 さ ん が い な い ""お 母 さ ん が い な い ""親 が 病 気 "と い う こ と を 隠 す こ と は 減 っ て い

る 。そ れ が 特 別に 自 分 だ け と い う もの で な く"○ ○ く ん ち も 、○ ○さ ん ち も"と い う よ うに 困 難 な

家 庭 の 割 合が 高 く な っ て き て お り 、あ る 意 味 「 ふ つ う の 家 庭像 」 が な く な っ て き て いる 。  

・感 情 が 高 ま っ た と きは 暴 言 暴 力 で表 現 す る 姿 が 学 校 で 多 く認 め ら れ る。そ の た め 対人 ス キ ル が 攻

撃 的 で あ った り 、反 抗 的 な 、対 人 関 係 を と れ ず、し ん ど い 状況 が 続 く 。又 は 他 者 を 求め な い 場 合

も あ る 。  

・お 金 の 問 題 で 高 校・大 学 へ の 進 学は 考 え づ ら い よ う だ。中 卒 で 働 く と い う 考 え が ある 。高 校・専

門・大 学 へ 行 く 方が 給 料 が 良 い と いう 話 を し た り 、進 学 に か か る 具体 的 な 奨 学 金 、支 援 の 話を し

た り す る と、 話 に の っ て き て く れ る。  

⑥保護者と各種支援制度・支援者との関係 

・相談 支 援 機 関 が 増 え た が 、当 事 者 や 家 族 に と っ て は、受 け ら れ そ う な 支 援 は 少 な い。子 の 年 齢が

高 く な る と、 結 局 最 終 責 任 で あ る 家族 に 戻 さ れ て し ま う 。  

・ 福 祉 制 度は あ ま り 知 ら な い 方 が 多い と 思 い 、 折 々 に 説 明 して い ま す が 無 関 心 の 人 もあ り ま す 。  

・ 子 ど も 食堂 の 場 が 情 報 提 供 の 場 とな っ て い る 様 で 、 母 同 志が 制 度 等 話 し て い る 。  

・ 支 援 が ある と わ か っ て の 入 所 と なる が 、 保 護 者 の 意 向 と 支援 が マ ッ チ ン グ し な い 時も あ る 。  

・保 護 者 が 困 窮 状 態 に慣 れ て し ま って い る た め、困 窮 が 子 ども に 及 ぼ す 影 響 に つ い ても 危 機 感 を も

っ て 捉 え てい な い 。  

・就 労 準 備 支 援 対 象 者の 保 護 者 に、将 来 に 向 けた 取 組 と し て資 格 取 得 の 話 な ど 助 言 して も 支 援 に 乗

っ て こ な い。 保 護 者 自 身 が 前 向 き に課 題 解 決 を し よ う と す る気 持 ち が 薄 い 。  

・保 護 者 は 、人 と つ な が る こ と に 抵抗 が つ よ く 、困 り 感 の 自覚 が な い 場 合 や 困 っ て いて も 問 題 解 決

の た め の 相談 に 足 を 運 び 、 制 度 を 活用 す る と い う こ と に 至 らな い こ と も 多 い 。 金 銭 的な 制 度 は 、

多 く は 利 用さ れ る が 、 養 育 改 善 に 向け た 支 援 に つ な が る こ とが 主 体 的 に で き な い 。  

・子 ど も は お 金 が原 因 で 進 学 を あ きら め る よ う な の で 、い ろ い ろ な制 度 が あ る こ と を 、子 にも 保 護

者 に も 知 らせ る 、 手 続 き を 手 伝 う 必要 が あ る と 思 う 。  

・子 ど も の 進 学 に際 し て か か る お 金と 、そ れ へ の 支 援 策 の 情報 が 不 足 し て い る し 、資 料 配 布だ け で

は 手 続 き がわ か り づ ら い の で、中 ３ の 早 い 時 期に 保 護 者 へ 説明 で き る 機 会 が 必 要。保 護 者 が 外 国

人 の 場 合 、資 料 だ け で は 理 解 し て もら え な い 。  
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３ 現行の支援の取組と課題  

①困難や課題のある家庭（困難な家庭）に対して現在実施している支援等の内容 

 

教

育

の

支

援 

就学前における支援 ・ 措 置 費 によ る 入 学 支 度 金  

・ 幼 稚 園 、保 育 所 等 と 連 携 し た 支 援。  

・CW と の 協 働 、 小 と 保 幼 と の 連 携。  

学校における支援 ・ 就 学 援 助金 の 情 報 提 供 。  

・ 小 学 校 、中 学 校 等 と 連 携 し た 支 援。  

・定 期 的 な 学校（ 小 中 高 等 学 校 ）訪 問に よ る 情 報 交 換 、個 々 の課 題

に 応 じ て 訪問 や 電 話 で 情 報 交 換 。  

・SSW の 立 場 か ら、 学 校 か ら 支 援 しに く い と こ ろ の 家 庭 支 援、 特

に 子 育 て 支援 課 と の 協 働 、 社 会 福 祉課 、 学 習 支 援 と の 協 働 。  

就学支援 

（義務教育～高校） 

・中 学 校 で 高 校進 学 の 意 味 を 説 明 、大 学進 学 に つ い て も 将 来設 計 が

見 透 せ な いで 進 学 と 希 望 す る 人 も あり 、基 礎 知 識 を 中 高 の 時に 説

明 す べ き であ る 。  

・ 小 学 生 向け 学 童 保 育 中 の 学 習 支 援。  

・学 習 支 援 を 通じ て 、困 り ご と を 抱え 込 ん で い な い か 相 談 支援 を し

て い る 。  

・放 課 後 の 家 庭学 習 の 場 を 提 供 す る 。毎日 の 見 守 り の 中 で つま づ き

が あ れ ば 保護 者 、 担 任 に つ な ぐ 。  

・ 学 習 支 援。 進 路 や 学 校 生 活 に つ いて の 相 談 に 応 じ て い る 。  

大学等への進学機会 ・ 各 種 助 成金 の 情 報 提 供 。  

・高 校 生 活 の 様子 な ど 聞 き 取 り 、進 学 や就 労 な ど の 相 談 支 援を 行 っ

て い る 。  

・ 現 役 大 学生 や 教 員 に よ り 、 学 校 情報 の 提 供 や 相 談 に 応 じ てい る 。

エ ン ト リ ーシ ー ト の 指 導 、 作 文 や 面接 練 習 も 行 う 。  

生活困窮世帯等への

学習支援 

・ ひ と り 親家 庭 の 中 学 生 支 援(子 育 て 支 援 課 ）へ の 協 力 。  

・ 学 習 支 援。 生 保 受 給 者 （ 困 難 家 庭） へ の 市 の 学 力 サ ポ ー ト。  

・ 社 会 福 祉課 と 連 携 し た 支 援 を 実 施。  

・ 福 祉 事 務所 で の 来 所 学 習 、 家 庭 訪問 や 地 域 の 公 民 館 等 で の学 習 、

通 信 添 削 。  

その他 ・ 地 域 の 公民 館 活 動 で の 社 会 教 育 施策 へ の つ な ぎ 。  

生

活

の

支

援 

保護者の生活支援 ・ 日 常 生 活支 援  

・家 事 支 援 、金 銭 管 理 、親 子 関 係 調整 、病 院 送 迎 、保 育 園 送 迎 、手

続 き 同 行 、裁判 所 同 行 、病 院 同 行 、関係 機 関 へ の 同 行 、書 類 作成

の 援 助 、 レス パ イ ト 保 育  

・保 護 者 の 子 育て や 生 活 な ど の 相 談や し ん ど さ を 共 感 。必 要 で あれ

ば 各 専 門 機関 に つ な ぐ 。  

・子 育 て 支 援 課 と 養 育 改 善 、適切 な 親 子 関 係 に 向 け た 修 復、学 校 と

つ な が り なが ら 保 護 者 の 生 活 の 困 りご と に 寄 り 添 い 、 直 接 支援 。 

・ 食 の 提 供。 く つ ろ い で 、 お し ゃ べり し た り 、 遊 べ る 場 の 提供 。  
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・ 子 ど も 食堂 に よ る 食 と 交 流 機 会 の提 供 。  

子どもの生活支援 ・ 寮 内 保 育、 学 童 保 育 、 個 別 支 援 、時 間 外 保 育 。  

・学 習 支 援 を 行 う 中 で 、学 校 や 家 庭で の 生 活 、親 子 関 係 の 聞き 取 り

を 行 い 、 困り ご と の 相 談 に 乗 っ て いる 。  

・基 本 的 生 活 習慣 の 定 着 を 図 る 。毎 日 の生 活 の 中 で 困 難 さ や悩 み の

は き 出 し 口と し て も ら う 。  

・ 子 ど も 食堂 ・ 学 習 支 援 へ の つ な ぎ（ フ リ ー ス ペ ー ス 等 ）、地 域 の

民 生 児 童 員へ の 働 き か け 。  

・ 食 の 提 供。 く つ ろ い で 、 お し ゃ べり し た り 、 遊 べ る 場 の 提供 。  

・ 子 ど も 食堂 に よ る 食 と 交 流 機 会 の提 供 。  

子どもの就労支援 ・高 校 中 退 な どに よ り 就 労 支 援 が 必要 な 子 に 対 し て は 、生 活 困 窮者

自 立 支 援 制度 や 生 活 保 護 制 度 に お ける 就 労 支 援 を 行 っ て い る。  

・ 中 ３ で 進学 し な い ケ ー ス は 、 中 学校 と 連 携 し な が ら 支 援 。  

就

労

支

援 

保護者の就労支援 ・ 自 立 支 援プ ロ グ ラ ム 策 定 。  

・ 職 安 へ の同 行 、 就 労 面 接 の 相 談 、就 労 時 の 寮 内 保 育 、 学 童保 育 、

働 き 暮 ら しコ 卜 ー 支 援 セ ン タ ー へ の繋 ぎ 。  

・ ひ と り 親を 対 象 に 就 労 支 援 を 実 施。  

・不 就 労 や 、就 労 定 着 が 困 難 な 保 護者 に は 、生 活 困 窮 者 自 立支 援 制

度 や 生 活 保護 制 度 に お け る 就 労 支 援を 行 っ て い る 。  

・ 子 育 て 支援 課 、 生 活 保 護 な ど 困 りご と の 相 談 先 を 伝 え る 。  

その他 ・た だ ち に 就 労が 困 難 な 保 護 者 な どに 対 し て は 、就 労 準 備 支援 事 業

に よ り 規 則正 し い 生 活 や 、軽 微 な 就 労 を 行 うこ と に よ り 就 労に 結

び 付 く よ うな 支 援 を 行 っ て い る 。  

・ 就 職 希 望の 生 徒 へ の 、 作 文 指 導 や面 接 練 習 。  

経

済

支

援 

各種金銭支援制度や

貸付金等について 

・ 県 母 子 福祉 の ぞ み 会 に よ る 貸 付 金、 福 祉 資 金 貸 付 金 。  

・ 預 り 金 制度 に よ る 金 銭 管 理 。  

・ ひ と り 親を 対 象 に 貸 付 相 談 を 実 施。  

・金 銭 管 理 に 問題 が あ る 世 帯 に は 、生 活困 窮 者 自 立 支 援 制 度の 家 計

相 談 支 援 につ い て 促 し を 行 っ て い る。  

その他 ・障 害 を 抱 え た 人 と は 、年 金 の 相 談に 行 き 、ド ク タ ー と 連 携の 下 で

申 請 し て いる 。  

・ 年 金 や その 他 給 付 金 の 取 得 、 手 帳等 の 支 援 制 度 の 利 用 に つい て 、

制 度 活 用 支援 員 が 支 援 を 行 っ て い る。  

その他（心理面や社会性

の支援など） 

・本 人 の 希 望 に よ り 、保 護 者 に は カウ ン セ リ ン グ 、子 ども に は プ レ

イ セ ラ ピ ーを 実 施 。施 設 内 保 育 や 学童 保 育（ 個 別 対 応 ）に よ り 社

会 性 の 支 援、 就 労 支 援 を 通 し て 社 会参 加 の 支 援 。  

・ 医 療 機 関、 障 害 サ ー ビ ス 機 関 等 と連 携 。  

・ 保 護 者 に対 し て 、 子 の 養 育 面 や 学習 面 で の 心 配 ご と を 聞 き取 り 、

ス ト レ ス を抱 え す ぎ な い よ う に 支 援を 行 っ て い る 。  
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②支援等を実施する上での問題点、課題等 

 

教
育
の
支
援 

・ ボ ラ ン ティ ア の 確 保  

・小 学 生 は 、学 童保 育 の 中 で 学 習 の時 間 を 設 け 、学 習 支 援 専任 の 担 当 を 配 置 し て い る。中 高

生 は 、そ の 都 度 相談 内 容 に 応 じ て 対応 し 、市 の 学 力 サ ポ ー ター の 先 生 方 も 来 て 頂 い たり し

て い る が 、本 人 が応 じ る こ と が 難 しい ケ ー ス も あ る 。Ｄ Ｖ の 一 時 保護 中 な ど 学 習 空 白を 抱

え た 子 が 多く 、 入 所 後 に 学 習 を 積 み上 げ る こ と が 難 し い 。  

・ 支 援 機 関が 多 く な れ ば な る ほ ど 、全 機 関 で の 情 報 共 有 が 難し い 。  

・不登 校 、ひ き こ も り世 帯 へ の 介 入。学 校 や 関 係 機 関 と の 情報 共 有 、支 援 内 容（ 役 割 ）の 整

理 。  

・家 庭 環 境 等 の 影 響 で、家 庭 学 習 が習 慣 化 さ れ ず 基 礎 学 力 が定 着 し て い な い。そ の た め 、中

学 3 年 の 進 路を 決 定 す る 際 に 困 難 を極 め る 。  

・ 困 難 を 抱え る 家 庭 の 包 括 的 な 支 援充 実 に 向 け た 専 門 職 の 増員 。  

・学 校 だ け 、福 祉だ け 、地 域 だ け が頑 張 る の で な く、三 者 の 連 携 が ス ム ー ズ に 整 う 様に 話 し

合 い や 協 働す る 場 や 時 間 を 作 る 。  

・子 ど も 食 堂 は 、小 学 生 の 利 用 が 多い の で 、ご 飯 の 前 の 時 間を 使 っ て 、基 礎 学 力 の 補充 を や

っ た 方 が よい 。  

・ 勉 強 や 運動 を 支 援 す る 支 援 者 の 確保 。  

・精 神 面・発達 面 で の 困 難 を 抱 え る子 ど も も 多 く 、単 な る 教 科 学 習 で は子 ど も の ニ ーズ に 応

え ら れ な い。  

・受 験 の た め の 勉 強 で は な く、社 会 に で る こ と、将 来 に 夢 をも つ こ と の 支 援 が 必 要。こ れ に

は 、 親 の 意識 も 重 要 。  

生
活
の
支
援 

・ 日 常 生 活支 援 の 充 実 、 病 児 保 育 の充 実 、 住 居 費 の 軽 減 。  

・家 事 支 援 が 必 要 と 思わ れ る 家 庭 ほど 、入 室 を拒 ま れ る 事 が有 り 、本 人の 了 解 を 得 るこ と が

難 し い。親 子 関 係 調 整 に お い て は、親 子 の 希 望 が 相 反 す る 事が 多 く 、介 入 す る 事 が 難し い 。 

・ 支 援 が 必要 と 思 わ れ る 子 や 保 護 者の 支 援 拒 否 に 対 す る 介 入。  

・学 習 環 境 が 整 って い な い こ と 、親 に 子 ども の 学 力 に 対 す る危 機 感 が 無 い こ と な ど 家庭 に よ

っ て 様 々 だが そ こ に な か な か 足 を 踏み 入 れ ら れ な い 。  

・指 導 員 と し て あ く ま で も 理 解 者、共 感 者 の 位 置 を も っ て いる た め 、直 接 的、即 効 性 の 効果

は う す い 。  

・ 保 護 者 から SOS す る の を 待 つ ので な く 、 就 学 前 か ら 把 握し て い る ケ ー ス を 小 学 校に つ な

い で い く しく み 、 人 の つ な が り づ くり が 必 要 。  

・ 生 活 に 必要 な （ 食 、 衣 類 、 物 品 ）も の が 、 即 時 で 対 応 し ても ら え る よ う な シ ス テ ム。  

・子 ど も の 世 話 を 助 け て も ら え る、孤 立 を な く す 意 味 で の 直接 支 援（ 子 へ の 関 わ り）の 充実

（ 子 ど も の居 場 所 、 地 域 で の つ な がり etc）。  

・民 間 の 子 ど も 食 堂 とし て は、個 別 家 庭 の 状 況を 把 握 し て の支 援 は で き な い の で、現 在 の よ

う に ケ ア ワー カ ー さ ん か ら の 個 別 声か け が 、 と て も あ り が たい 。  

・ 運 営 経 費の 不 足 。  

就
労
支
援 

・ 当 所 の 場合 、 障 害 の 重 い 人 が 多 く作 業 向 上 は 望 め な い 。  

・本 人 の 希 望 す る 職 種や 、時 間 帯 な ど が 合 わ ない と 就 労 意 欲が 起 こ ら な い 事 が あ る。ハ ロ ー

ワ ー ク ヘ 行く 等 の 行 動 に 移 す こ と が難 し い 。  

・18 歳 未 満 の 子 ども へ の 就 労 先 開拓 （ ハ ロ ー ワ ー ク で 紹 介が 無 い ）。  

・ 手 帳 な どの 取 得 が 出 来 ず 、 福 祉 的支 援 が 受 け ら れ な い 方 への 就 労 の 場 の 提 供 。  

・ 親 の 仕 事が 安 定 し て 続 く た め の 相談 対 応 の 充 実 。  
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・ 親 の 仕 事が 辞 め た と き の 生 活 の 保障 の 確 立 。  

・ 精 神 的 な不 安 定 さ や ひ き こ も り 等、 自 立 支 援 の 充 実 。  

・ 中 学 生 につ い て は 、 家 庭 か ら は 、早 く 働 い て 欲 し い と い う、 圧 力 が か か る よ う だ 。だ が 、

制 度 を 利 用し て で も 、高 校、専 門 学 校 へ 進 む 方が 長 い 目 で みて 、生 活 の安 定 に つ な がる こ

と を し っ かり 説 明 す る 必 要 が あ る 。  

・仕 事 の イ メ ー ジづ く り と 、そ の た め に どん な 進 路 が 必 要 かの サ ポ ー ト が 十 分 に で きて い な

い 。  

経
済
支
援 

・ 当 作 業 所で は 、 重 度 の 人 を 入 れ てい て 、 利 用 者 工 賃 が 年 々上 が ら な い 実 態 が あ る 。  

・ 大 学 及 び専 門 学 校 へ の 給 付 型 奨 学金 の 増 加  

・ 金 銭 管 理が 必 要 と 思 わ れ る 世 帯 であ っ て も 、 本 人 の 了 解 が取 れ ず 支 援 で き な い 事 もあ る 。 

・親 の 特 性 に よ り、金 銭 の 浪 費 が 激し い 世 帯 な ど に つ い て、地 域 権 利 擁護 な ど 物 理 的に 金 銭

の 管 理 が でき る 支 援 。  

・ 養 育 費 の取 得 支 援 。  

・ラ イ フ ラ イ ン の支 払 い よ り も 先 に借 金 の 返 済 を し て し ま うな ど 、家 計 の 中 で の 優 先順 位 が

理 解 で き ない （ し よ う と し な い ） 保護 者 に 対 す る 支 援 。  

・ 子 ど も の生 活 に 直 結 す る よ う な 急な 困 窮 に 対 す る 緊 急 的 な措 置 施 策 が 充 実 し て ほ しい 。  

そ
の
他 

・障 害 受 容 に つ い て、大 人 に な っ てか ら 、障 害 が あ る こ と が分 か り 、精 神 的 に も シ ョッ ク を

受 け 就 労 にも 結 び 付 か な い。母 が 精 神 的 疾 患 や 知 的 な 障 害 や依 存 症 が あ る と 生 活 面 のし わ

寄 せ が ス 卜レ ー 卜 に 子 ど も に い く 。介 入 が む ず か し い 。  

・ 社 会 的 規範 意 識 の 乏 し い 保 護 者 に対 す る 支 援 が 困 難 。  

・ 精 神 的 な浮 き 沈 み が 激 し い 保 護 者に 対 す る 支 援 。  

・子 ど も の 情 緒 の安 定 に は 、あ る 程 度 安 定し た 人 数 と 人 の 対応 で 随 分 子 ど も は 心 が 安定 で き

る 。そ う い う と ころ に 地 域 ボ ラ ン ティ ア さ ん を 。そ し て そ うい う ボ ラ ン テ ィ ア さ ん のコ ー

デ ィ ネ ー トに 専 門 職 を。学 区 内 の 担当 を し っ か り 決 め て、地 区 の 特 色 に応 じ た、子 ど も の

居 場 所 づ くり が 充 実 し て ほ し い 。  

・発 達 の 遅 れ を 気 に され る 保 護 者 も多 い の で 、子 ど も へ の 対応 だ け で な く 、保 護 者 も 気 の 休

め ら れ る 場に す る 必 要 を 感 じ る 。  
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４ 今後必要な支援制度と連携による支援体制、具体的な支援方法  

①今後必要と思われる支援等の内容 

 

教
育
の
支
援 

・ 個 別 支 援  

・ 不 登 校 の子 ど も が 、 別 室 登 校 で も支 援 学 級 で も 安 心 し て 過ご す 事 の で き る 居 場 所 づく り 。

緊 急 一 時 保護 で 、 保 護 期 間 が 延 び る就 学 中 の 子 へ の 支 援 。  

・ 現 行 の 教育 制 度 で は 支 え き れ な い児 童 に 対 す る 教 員 の 配 置等 、 新 た な 支 援 策 の 構 築。  

・ 不 登 校 、ひ き こ も り 世 帯 へ の 介 入。  

・ 家 庭 の 中に 入 り 込 め な い 支 援 拒 否の 世 帯 へ の 介 入 。  

・中 学 生 か らの 学 習 支 援 で は 遅 い 。小１・２ の 時 か ら 基 礎 学力 を 助 け て 下 さ い 。音 読 、漢字 、

九 九 を 助 けて あ げ て 下 さ い 。宿 題 を 見 て もら え な い 子 が 多 いで す 。中 学 に 入 っ て も 小４ の

課 題 が ク リア で き な い の が 困 窮 家 庭の 子 の 学 力 に 認 め ら れ るこ と 多 々 あ り ま す 。  

・ 学 校 の 支援 員 の 雇 用 を 充 実 す る こと 、 こ れ が 必 須 （ 寄 り そっ て も ら う と 頑 張 れ ま す）。  

・ 勉 強 以 上に も 、 自 分 の 夢 を 見 つ けら れ る よ う な 仕 掛 け 。  

・ 子 ど も 食堂 開 催 時 に お け る 勉 強 機会 へ の 提 供 。  

・ 将 来 を 前向 き に 考 え 、 語 る こ と ので き る 機 会 の 提 供 。  

・ 学 習 機 会の 増 加 、 将 来 の 姿 を 考 える こ と が で き る 機 会 （ 一人 一 人 寄 り 添 い が 必 要 ）。 キ ャ

リ ア カ ウ ンセ ラ ー に よ る 相 談 が 良 いか も し れ な い 。  

生
活
の
支
援 

・相 談 員 が 訪 問 し 事 情を 聞 き 取 り、支 援 の 方 法を 共 に 考 え るこ と が 必 要 で あ る。一 般 の 人 が

個 人 を 訪 問し て 話 す こ と は 出 来 な い。  

・ 日 常 生 活支 援 。  

・ 法 律 相 談。  

・ 現 行 の 法令 や 制 度 、 サ ー ビ ス で 支え ら れ な い 部 分 を 支 え る地 域 力 。  

・ 家 の 中 がご み 屋 敷 状 態 の 家 庭 の 支援 。 環 境 改 善 が 必 要 な 世帯 へ の 介 入 。  

・子 ど も の 一 言 から 家 庭 の 実 情 や 困り 感 が わ か る こ と は 多 い 。関 わる 各 団 体 が 情 報 を交 換 し

や す い よ うに な れ ば と 思 う 。  

・朝 食 を 食 べ ず に 登 校し て ま す。親 が 支 度 し てい な い の も あり 、習 慣 もな け れ ば 用 意で き る

金 銭 面 の ゆと り も な い で す 。朝 ご は ん 版 子ど も 食 堂 で お に ぎり か バ ナ ナ か 、食 べ て な い 子

だ け 、 こ っそ り 食 べ に 行 け る し く み（ 学 校 の ど こ か の 部 屋 ）。  

・ 長 期 休 みの と き 、 地 域 の 方 と よ りよ く つ な が り 助 け を 呼 べる よ う に 。  

・ 長 期 休 みの と き 、 食 事 の 保 障 、 あそ び の 充 実 、 夏 場 、 お 茶を 学 校 で も ら え る し く み。  

・よ り 多 く の 困 難が あ る 子 や 保 護 者へ 食 の 機 会 の 情 報 が リ ーチ で き る 仕 掛 け 、行 政 か ら の 声

か け 、福 祉 セ ン タ ー に 来 て い る 子（ 生 保 の 学 習 支 援 ）が来 れ る よ う な 連 携 が で き る と良 い 。 

就
労
支
援 

・「 働 き たい 」 の か 「 働 か な け れ ば なら な い よ う だ 」 と い う 、心 の 揺 れ に 、 向 き 合 っ てく れ

る 所 は 少 ない 。カ リ キュ ラ ム は ベ ース に 必 要 。だ が 制 度 で 進め る 事 業 所 に 対 し、そ れ に 合

わ せ ら れ ない で い る 若 者 は 多 い 。  

・ひ き こ も り の 人が 意 外 と 多 い こ とが 判 っ た が 、家 庭 に 入 るこ と が 出 来 な い の で 家 族を 通 じ

て イ ベ ン トに 誘 い 出 し 、少 し ず つ 人 と話 が 出 来 る よ う に な り 、就 労 へつ な げ る 方 法 も あ る。 

・ 企 業 の 協力  

・ 配 慮 を 要す る 人 が 安 心 し て 働 け る就 労 環 境 （ 企 業 の 理 解 ）。  

・ 手 帳 な どの 取 得 が 出 来 ず 、 福 祉 的支 援 が 受 け ら れ な い 方 への 就 労 の 場 の 提 供 。  

・ ひ き こ もり の 若 者 へ の 就 労 支 援 、就 労 準 備 支 援 の 介 入 。  
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・定 時 制 、通信 制 に 中 ３ か ら 進 路 を決 め た 生 徒 を 市 内 で 全 件把 握 し て 、で き る だ け 早期 支 援

に つ な が るよ う に （ 県 立 の 全 日 制 に進 学 し て も 危 う い ケ ー スも 把 握 ）。  

・ よ り よ い就 労 に 結 び つ く た め の 進学 や ス キ ル ア ッ プ の た めの 情 報 提 供 。  

・ 子 と 保 護者 の 企 業 、 産 業 の 見 学 。  

・学 び な お し（ 義務 教 育 よ り あ と の）機 会 の 実 施  夜 間 中 学的 な も の 。働 く に あ た り必 要 な

知 識 （ 漢 字、 英 語 、 算 数 ・ 数 学 、 コン ピ ュ ー タ ー 等 ） が 学 べる 機 会 。  

経
済
支
援 

・ 生 活 保 護と 連 携 し た 金 銭 管 理 。  

・ 養 育 費 の取 得 支 援 。  

・就 学 援 助 等 受 け て いて も、買 い そ ろ え て も らえ な い こ と もあ る の で 、各 学 校 に 学 用品 と し

て 使 え る 様に 現 金 給 付 （ れ ん ら く 帳、 ノ ー ト 、 え ん ぴ つ 、 けし ご む ）（ 学 期 毎 等 に 申 請な

ど ）。  

・ 体 操 服 を学 校 に 支 給 。 ネ グ レ ク ト家 庭 は 洗 濯 （ 体 操 服 忘 れで 練 習 で き な い ）（ 臭 いで い じ

め に 合 い やす い ） し て も ら え な く て登 校 を し ぶ れ る こ と も ある 。  

・ く つ 下 、お は し 、 フ キ ン な ど 学 校に 支 給 （ 保 健 室 、 職 員 室に ）。  

そ
の
他 

・困 難 な 育 ち を し た 子は 、か ま っ て も ら え ず 淋し い 想 い を して い ま す 。１ 対 １ で 安 心し て 遊

ん だ り 、話 し を 聴い た り し て く れ る大 人 を 待 っ て い ま す 。子 ど も に直 接 関 わ る ボ ラ ンテ ィ

ア（ 子 ども 食 堂 、子 と の 遊 び 、学習 支 援 、話 し の 聴 き 方 、社 会 教 育 な ど 様 々 な 分 野 と対 応

に つ い て ）の 養 成 か ら 充 実 し て 頂 きた い 。  
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②連携による支援体制等のあり方 

 

■連携する機会のある機関・団体／今後連携したい機関・団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携する機会のある機関・団体は、「ボランティア・ＮＰＯ団体」が 90.9%と最も

多く、次いで、「福祉事務所」が 81.8%、「小・中学校」、「彦根市子ども・若者総合相

談センター」がそれぞれ 72.7%となっています。 

今後連携したい機関・団体は、「福祉事務所」、「民間企業」がそれぞれ 36.4%と最

も多く、次いで、「警察」、「小・中学校」、「高校」、「保護者会・ＰＴＡ」、「ボランティ

ア・ＮＰＯ団体」、「彦根市発達支援センター」、「教育委員会」がそれぞれ 27.3%とな

っています。 
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他の機関や団体と連携する際の課題 

 

連携する際の課題 

・情 報 共 有 を 密 に し て、地 域 の 関 係機 関 、関 係 団 体 と の 連 携を 深 め る 事 は 大 切。一 方 で は、入 居 者

の 方 へ の 危機 管 理 の た め 、 地 域 、 機関 に オ ー プ ン に 出 来 な い部 分 も あ る 。  

・職 員 不 足 や 業 務 量 の多 さ に よ る 繁忙 に よ り 、相 手 担 当 者 の時 間 的 余 裕 が な く 情 報 共有 に 十 分 な 時

間 が 取 れ ない 。  

・情報 共 有 し て も「 窓口 に 来 所 さ れな い と 受 付 な い 」と 回 答 さ れ る 。対象 者 が 重 度 のひ き こ も り で

あ る こ と が課 題 な の に 、 来 所 で き ない と 支 援 に 介 入 で き な いと い わ れ る 。  

・１ 人 の 児 童 に 関 し て複 数 の 団 体 が情 報 提 供 で 話 を 聞 き に 来ら れ る 。ケー ス 会 議 と まで は い わ な く

て も、団 体 毎 に 情 報 を 集 め て 保 管 する の で な く 、個 人 情 報 は守 り つ つ も 、共 有 で き たら と 思 う（問

い 合 わ せ を受 け る 立 場 と し て は 同 じ事 を そ れ ぞ れ の 団 体 に 伝え な く て は い け な い の で）。  

・ 土 曜 に も行 わ れ る 学 習 向 上 支 援 の個 別 支 援 の 生 徒 を 対 象 に、 子 ど も 食 堂 の 案 内 を 行な い た い が 、

受 け 入 れ ても ら え る か 、 不 安 が あ る。  

・ つ な が る機 会 が な い 。  

 

 

今後、困難な家庭の子どもや保護者に対する支援全般のため、彦根市としてどの

ような対策が必要だとお考えですか。 

 

彦根市として必要な対策 

・彦 根 市 に は 福 祉推 進 員 制 度 が あ り 、こ の人 達 に 協 力 し て 貰っ て 、困 難 な 家 庭 へ の 支援 を 推 進 す る

こ と も 重 要で あ る 。何も か も 民 生 委員 に 頼 る こ と な く、市 民 が 立 ち 上 がら な け れ ば 良い 市 民 は 育

た な い 。  

・ 各 家 庭 状況 の 把 握 を し 、 そ れ ぞ れに 応 じ た 支 援 を 行 う こ とが 大 切 だ と 思 い ま す 。  

・力 フ ェ な ど で 、地 域 の 人 が 集 え る居 場 所 づ く り を し て そ の中 で 、地 域 の 声 を つ な げる 地 縁 の 輪 づ

く り 。 ス キル ア ッ プ 支 援 、 学 習 支 援、 資 格 習 得 等 の 無 料 講 習会 、 生 活 ス キ ル ア ッ プ 支援 。  

・若者 の 就 労（ 準 備）支 援 に あ た って は 、障 害 者 手 帳 取 得 など が 大 き な 役 割 を 果 た して く れ る こ と

が あ り ま す 。手 帳や 、自 立 支 援 医 療の 申 請 に あ た り 、診 断 書 の 取 得に か か る 医 療 費 の負 担 が 出 来

な い 人 に 支援 の 必 要 性 を 感 じ ま す 。  

・ 集 団 で の体 験 活 動 の 場 、 放 課 後 の居 場 所 、 学 習 教 室 。  

・ 地 域 に よる 地 域 の 対 象 者 の 把 握 と支 援 （ 自 治 会 と 行 政 の より 密 な る 関 係 の 構 築 に よる ）。  

・ 福 祉 教 育の 中 で 、 お 金 に 対 す る 価値 観 を 育 む 金 銭 教 育 は 必要 だ と 感 じ る 。  

・ 縦 割 り では な く 、 誕 生 か ら 死 ま で切 れ 目 な く 関 わ り 続 け られ る 機 関 （ 支 援 ） が 必 要と 感 じ る 。  

・ ひ き こ もり 世 帯 へ の ア ウ ト リ ー チ、 訪 問 支 援 。 医 療 分 野 との 連 携 。  

・「 困 っ てか ら 支 援 が 入 る 」 と い う 流れ に な っ て い る と 思 う 。大 抵 の 保 護 者 の 方 は 、 がん ば れ る だ

け が ん ば るの で 、支 援 の 手 が 入 り にく い し 、入 る こ ろ に は 、す ぐ に立 ち 直 れ な い 所 まで い っ て い

る こ と が 多い 。  

・ 彦 根 市 役所 の 、24 時 間 体 制 は 考え ら れ な い か 。  

・ 教 育 と 福祉 と 地 域 で 、 実 務 者 レ ベル で 話 し 合 う 意 見 交 流 の機 会 を 設 け る 。  

・困 難 な 家 庭 の 子は 学 力 も 低 く 、対 人 関 係づ く り も 困 り ご とを 抱 え て い る こ と が 多 いで す 。貧 困 計

画 の 予 算 で、 学 校 の 中 に 、 学 習 支 援や 仲 間 づ く り サ ポ ー ト で支 援 員 を 今 よ り も 増 や して 下 さ い 。 

・ 子 ど も の教 育 や 育 成 に 関 す る 予 算を 削 減 し な い こ と 。  
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・行 政 の プ ロ 意 識は も ち ろ ん 大 事 にし て も ら い つ つ 、地 域 や 民 間 と連 携 し て い か な いと 、小 さ く ま

と ま っ た 活動 に な り 、市 全 体 で の 根本 的 な 解 決 に 向 け て 進 まな い と 思 う。ま ず は 連 携し て 何 が で

き そ う か の検 討 か ら 始 め て 欲 し い。各 課 の 代 表が 出 て き て の形 式 的 な も の で な く、円 卓 的 な 検 討

会 議 を 。  

・子ど も の 学 習 に せ よ、食 の 支 援 にせ よ 、イ ベ ン ト 的 に 終 わる も の で な く 、予算 の 有 無 に 左 右 さ れ

な い 継 続 的支 援 が 必 要 。  

・勉 強 → 進 学 → 就職 と い う 従 来 の 流れ で は な く 、勉 強 が 苦 手で も 、生 き る 業 を 持 つ こと が で き る よ

う 、 沢 山 の仕 事 や 生 き 方 見 学 、 話 し合 え る 機 会 が 必 要 。  

・義 務 教 育 後 の 学び 直 し 機 会 の 提 供 。義 務教 育 で 学 ば な か った た め 、そ の 後 に 就 職 困難 に な る ケ ー

ス が あ る 。自 主 的 な 夜 間 中 学 の よ うな 「 学 び 直 し 」 の 機 会 が必 要 。  

・ 高 校 中 退者 の 把 握 と 追 跡 支 援 、 彦根 市 と し て 、 子 ど も や 若者 を は じ め 、「 誰 も 取 り 残さ な い 」 と

い う メ ッ セー ジ を 強 く 発 信 す る こ と。 福 祉 面 だ け で な く 、 彦根 市 や 彦 根 市 民 の 持 続 的な 発 展 を 、

わ か り や すく 発 信 し て ほ し い。滋 賀 県 が 力 を 入 れ る SDGs へ の 取 り 組 み を 、彦根 市 に も 、そ の視

点 を 持 っ てほ し い 。  

 

 

最後に、子どもの貧困やその対策について、ご意見などがありましたら、ご自由

にお書きください。 

 

自由意見 

・ 国 の 施 策の 中 で 「 生 （ 産 ） ん で 育て よ 」 で な く 生 （ 産 ） んで 働 け と 、 人 間 味 の な い発 言 が 多 い 。 

・現在 、大 学 専 門 学 校へ 通 う 方 々 は、卒 業 と 同 時 に 多 額 の 借金 を か か え て い る の が 現状 で す 。こ の

事 へ の 対 策が 早 急 に な さ れ て ほ し い。  

・子 ど も の 貧 困 の 連 鎖を 防 げ る 様 な支 援 を 、期待 し ま す。貧 困 か ら、ど う せ 頑 張 っ たっ て・・・と

い う 気 持 ちを 持 た な い よ う に 、 そ の子 の 自 己 実 現 が 出 来 る よう に し て 欲 し い 。  

・他 の 自 治 体 で は 、貧 困 家 庭 に 食 料を 配 達 し な が ら 見 回 り を行 っ て い る と い う 取 組 をき き ま す 。食

料 を 渡 す こと に よ り 一 時 的 に 食 料 課題 は 解 決 さ れ る か も し れま せ ん が 、 根 の 問 題 （ ネグ レ ク ト ）

の 解 決 に は至 り ま せ ん 。困 窮 の 部 門だ け で な く 、他 の 機 関 が一 緒 に 支 援 に 関 わ る 必 要が あ り 、そ

の よ う な 支援 体 制 が と れ る し く み が必 要 と 感 じ ま す 。  

・現 場 の ワ ー カ ー、支 援 員 ら が、互 い に 失 敗 例、成 功 例、困 り 感 を 知 り、対 策 を 考 え、改 善 行 動に

移 す こ と がで き る よ う な 場 が あ れ ば良 い と 思 う 。  

・ 子 ど も たち の 笑 顔 あ ふ れ る 彦 根 を作 っ て い き た い と 思 う 。  

・地 域 に は 、「 子 ど も た ち の た め に 何と か し て あ げ た い 」と 志 高 い 方が た く さ ん い ら っし ゃ い ま す 。

そ う い う 方々 が 、困 っ て る 子 た ち の何 に 、ど う ご 活 躍 い た だけ る か 、ど の よ う な し くみ を つ く る

と よ い か とい う こ と を し っ か り 議 論し て 、地 域 の 特 色（ 中 学 ７ 校 区 ）に 合 わ せ た ま ちづ く り の 施

策 と 連 動 すべ き と 思 い ま す 。  

・ 子 ど も 支援 に は 専 門 性 も 必 要 で す（ 児 童 虐 待 、 発 達 課 題 等）。 専 門 職 の 雇 用 も 充 実 して い た だ き

た い 。  

・外国 ル ー ツ で 義 務 教 育 を 終 え て ない た め 、就 労 で き な い、社 会 参 画 で き な い と い った 、事 態 をな

ん と か し ない と い け な い と 考 え ま す。「 学 び 直 し 」 の た め の 機会 が 必 要 と 思 い ま す 。  

・中学 生 を 中 心 と し た 活 動 の な か で、小 学 生 か ら の 学 ぶ 姿 勢が 大 事 と は 思 う 。現 状 は 、義 務 教 育を

終 え 、学 び の 居 場所 が な い 子 ど も や若 者 、中 退 や 仕 事 を 辞 めて 社 会 的 に 居 場 所 が な い人 が 、ほ っ

て お か れ てい る 気 が し て い ま す。彼 ら が 大 人 にな り 次 の 世 代を 作 っ て い く の で、特 に こ の 世 代 を

取 り 残 さ ない 対 策 が 必 要 と 感 じ て いま す 。  
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Ⅱ-５．子どもへの支援に関する調査（保幼小中高大対象）  

〔１〕学校園の種類 

問１ 貴校（園）について教えてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

回答のあった学校園の種類は、「保育所」が 29.3%と最も多く、次いで、「小学校」

が 20.7%となっています。 

 

〔２〕困難な家庭の子どもや保護者と接することがあるか 

問２ 貴校（園）における日ごろの業務の中で、経済的に困窮するなど困難や課

題のある家庭（困難な家庭）の子どもや保護者に接することがありますか。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的に困窮するなど困難な家庭の子どもや保護者と接することがあるかについて

は、「ある」が 70.7%、「ない」が 29.3%となっています。 
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〔３〕困難な家庭の状況 

問２で「ある」を選んだ方のみ 

問2-1 困難な家庭では、具体的に、どのような状況がありますか。（該当する番

号すべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難な家庭の子どもや保護者と接することがあるとお答えの方に、困難な家庭の状

況についてたずねたところ、「不登校（保育所・幼稚園においては、保護者が連れてこ

ない）」が 53.7%と最も多く、次いで、「朝食を食べていない」が 48.8%、「授業料の

支払いができない（保育料の支払いができない）」、「保護者と連絡がとれない」がそれ

ぞれ 43.9%となっています。 
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授業料の支払いができない
（保育料の支払いができない）

経済的な理由で退学（退園）した

遠足や修学旅行などの参加費の支払いが
できない

給食費の支払いができない

弁当を持ってこない

学級費の支払いができていない

部活動・クラブ活動にかかる費用の支払
いができていない

制服・体操服などを買うことができない

お風呂に入れていない

清潔な服装をしていない

朝食を食べていない

夕食を食べていない

不登校（保育所・幼稚園においては、保
護者が連れてこない）

子どもと連絡がとれない

保護者と連絡がとれない

保護者と日本語によるコミュニケーショ
ンがとりづらい※前回なし

その他

無回答
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〔４〕困難な家庭の子どもや保護者に対し行っている支援 

問３ 問２で答えていただいたような困難な家庭の子どもや保護者に対し、どの

ような支援を行っていますか。（「定期的な訪問」「相談窓口につないでいる」

といったことも、行っている支援としてご記入ください。） 

 

①子どもへの支援 

連携について 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 子 育 て 支援 課 と 情 報 交 換 、 共 有 をし て い る 。  

・ ケ ー ス 会議 を も っ て い る 。  

・気 に な る 園 児 は 、幼児 課 、子 育 て 支 援 課 、地域 の 民 生 児 童委 員 の 方 々 と 連 携 を 取 り園 児 と 保 護 者 、

家 庭 支 援 を進 め て い る 。  

・発 達 に 関 し て は、園 で 保 護 者 と 連携 し 個 別 の 支 援 計 画 を 作成 。担 任、支 援 担 当、保 護 者 と で 話 し

合 い 、 園 児の 育 ち に つ い て 話 し 合 って い る 。  

・発達 支 援 セ ン タ ー と 連 携 を 取 り、指 導 を 受 け た り 、セ ン タ ー へ 療 育 の 様 子 を 見 学 し、個 別 支 援を

進 め て い る。  

・相 談 窓 口 につ な い で い る（ 子 育 て 支援 課 、健 康 推 進 課 、発 達支 援 セ ン タ ー 、人 権 政 策課 、教 育 研

究 所 等 ）。（３ 件 ）  

〔 小 学 校 〕  

・ 関 係 機 関と 連 携 を と っ た り 、 定 期的 に 専 門 家 と 面 談 を し たり 、 ケ ー ス 会 議 を 開 い たり し て い る 。 

〔 中 学 校 〕  

・ 福 祉 に つな ぎ 、 相 談 で き る 窓 口 をふ や す 。  

・SC と の 連 携(SSW)。  

・ ケ ー ス 会議 。  

・ 市 の 相 談窓 口 （ 子 育 て 支 援 課 等 ）に つ な ぐ 。  

・ 出 身 中 学校 と の 情 報 共 有 ・ 連 携 。  

・ 兄 弟 ・ 姉妹 等 が い る 場 合 は 、 在 籍す る 小 ・ 中 ・ 高 と の 情 報共 有 ・ 連 携 。  

・SC や 福 祉 、 子 家 相へ つ な ぐ 。  

・ 関 係 機 関と つ な い で 助 言 を も ら って い る 。  

〔 高 等 学 校〕  

・ 学 校 で の 相 談 、 面 談 （ 担 任 、 学 年 部 長 等 多 く の 先 生 と の 交 流 を 促 進 ）、 教 育 相 談 委 員 会 で 支 援 の

方 法 を 検 討、 決 定  

・困 難 な 家 庭 状 況 や 虐待 な ど が 考 えら れ る 場 合 は 、子 ど も 家 庭 相 談 セ ンタ ー に 連 絡 をす る こ と が あ

る 。  

子どもや保護者との関係づくり 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 園 に 来 た時 は で き る 限 り ス キ ン シッ プ を は か り 、 信 頼 関 係を 築 く 。  

・一 対 一 の 関 わ り を 大切 に、危 険 な 行 動 に 対 して は 丁 寧 に わか る よ う に ス キ ン シ ッ プと 併 せ て 指 導

を 繰 り 返 して い る 。  

・ 特 別 支 援担 当 教 諭 等 が 、 日 々 子 ども と か か わ り 細 や か な 支援 を し て い る 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 登 校 時 の顔 色 や 体 調 、 表 情 な ど を注 意 深 く み る よ う に し てい る 。  
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・家 庭 生 活 を 含 め た 子ど も の 状 況 を把 握 す る た め に、で き る だ け 個 別 に声 を か け 寄 り添 う よ う に し

て い る 。  

・不登 校 児 童 に つ い て は 、本人 の 了 承 を 得 て 、学 校 の 様 子 を手 紙 等 で 伝 え た り、担 任 が 保 護 者 連 絡

で 電 話 し た際 に 本 人 に 代 わ っ て も らい 直 接 話 し た り し て い る。ま た、定 期 的 に 訪 問 し本 人 と 出 会

う よ う に して い る 。  

・ 虐 待 の 心配 が あ る 子 ど も の 様 子 を丁 寧 に 見 届 け 、 本 音 で 話せ る 関 係 を 築 い て い る 。  

・日頃 か ら 子 ど も の 様 子 を 観 察 し、話 し か け 、本 人 の 困 り ごと 、悩 み 等 に 寄 り 添 う よう に 心 が け て

い る 。  

・担 任 だ け で な く、校 内 の 教 員 で、登 校 し て い る 時 に は、声 を か け て、安 心 し て 過 ごせ る 環 境 づ く

り に つ と める 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 学 校 で 食事 や 家 で の 生 活 の 状 況 を聞 き と り 相 談 に の っ て いる 。  

・ こ ま め な声 か け 。 積 極 的 な 声 か け。（ ２ 件 ）  

・ 気 に な る子 に 対 し て の 面 談 。  

〔 高 等 学 校〕  

・ 定 期 的 な電 話 で の や り 取 り  

子どもの生活面への支援 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 身 の ま わり の こ と に 関 し て は 保 育士 が で き る こ と は 支 援 を行 っ て い る 。  

・汚 れ た 服 装 、身 体 を き れ い に 洗 って あ げ た り 、食 事 が 取 れて い な い 子 ど も に は お 昼の 食 事 量 を 増

や し た り して あ げ る 。  

・ 衣 服 の 洗濯 。  

・登 園 時 、体 、頭 髪 、衣 服 、持 ち 物 など 清 潔 が 保 た れ て い ない た め 、園 生 活 に 入 る まで に 着 て き た

服 を 園 の 洋服 に 着 替 え 、洗 濯、時 に は シ ャ ン プ ー 、シャ ワ ー も す る 。空腹 の 状 態 で 登園 す る と 顔

色 も 悪 く 力が 出 ず 座 り 込 ん で し ま うの で 、別 室で 軽 く 食 べ て保 育 室 に も ど る。園 生 活 に 必 要 な 持

ち 物 が 揃 わな い の で 、 園 の も の を 使用 し て い る 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 簡 単 な 朝食 の 用 意 。  

・ 食 事 が とれ な い 。 家 庭 科 等 の 学 習を 生 か し て 、 自 分 で で きる の で あ れ ば で き る よ うに 促 す 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 昼 食 を 持っ て き て い る か の 確 認 。  

物的な支援 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 持 物 や 提出 物 の 不 備 が 多 く 、 園 で貸 し た り 用 意 し た り し てい る 。  

・ 忘 れ 物 が多 い の で 、 園 の も の を 貸出 し 安 心 し て 過 ご せ る よう に し て い る 。  

・衣服 が 季 節 と 合 っ て い な い た め、風 邪 を ひ か な い よ う に、園 用 の も の を 着 用 さ せ、保 護 者 の 方へ

連 絡 を し たり 、 貸 し 出 し た り し て いる 。  

〔 小 学 校 〕  

・学 習 や 諸 活 動 に必 要 な 物 が そ ろ わな い 場 合 は 、担 任 が 準 備を す る な ど し て 、学 習 権 が 保 証さ れ る

よ う 配 慮 をし て い る 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 制 服 や 体操 服 を 卒 業 生 か ら 寄 付 して も ら い 、 準 備 で き な い生 徒 に 貸 し 出 し て い る 。  

・ 卒 業 生 のも の （ 制 服 ・ 体 操 服 等 ）を 調 達 し た 。  

学習に関する支援 
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〔 小 学 校 〕  

・ 学 習 面 での 個 別 指 導 の 機 会 を 多 くと る 。  

・ 家 庭 教 育が 不 十 分 な と こ ろ を 学 校で フ ォ ロ ー し て い る 。  

・ 長 期 休 業中 の 学 習 支 援 。  

・ 放 課 後 の時 間 を 利 用 し 、 学 習 支 援を 行 っ て い る 。  

・ 訪 宅 に よる 学 習 支 援 。  

・ 放 課 後 や休 み 時 間 、 長 期 休 業 中 の学 習 支 援 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 地 域 学 校協 働 本 部 事 業 と の 連 携 によ る 放 課 後 学 習 会 の 開 設。  

・ 土 曜 日 に学 習 支 援 教 室 を 実 施 し てい る 。  

〔 高 等 学 校〕  

・ 学 習 面 で課 題 の あ る 生 徒 に つ い ては 、 放 課 後 や 長 期 休 業 中に 個 別 指 導 を 行 っ て い る。  

〔 大 学 〕  

・ 自 習 室 の設 置 。  

・ 担 任 教 員等 に よ る 修 学 指 導 ・ 相 談。  

家庭訪問 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 必 要 に 応じ て 訪 宅 す る 。  

・ 定 期 的 な訪 問 を し て い る 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 訪 宅 し て学 校 ま で 連 れ て く る 。  

・ 家 庭 訪 問を 行 い 、 登 校 を 促 す 。  

・保 護 者 と の 連 絡が 取 り に く い 場 合は 、児 童 の 安 全 確 認 の 観点 か ら も 、担 任 や 生 徒 指導 担 当 職 員 に

よ り 、 必 要に 応 じ て 家 庭 訪 問 を 実 施し て い る 。  

・ 保 護 者 が送 っ て 来 ら れ な い で 登 校が 難 し い と き は 、 迎 え に行 く こ と も あ る 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 定 期 的 に家 庭 訪 問 し て い る 。（ ３件 ）  

・ 担 任 等 によ る 家 庭 訪 問 、 個 別 面 談。  

・ 定 期 的 に訪 宅 し 、 家 庭 の 状 況 を 知る 。  

・ 手 紙 を いれ て お く （ 訪 宅 し て も いな い と き に は ）。  

〔 高 等 学 校〕  

・ 定 期 的 な訪 問  

相談支援 

〔 高 等 学 校〕  

・ ス ク ー ルカ ウ ン セ ラ ー と の 面 談 。  

・高 校 生 で は 、精 神 的 に 不 安 定 な 状況 に い る 場 合 も 多 く 、ス ク ー ルカ ウ ン セ ラ ー の カウ ン セ リ ン グ

を 受 け さ せる こ と も 多 い 。  

経済的な支援 

〔 中 学 校 〕  

・ 進 学 後 、奨 学 金 制 度 が 利 用 で き るよ う 案 内 と 手 続 き の 指 導を 行 っ た 。  

・ 生 徒 全 員に 奨 学 金 の 案 内 な ど を して い る 。  

〔 高 等 学 校〕  

・ 奨 学 金 など 当 面 の 支 え に な る 方 策を 探 っ て い る 。  

外国語への対応 
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〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 子 ど も は日 本 語 が わ か る の で 、 子ど も を 通 し て 母 親 に 伝 えて い る 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 日 本 語 指導 教 員 に よ る 個 別 指 導 の実 施 。  

・ ボ ラ ン ティ ア で 、 学 習 中 の 通 訳 をし て も ら う 。  

〔 高 等 学 校〕  

・ 日 本 語 の不 自 由 な 外 国 籍 の 生 徒 に対 し て 、 始 業 前 に 、 日 本語 学 習 の 支 援 を 行 っ て いる 。  

その他 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 継 続 し て登 園 す る こ と で 、 友 達 と遊 ぶ 楽 し さ が 感 じ ら れ るよ う に し て い る 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 放 課 後 登校 を 本 人 の 状 況 に 合 わ せて 行 っ て い る 。  

・給 食 費 や 集 金 の未 納 に つ い て は 、担 任 によ り 電 話 連 絡 を 取っ た り 、学 校 長 名 に よ る支 払 依 頼 を 行

っ た り し てい る 。  

・ い つ 登 校し て き て も 温 か く 迎 え られ る 学 級 風 土 づ く り 。  

〔 高 等 学 校〕  

・ 保 護 者 への 支 援 に よ り 、 生 徒 全 員に 教 材 が い き わ た る よ う配 慮 し て い る 。  

 

②親への支援 

連携について 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 相 談 機 関に つ な い で い る 。（ ３ 件）  

・ 子 育 て 支援 課 等 の 関 係 機 関 へ つ なぐ 。  

・園 か ら 子 育 て 支援 課 に 情 報 を 伝 え 、相 談機 関 と 連 携 し て 支援 を 行 え る よ う に し て いる 。保 護 者 か

ら も 相 談 でき る よ う に 風 と お し を よく し て お く 。  

・ 相 談 窓 口、 相 談 機 関 と つ な い で 、親 に 相 談 に い っ て も ら った り 、 一 緒 に 相 談 に の った り す る 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 相 談 機 関に つ な ぐ （ 子 育 て 支 援 課）。  

・担 任 だ け で な く、養 護 教 諭 や 管 理職 が 保 護 者 対 応 を し て いる（ 電 話、面 談、相 談 機 関 や S.C に つ

な ぐ 等 ）。  

・ 保 護 者 の困 り 感 を 感 じ ら れ た 場 合は 、 必 要 に よ っ て 相 談 窓口 の 紹 介 を 行 っ て い る 。  

・児 童 、保 護 者、学 校 の つ な が り が途 切 れ る こ と が な い よ う、担 任 に よ る 電 話 連 絡 や、家 庭 訪 問を

実 施 し て いる 。  

・児 童 の 家 庭 に おけ る 安 全 や 、学 校 生 活 が著 し く 不 安 定 で ある と 判 断 し た 場 合 に は 、関 係 相談 機 関

に つ な ぐ こと も 念 頭 に 、 生 徒 指 導 を実 施 し て い る 。  

・ 連 絡 を とり 合 う 関 係 づ く り に 努 め、 保 護 者 の 困 り 感 に 寄 り添 う 。  

・ 相 談 窓 口へ の つ な ぎ 。  

〔 中 学 校 〕  

・ ケ ー ス 会議 を も ち 保 護 者 へ の 支 援、 応 援 体 制 の 整 備 を 行 って い る 。  

・ 社 会 福 祉課 と 連 携 し 、 保 護 者 へ の支 援 と 生 徒 へ の 学 習 支 援を し て い た だ い て い る 。  

・SC、 SSW と の 連 携 。  

・ 市 の 相 談窓 口 （ 子 育 て 支 援 課 等 ）に つ な ぐ 。  

・ 相 談 機 関に つ な ぐ 。  

・ 不 登 校 の生 徒 に 対 し て 、 子 育 て 支援 課 を 中 心 に 関 係 機 関 と連 携 し て 対 応 に 当 た っ てい る 。  
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・ 関 係 機 関に つ な い で い る 。  

〔 高 等 学 校〕  

・子 育 て 支 援 課 や児 相 な ど と の 連 携を 密 に し 、場 合 に よ っ ては 通 告 な ど の 措 置 を 行 う 。一 方で 訪 問

教 育 相 談 員や カ ウ ン セ ラ ー 、SSW と の 面 談を 勧 め 、 子 育 て 全般 の 支 援 を 行 う 。  

・経 済 的 な 困 難 が考 え ら れ る 場 合 は市 町 の 社 会 福 祉 関 係 と 連携 す る 場 合 が あ る 。ま た 、進 学 に 際 し

て の 奨 学 金制 度 を 紹 介 し て 、 利 用 して も ら う 場 合 も あ る 。  

保護者との関係づくり 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 声 か け を頻 繁 に 行 い 、 具 体 的 な 問題 に つ い て は 話 を し て いる 。  

・ 園 へ の 提出 物 等 に つ い て 、 声 か けや 、 や り 方 を 具 体 的 に 、時 間 を 取 っ て 伝 え て い る。  

・ 送 迎 時 声か け を こ ま め に 行 う 。 登園 、 降 園 時 間 が 遅 れ て いる 時 は つ な が る ま で 電 話す る 。  

・「 悩 ん でい る こ と 、 困 っ て い る こ とが あ れ ば 相 談 し て ね 」 と声 を か け る 。  

・ 提 出 物 の期 限 等 を 口 頭 で 伝 え る 。  

・親 は 就 労 し て いる が 、子 ど も の 送迎 の 時 間 帯 に 対 応 で き る仕 事 で は な く 、親 と の 連 絡 は つき に く

い 。配 布 の 手 紙 も読 ま な い ま ま で あり 、園 か ら こ ま め に 連 絡を と っ て 伝 え て い る 。そ の 時 は了 解

し て も ら える が 、 実 現 に つ な が り にく い 。  

・親 の 養 育 能 力 に よ り、子 ど も の 発達 、理 解 力 も 低 い 傾 向 にあ る 。口 答 で 伝 え る だ けで な く 、園で

水 筒 、 は し箱 の 洗 い 方 、 持 ち も の の手 直 し な ど 、 一 緒 に や って 見 せ 、 教 え な が ら す すめ て い る 。 

・天 気 の 良 い日 は 、ふ と ん を 干 し たり 、部 屋 の 空 気 の 入 れ 替え（ 換 気 ）を し た り 、と 具体 的 に や り

方 を 伝 え てい る 。  

・ 園 へ 連 れて 来 な い こ と が 続 い た 時は 電 話 や 家 庭 訪 問 で 様 子を き く 。  

・保護 者 の 方 も 理 解 し に く い 時 が ある た め 、園 の 連 絡 を 個 別に 話 し 、分 か り や す く、情 報 を 整 理し

て 伝 え る よう に し て い る 。また 、困 っ た 事 分 から な い と き は、い つ で も 聞 け る と い う、安 心 感 と

信 頼 関 係 の構 築 を 大 切 に し て い る 。  

・子育 て の こ と 、生 活の 事 、気 に な る こ と は 園 か ら 細 目 に 丁寧 に 声 掛 け を し 、日 頃 よ り 相 談 し や す

い 関 係 作 りに 努 め て い る 。相 談 さ れ た 内 容 は すぐ に 園 全 体 で周 知 徹 底 し、必 要 に 応 じて 専 門 機 関

に つ な ぐ よう に し て い る 。  

・ 定 期 的 な、 電 話 連 絡 を し て い る 。  

〔 小 学 校 〕  

・保 護 者 と 個 別 に話 す 機 会 を 多 く 取り 、つ ら さ や し ん ど さ を受 け と め る 。校 内 で 共 通理 解 を 図 る と

と も に 福 祉へ の 支 援 室 、 児 相 と も 連携 し て い く 。  

・ 未 納 に つい て 定 期 的 に 保 護 者 に 納入 を 求 め て い る 。  

・ 定 期 的 な連 絡 や 訪 問 。  

・ 学 校 行 事（ 運 動 会 や 校 外 学 習 等 ）で 、 弁 当 が 必 要 な 際 の 事前 確 認 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 定 期 的 な連 絡 、 家 庭 訪 問  

・ 担 任 や 学年 団 に よ る 家 庭 訪 問 、 個別 面 談 。  

物的な支援 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・保 育 に 必 要 な 物 は 最 低 限 に し、高 い も の は あ ま り 取 り 入 れな い よ う に 工 夫 す る。制 服 、帽 子 、カ

バ ン な ど 自由 で 園 で は 強 制 し て い ませ ん 。  

・ 衣 類 （ 制服 、 体 操 服 を 含 む ） の リユ ー ス 。  

・ 生 活 に 必要 な も の （ 園 で 使 用 す るも の ）、 服 、 く つ 、 ご 飯 、水 筒 な ど  
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・卒 園 児 の 親 な ど に 呼 び か け て、使 用 し な く な っ た 通 園 カ バン 、制 服、帽 子 な ど い ろい ろ（ 購 入で

き な い の で） い た だ い て い る 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 社 の 協 力で 衣 服 や 必 要 な 学 習 用 具の リ ユ ー ス を 行 う 。  

・ ラ ン リ ュッ ク の リ ユ ー ス 。  

・ 小 学 校 のバ ザ ー で は 、 学 用 品 や 学校 指 定 の 学 用 品 等 に 融 通を つ け て 調 整 が 可 能 で ある 。  

・ ラ ン ド セル 、 上 靴 、 体 操 服 等 の 学用 品 の リ ユ ー ス （ 転 入 生や 外 国 に ル ー ツ の あ る 児童 等 に ）。  

〔 中 学 校 〕  

・ 制 服 、 体操 服 は 社 会 福 祉 協 議 会 を通 し て リ ユ ー ス し て い る。  

・ リ ユ ー ス。  

・ 貸 し 出 し。  

・ 制 服 、 体操 服 の リ ユ ー ス 。  

家庭訪問 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 必 要 に 応じ て 訪 宅 す る 。  

・ 訪 問 し 、届 け も の を し た り 、 要 件を ポ ス ト に 入 れ る こ と もあ る 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 定 期 的 に訪 宅 し 、 保 護 者 と 面 談 する 中 で 支 援 を 検 討 し て いる 。  

情報提供 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 病 院 受 診を す す め る 。  

・ 子 ど も の負 担 に な ら な い よ う な 、長 時 間 保 育 や 、 土 曜 、 休日 保 育 の 利 用 に な る よ う伝 え て い く 。 

・保 育 料 に 関 し て面 接 の 中 で 、生 活 実 態 を聴 き 取 り 、幼 児 課 へ 分 納な ど の 相 談 に 行 くよ う 毎 回 促 し

て い る 。  

・ 園 だ よ りな ど の 配 布 プ リ ン ト に ひら が な の ル ビ を う つ 。 個別 に 必 要 な こ と を 伝 え る。  

・保 育 料 滞 納 分 につ い て は 分 割 で 支払 う よ う 、定 期 的 に 声 をか け て い る 。子 ど も が 園生 活 を 楽 し ん

で い る こ とを 伝 え 、 継 続 し て 登 園 させ て も ら え る よ う に し てい る 。  

・ 保 育 料 支払 方 法 の 変 更 （ 分 割 ）。  

〔 小 学 校 〕  

・ 就 学 援 助制 度 の 紹 介 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 就 学 援 助を す す め る 。  

・ 就 学 援 助の 制 度 等 を 積 極 的 に 紹 介し て い る 。  

〔 高 等 学 校〕  

・ 学 校 以 外の 相 談 で き る 機 関 の 紹 介。  

・ 経 済 支 援機 関 の 紹 介 な ど を 行 っ てい る 。  

「 滋 賀 県 国立 高 等 学 校 等 奨 学 の た めの 給 付 金 」 の 受 給 案 内 等を 行 っ て い る 。  

〔 大 学 〕  

・ 奨 学 金 ・教 育 ロ ー ン の 案 内 ・ 説 明。  

相談支援 

〔 中 学 校 〕  

・ 経 済 状 況も 踏 ま え 進 路 相 談 を 行 って い る 。  

・学 校 生 活 で 困 っ た こと が あ れ ば、相 談 に の るよ う 学 級 担 任や 学 年 の 教 職 員 等 学 校 全体 で 相 談 体 制

を 整 え て いる 。  



Ⅱ-５．子どもへの支援に関する調査（保幼小中高大対象） 

- 204 - 

〔 高 等 学 校〕  

・ 親 に 対 して も ス ク ー ル カ ウ ン セ ラー の カ ウ ン セ リ ン グ を 受け て も ら う こ と が よ く ある 。  

経済的な支援 

〔 小 学 校 〕  

・ 学 級 費 等の 支 払 い の 猶 予 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 就 学 支 援金 、 奨 学 の た め の 給 付 金の 活 用 。  

・ 支 払 い 期限 の 延 長 を 認 め る 。  

〔 大 学 〕  

・ 授 業 料 の減 免 。（ ２ 件 ）  

・ 授 業 料 の分 納 。  

外国語への対応 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 外 国 語 翻訳 し た 手 紙 （ お た よ り ）の 配 布 。  

・外 国 籍 の 親 は 、言 葉の 壁 が 大 き い。園 内 に 言 葉 の 通 じ る 親が い る の で 、そ の 方 に 依頼 し て 入 園 前 、

入 園 後 の 様々 な 準 備 物 や 書 類 、 そ の他 伝 え て も ら い た い こ とを 、 仲 に 立 っ て 伝 え て もら っ た 。  

・人権 政 策 課 の 翻 訳、通 訳 を 利 用 し たり 、翻 訳 ア プ リ 等 を 利 用し た り し て 伝 え る べ き こと を 伝 え る 。 

〔 小 学 校 〕  

・ 日 本 語 での 説 明 が 難 し い 文 書 は 、翻 訳 し た も の を 渡 し た り、 家 庭 訪 問 し て 説 明 し たり す る 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 保 護 者 会時 の 通 訳 の 同 席 。  
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〔５〕連携している機関や団体／今後連携が必要な機関や団体 

問４ 現在、貴校（園）において困難な家庭の子どもや保護者に対する支援を行

う上で、連携している機関や団体などはありますか。（該当する番号すべてに

○） 

問６ 今後必要な支援に取り組むため、連携が必要な機関や団体などはあります

か。（該当する番号すべてに○） 

 

連携している 今後連携が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難な家庭の子どもや保護者に対する支援を行う上で、連携している機関や団体な
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オアシス

あすくる彦根

ハローワーク

地域若者サポートステーション

彦根市子ども・若者総合相談センター

民間企業※前回なし

その他

特にない

無回答

(MA%)

今回調査（H30）

(N=58)

前回調査（H28）

(N=41)

22.4 

15.5 

29.3 

5.2 

36.2 

17.2 

17.2 

34.5 

8.6 

3.4 

8.6 

13.8 

10.3 

46.6 

17.2 

32.8 

34.5 

12.1 

10.3 

6.9 

5.2 

13.8 

1.7 

5.2 

6.9 

31.0 

32.3 

6.5 

69.4 

12.9 

61.3 

24.2 

41.9 

50.0 

8.1 

8.1 

17.7 

46.8 

41.9 

64.5 

41.9 

45.2 

56.5 

17.7 

22.6 

19.4 

16.1 

11.3 

4.8 

1.6 

3.2 

0 20 40 60 80
(MA%)

今回調査（H30）

(N=58)

前回調査（H28）

(N=62)
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支援センター」が 31.0%となっています。 

今後必要な支援に取り組むため、連携が必要な機関や団体は、「福祉事務所」が 46.6%

と最も多く、次いで、「彦根子ども家庭相談センター」が 36.2%、「小・中学校」、「教

育委員会」がそれぞれ 34.5%、「彦根市発達支援センター」が 32.8%となっています。 

 

 

〔６〕他の機関や団体と連携する機会 

問５ 現在、貴校（園）において困難な家庭の子どもや保護者に対する支援を行

う上で、他の機関や団体と連携する機会がどの程度ありますか。（該当する番

号１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

困難な家庭の子どもや保護者に対する支援を行う上で、他の機関や団体と連携する

機会がどの程度あるかについては、「ときどきある（月１～数回程度）」が 48.3%と最

も多く、次いで、「あまりない（年に１～数回程度）」が 15.5%となっています。  

 

 

〔７〕他の機関や団体と連携する際の課題 

問７ 他の機関や団体と連携する際の課題を教えてください。 

 

連携について 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・相 談 す る 際 に 相談 内 容 に つ い て 窓口 が 違 っ て い る こ と が ある の で 、窓 口 を 一 本 化 して 、そ こ か ら

各 機 関 に つな げ ら れ る よ う に な れ ばと 思 い ま す 。  

・ 電 話 で すま せ よ う と す る の は 、 いか が な も の か 。  

・児 童 相 談 所 、子 育 て 支 援 課 と の 関わ り の あ る 家 庭 の 子 ど もの 入 園 申 請 に 際 し 、入 園 希 望 先が か た

よ ら な い よう 、 事 前 に バ ラ ン ス を 考え て 入 園 希 望 に つ な げ ても ら い た い 。  

・ 困 難 な 家庭 が ど こ の 機 関 と 連 携 すれ ば 良 い の か わ か り に くい 。  

・保 護 者 が 他 の 機 関 とつ な が る こ とを 求 め ず 拒 否 す る こ と が多 い 。ど の機 関 と つ な いで い け ば よ い

の か わ か らな い こ と も あ る 。  

・保 護 者 が 連 携 する こ と を 受 け 入 れら れ な か っ た り 、困 っ た 状 況 を認 め ら れ な い（ 受 け 入 れら れ な

い ） 時 の 対応 の あ り 方 。  

〔 小 学 校 〕  

・ど の よ う な 機 関が あ り 、ど の よ う に 連 携し て い く の か が 担当 経 験 の 薄 い 者 に と っ ては 、判 断 し づ

ら い 。  

〔 中 学 校 〕  

5.2 48.3 15.5 

3.4 

27.6 

よくある（週１回以上）

ときどきある（月１～数回程度）あまりない（年に１～数回程度）

まったくない 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=58)
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・経 済 的 に 困 難 で 課 題の あ る 子 ど もや 保 護 者 は、生 徒 指 導 上の 課 題 や 虐 待 ネ グ レ ク ト等 の 課 題 を 併

せ も つ 場 合が 多 く 、１ 人 の 生 徒 の 対応 を 複 数 の 機 関 と 個 別 に対 応 し な け れ ば な ら な いこ と が あ り

非 効 率 で ある 。  

・ ど こ に 相談 し て よ い の か わ か ら ない 場 合 が あ る 。  

・ ど こ の 範囲 ま で 関 わ っ て も ら う かの 判 断 が 難 し い 。  

・複 数 の 機 関 と 関わ っ た と き に 、一 堂 に 会し て 交 流 し た い が 、時 間を 調 整 す る の も 難し く 別 々 に 話

を 聞 い た りす る と 時 間 が か か っ て まと め て い く の が 大 変 。  

・ ケ ー ス 会議 を 重 ね る が 解 決 に 至 らな い 。  

〔 不 明 ・ 無回 答 〕  

・ カ ル テ のよ う な 経 過 観 察 表 の 統 一化 （ 関 係 機 関 の 統 一 把 握）  

個人情報について 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・問 題 の あ る 家 庭 の 情報 を ど こ ま でど こ の 機 関 に 相 談 し た ら良 い の か 、個 人 情 報 を 守る と い う 意 味

で も 難 し い課 題 で あ る 。  

・人 権 問 題 が あ るの で 、情 報 交 換 にも 限 度 が あ り 、本 当 の こ と が なか な か わ か ら ず に終 わ っ て い る

よ う に 感 じま す 。  

・ 人 権 を 尊重 し な が ら プ ラ イ ド を 傷つ け な い よ う な 体 制 で 支援 し て い き た い 。  

・ 個 人 情 報の 保 護 に つ い て 。  

〔 中 学 校 〕  

・ 保 護 者 及び 本 人 の 了 解 を 得 る こ と。  

情報共有について 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 担 当 職 員が 変 わ る こ と も あ る の で、 引 継 ぎ は 十 分 に 行 っ てい か な い と い け な い と 思う 。  

・ 内 容 の 共有 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 担 当 者 が変 わ る な ど し て 、 他 機 関内 で の 情 報 の 共 有 や 引 き継 ぎ が 難 し い 。  

・ い か に 情報 を 共 有 し 、 明 確 な 役 割分 担 を す る か 。  

時間の不足について 

〔 小 学 校 〕  

・ ケ ー ス 会議 等 を 設 定 す る 時 間 が ない 。  

・ 時 間 の 確保 。  

・ ケ ー ス 会等 の 時 間 の 確 保 。 度 重 なる 会 議 に よ る 担 当 者 の 負担 増 。  

〔 高 等 学 校〕  

・ 学 校 側 の教 職 員 の 日 常 の 業 務 も あり 、 連 携 す る た め の 時 間的 な 余 裕 が 充 分 に な い 。  

その他 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 日 常 的 に人 手 不 足 で あ る こ と と 、専 門 的 に 関 わ れ る 職 員 がい な い 。  

・病気 、け が な ど で 親の 迎 え の 緊 急を 要 す る 時 、「 連 絡 が つ かな い 」、「 迎 え の 体 制 が 整え ら れ な い 」

と い っ た 場合 の 対 応 先 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 費 用 、 日程 調 整 。  

〔 中 学 校 〕  

・ タ イ ム リー な 動 き に つ な が り に くい 。  
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〔８〕困難な家庭の子どもや保護者に対する支援の課題 

問８ 現在、貴校（園）において困難な家庭の子どもや保護者に対する支援を行

う上で、課題になっていることは何ですか。（該当する番号すべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難な家庭の子どもや保護者に対する支援の課題については、「学校（園）でどこま

でかかわる必要があるのかが、わからない」が 36.2%と最も多く、次いで、「教員（保

育士等）が多忙で対応できない」が 32.8%、「保護者と連絡がとれない」が 20.7%と

なっています。 

 

10.3 

5.2 

12.1 

5.2 

20.7 

32.8 

19.0 

8.6 

36.2 

8.6 

10.3 

12.1 

19.0 

7.3 

19.5 

9.8 

12.2 

31.7 

22.0 

24.4 

9.8 

46.3 

2.4 

0.0 

9.8 

63.4 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=58)

前回調査（H28）

(N=41)

相談する場所がない・わからない

支援を行いたくても予算がない

支援を行うノウハウがない

子どもと連絡がとれない

保護者と連絡がとれない

教員（保育士等）が多忙で対応できない

スクールソーシャルワーカーが不足して
いる

家庭支援推進保育士が不足している

学校（園）でどこまでかかわる必要があ
るのかが、わからない

特定の家庭を特別に支援することへの批
判が懸念される

学校（園）内に対応できる体制がない

その他

無回答

(MA%)

（その他内訳） 

〔 保 育 園 ・幼 稚 園 〕  

・ 母 親 が どれ だ け 日 本 語 わ か っ て いる か 。  

〔 小 学 校 ・中 学 校 ・ 高 等 学 校 〕  

・ 家 庭 へ の働 き か け 支 援 に 福 祉 が 積極 的 に か か わ っ て ほ し い。  ・ 教 員 の 数 が 足 り ない 。  

・ 親 （ 保 護者 ） の 指 導 が 必 要 な 場 合、 ど う す べ き か と い う こと 。  

・ 様 々 な 学生 の 事 情 が あ り 、 大 学 とし て 制 度 内 で の 対 応 に なら ざ る を 得 な い 。  
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〔９〕困難な家庭の子どもや保護者に対して必要な支援 

問９ 今後、困難な家庭の子どもや保護者に対し、どのような支援が必要である

と思いますか。（該当する番号すべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難な家庭の子どもや保護者に対し必要な支援については、「生活や就学のための経

済的補助・援助」が 51.7%と最も多く、次いで、「進路や生活などについてなんでも

相談できるところ」が 46.6%、「関係機関による支援のネットワークの整備」が 44.8%

となっています。 

 

37.9 

51.7 

32.8 

46.6 

25.9 

10.3 

32.8 

20.7 

15.5 

24.1 

6.9 

25.9 

24.1 

17.2 

37.9 

24.1 

12.1 

44.8 

5.2 

8.6 

38.7 

66.1 

40.3 

50.0 

27.4 

14.5 

33.9 

25.8 

17.7 

33.9 

9.7 

30.6 

19.4 

25.8 

38.7 

25.8 

12.9 

46.8 

8.1 

1.6 

0 20 40 60 80

今回調査（H30）

(N=58)

前回調査（H28）

(N=62)

保護者が家にいないときに子どもを預かる
場やサービスの提供

生活や就学のための経済的補助・援助

給付型の奨学金制度の整備

進路や生活などについてなんでも相談でき
るところ

仲間と出会え、一緒に活動できるところ

自然体験や集団遊びなどいろいろな活動機
会の提供

地域における子どもの学習の支援

学校の放課後や土曜日の学習の支援

夏休み期間中の教室開放（自習室）

読み書き計算などの基礎的な学習への支援

会社などでの職場体験などの機会の提供

仕事に就けるようにするための就労に関す
る支援

子どものみで無料もしくは安価で食事がで
きる場所の提供

進学や資格を取るための学習の支援

スクールソーシャルワーカーによる支援

家庭支援推進保育士による支援

バスや電車などの公共交通機関の充実や費
用の負担軽減

関係機関による支援のネットワークの整備

その他

無回答

(MA%)
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〔10〕自由意見 

問10 最後に、子どもの貧困やその対策について、ご意見などがありましたら、

ご自由にお書きください。 

 

貧困が見えにくい 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・ 今 年 度 はそ れ ほ ど 貧 困 な 家 庭 は ない 。 た だ 貧 困 で は な く ても 保 育 料 や 材 料 費 な ど が支 払 わ れ ず 、

滞 っ て い る家 庭 は あ る 。 ど こ か ら が貧 困 で 貧 困 で な い か を 見き わ め る の が 非 常 に 難 しい 。  

・貧 困 家 庭 は な かな か 見 つ け に く い状 況 で 、保 育 料 を 払 わ ない 家 庭 が あ り ま す が 、そ れ が 貧困 と は

つ な が り ませ ん 。単 に お 金 の 使 い 方が 誤 っ て い た り 、ル ー ズ だ っ たり す る こ と が 多 いの で 、た く

さ ん の 子 ども た ち の 中 か ら 見 つ け るの は 大 変 で す 。子 育 て 支 援、家 庭 支 援 の 保 育 士 が不 足 し て い

て 、 取 り 組む こ と が 大 変 で す 。  

・今 の と こ ろ 、地 域 で は 貧 困 家 族 はな い 。も し、園 児 が 途 中で 生 活 に 苦 し く な っ た りし た 場 合 、早

く 気 づ い てあ げ ら れ る よ う に （ 保 護者 の 方 の 様 子 や 、 園 児 の様 子 等 ） し て い き た い 。  

・余 程 ひ ど い 状 況 で な い と 表 に 出 てこ な い の で 気 付 き に く い。「 困 っ て い る 」こと が 相 談 で き る（気

楽 に ） 機 関を 整 備 し て ほ し い 。  

・ 幼 稚 園 では 、 生 活 の 困 難 な 家 庭 が少 数 な た め 、 目 立 っ て しま う こ と が あ る 。  

〔 小 学 校 〕  

・ 気 を つ けて い る が 、 見 え に く い 。子 ど も を 通 し て な の で 余計 に 見 え に く い と 思 わ れる 。  

〔 不 明 ・ 無回 答 〕  

・貧困 を ア ピ ー ル す る 家 庭 は 少 な いと 思 う の で 表 面 だ け で なく 、子 ど も の 様 子 や、服 装 、言 動 など

か ら 早 期 に気 づ き 、 対 応 し 、 支 援 して い く こ と が 大 切 だ と 感じ る 。  

その他 

〔 保 育 所 ・幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 〕  

・今 年 度 初 め て 支援 の 必 要 が あ る 園児 を 預 か る こ と に な り 、不 安 なこ と が 多 い で す 。子 育 て支 援 課

の 方 と 密 に連 絡 を 取 り 、 し っ か り 支援 で き た ら と 思 い ま す 。  

・ 子 ど も の貧 困 と 言 わ れ る が 、 原 因は ど こ に あ る の か 。 親 の金 銭 感 覚 、 清 潔 面 に 対 する 意 識 な ど 、

親 自 身 の 自覚 と 責 任 が 一 番 問 わ れ ると こ ろ で は な い か 。 ま ずは 、 親 の 指 導 が 大 切 と 思わ れ る 。  

・社 会（ 行 政）の 対 応 が 充 実 す ぎ ると（ う れ しい こ と で は ある が ）一 方で 、親 の 自 覚 、責 任 の 力 が

低 下 し て いっ て い る 。  

・み え て い ない だ け か も し れ ま せ んが 、身 近 に は い な い と 感じ て い ま す 。た だ 、行 政 や 、園 、地域

が 共 通 理 解を し て お か な け れ ば な らな い の で は 、 思 い ま す 。  

・外 国 籍 の 子 ど も や 保護 者 と 意 思 疎通 す る た め の 通 訳 さ ん がい つ で も 来 て も ら え る。ま た は 定 期的

に 来 て も らえ る 体 制 を つ く っ て ほ しい （ タ ガ ロ グ 語 、 中 国 語等 ）。  

・ 子 ど も は宝 で す 。 少 子 化 に 向 っ てい く 現 代 に お い て こ の先 20 年 、30 年 先 の 社 会を 担 っ て く れ

る 主 人 公 であ る こ と を 考 え る と 子 ども を 育 て る こ と に 十 分 な支 援 を し て い く こ と が 不可 欠 で す 。

貧 困 ゆ え に夢 を あ き ら め な け れ ば なら な い の は な ん と も 悔 しい こ と で す 。一 人 一 人 が夢 を も て る

社 会 に な るよ う 知 恵 を 出 し 合 い 十 分な 予 算 の 確 保 と 資 源 の 有効 活 用 を は か り た い 。  

・ 保 護 者 や預 り 広 場 の 支 払 い で 困 って お ら れ る 家 庭 、 日 々 の生 活 に 忙 し く 、 子 ど も にあ た た か く 、

優 し く 向 き合 え な く な っ て い る 家 庭な ど が あ り、子 ど も が 不安 定 に な っ て い る。基 本 的 な 生 活 習

慣 が 整 わ ない な ど 、 子 ど も の 体 や 心の 成 長 に 影 響 が 出 て く るこ と も あ る 。  

・人 権 の 面 に お い て 十分 な あ た た かい 配 慮 を 園 児 や ク ラ ス の園 児 、保 護者 へ の 丁 寧 にし て い く 必 要

が あ り 、 職員 の し っ か り と し た 人 権感 覚 や 指 導 の 力 量 が 必 要で あ る 。  
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〔 小 学 校 〕  

・い ろ い ろ な 課 題を か か え る 家 庭 、子 ど もが ど ん ど ん 増 え てい ま す 。適 切 な 支 援 援 助を よ ろ し く お

願 い し ま す。  

・比較 的 安 定 し た 環 境 で 生 活 を し てい る 児 童 が 多 い 。た だ 、近 年 離 婚 に伴 い 、母 子 で 親 元 で あ る 学

区 へ 戻 っ てこ ら れ る 家 庭 が 目 立 つ 。今 の と こ ろ そ の 児 童 が 経済 的 に 困 窮 す る と い う こと に は な っ

て い な い が注 視 し て い く こ と も 必 要で あ ろ う 。  

・子ど も は 社 会 の 宝 で あ り 、地 域 の 未 来 そ の も の で す。貧 困 に 限 ら ず 、困 難 な 状 況 にあ る 子 ど も を

社 会 合 体 で支 え 、負 の連 鎖 を 断 ち 切る た め の し く み づ く り が必 要 だ と 思 い ま す。ま ず は 福 祉 や 医

療 と 教 育 がし っ か り 連 携 し て い く こと が 欠 か せ な い と 日 々 感じ て い ま す 。  

〔 中 学 校 〕  

・子 ど も の教 育 に 対 し て の 援 助 が 子ど も に 対 し て 確 実 に 使 われ る よ う に ル ー ル の 整 備を お 願 い し た

い 。  

・ 奨 学 金 や給 付 金 が 適 正 に 使 わ れ るよ う な 在 り 方 。  

〔 高 等 学 校〕  

・子 ども の 困 難 さ の 背 景 の か な り の部 分 は 、経 済 的 な 困 難 さが あ る と 思 う 。従 って 、国・県・市 が 、

そ れ ぞ れ の 権 限 を 使 っ て 経 済 的 に 困 難 な 家 庭 へ の 支 援 を 行 う べ き で あ る 。 日 本 の 将 来 の た め に

も 、 教 育 のた め に も っ と お 金 を 使 うべ き で あ る 。  

 

 



Ⅱ-６．子どもへの調査（学習支援児童生徒対象） 

- 212 - 

Ⅱ-６．子どもへの調査（学習支援児童生徒対象） 

〔１〕学年 

問１ あなたの学年を教えてください。（あてはまる番号１つに○をつけ、（  ）の中に数

字を書いてください） 

 
 

 

 

 

 

 

 

■学年 

 

 

 

 

 

回答者は、すべて中学生で、学年は、「中学３年生」が 62.5%と最も多くなっています。 

 

〔２〕性別 

問2 あなたの性別を教えてください。（あてはまる番号１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

性別は、「男」が 41.7%、「女」が 58.3%となっています。 

0.0 

17.4 

100.0 

65.2 

0.0 

17.4 

0.0 

0.0 

小学生 中学生

高校生

無回答

今回調査（H30）
(N=24)

前回調査（H28）
(N=23)

(%)
0 20 40 60 80 100

12.5 12.5 62.5 12.5 

中学１年生

中学２年生

中学３年生 無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=24)

41.7 58.3 

0.0 

0.0 

男 女

答えたくない

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=24)
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〔３〕学校の授業（勉強）について 

問３ あなたは、学校の授業（勉強）はよくわかりますか。（あてはまる番号１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

学校の授業（勉強）の理解については、「あまりわからない」が 41.7%と最も多く、次いで、

「まあまあわかる」が 29.2%となっています。 

 

〔４〕学校について 

問４ あなたは、学校はたのしいですか。（あてはまる番号１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

学校が楽しいかについては、「たのしい」と「まあまあたのしい」を合わせた『楽しい』が 66.7%

となっています。 

 

〔５〕学習支援での勉強の理解について 

問５ あなたは、ここでの勉強はよくわかりますか。（あてはまる番号１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

勉強がよくわかるかについては、「よくわかる」と「まあまあわかる」を合わせた『わかる』

が 83.3%となっています。 

8.3 

4.3 

29.2 

34.8 

16.7 

34.8 

41.7 

17.4 

4.2 

8.7 

0.0 

0.0 

よくわかる まあまあわかる ふつう あまりわからない

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=24)

前回調査（H28）
(N=23)

(%)
0 20 40 60 80 100

29.2 

39.1 

37.5 

30.4 

25.0 

13.0 

0.0 

8.7 

4.2 

8.7 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

たのしい まあまあたのしい ふつう

あまりたのしくない

たのしくない

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=24)

前回調査（H28）
(N=23)

(%)
0 20 40 60 80 100

50.0 

39.1 

33.3 

39.1 

4.2 

13.0 

8.3 

0.0 

4.2 

8.7 

0.0 

0.0 

よくわかる まあまあわかる ふつう

あまりわからない

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=24)

前回調査（H28）
(N=23)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔６〕学習支援での勉強は楽しいか 

問６ あなたは、ここでの勉強はたのしいですか。（あてはまる番号１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

勉強は楽しいかについては、「たのしい」と「まあまあたのしい」を合わせた『たのしい』が

87.5%となっています。 

 

〔７〕学習支援での勉強が楽しいと思う理由 

問６で「たのしい」か「まあまあたのしい」に○をつけた方のみ 

問6-1 ここは、どんなところがたのしいですか。「その他」を回答した人は、（  ）の中

にどんなところが楽しいかを書いてください。（あてはまる番号すべてに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習支援での勉強が「たのしい」、「まあまあたのしい」とお答えの方に、その理由をたずねた

ところ、「自由に勉強できるところ」が 52.4%と最も多く、次いで、「いろんな人に相談できる

ところ」が 38.1%、「誰かとおしゃべりできるところ」が 33.3%となっています。 

41.7 

65.2 

45.8 

17.4 

4.2 

4.3 

4.2 

0.0 

0.0 

4.3 

4.2 

8.7 

0.0 

0.0 

たのしい まあまあたのしい ふつう

あまりたのしくない

たのしくない

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=24)

前回調査（H28）
(N=23)

(%)
0 20 40 60 80 100

52.4 

33.3 

38.1 

23.8 

23.8 

28.6 

14.3 

4.8 

47.4 

47.4 

42.1 

26.3 

31.6 

26.3 

0.0 

5.3 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=21)

前回調査（H28）

(N=19)

自由に勉強できるところ

誰かとおしゃべりできるところ

いろんな人に相談できるところ

友だちにあえるところ

のんびりできるところ

なんとなくたのしい

その他

無回答

(MA%)
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〔８〕学習支援に来ることになったきっかけ 

問７ あなたが、ここに来ることになったきっかけを教えてください。「その他」を回答した

人は、（  ）の中に、どういうきっかけでここに来ることになったかを書いてください。

（あてはまる番号すべてに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習支援に来ることになったきっかけについては、「親に教えてもらった」が 37.5%と最も多

く、次いで、「ここの人から直接教えてもらった」が 20.8%、「市役所の人に教えてもらった」

が 16.7%となっています。 

 

〔９〕これからも学習支援に来たいか 

問８ あなたは、これからもここに来たいですか。（あてはまる番号１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

今後も学習支援に来たいかについては、「来たい」が 75.0%、「来たくない」が 4.2%、「わか

らない」が 20.8%となっています。 

37.5 

4.2 

0.0 

16.7 

20.8 

8.3 

0.0 

16.7 

12.5 

52.2 

0.0 

21.7 

4.3 

13.0 

8.7 

0.0 

13.0 

0.0 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=24)

前回調査（H28）

(N=23)

親に教えてもらった

学校の先生に教えてもらった

友だちに教えてもらった

市役所の人に教えてもらった

ここの人から直接教えてもらった

チラシやポスターで知った

インターネットで知った

その他

無回答

(MA%)

75.0 

78.3 

4.2 

4.3 

20.8 

17.4 

0.0 

0.0 

来たい 来たくない

わからない

無回答

今回調査（H30）
(N=24)

前回調査（H28）
(N=23)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔10〕週に何日くらい来たいと思うか 

問８で「来たい」を選んだ方のみ 

問8-1 あなたは、ここに、週に何日くらい来たいとおもいますか。（（  ）の中に、数字

を書いてください） 

 
 

 

 

 

 

 

週に何日くらい来たいと思うかについては、「１日」、「２日」がそれぞれ 33.3%と最も多くな

っています。 

 

〔11〕学習支援に来ることで変化はあったか 

問９ あなたは、ここに来ることで、何か変化はありましたか。（あてはまる番号すべてに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習支援に来ることであった変化については、「学校の授業がわかるようになってきた」が

50.0%と最も多く、次いで、「勉強がたのしくなってきた」、「自分の進路がはっきりとしてきた」

がそれぞれ 33.3%なっています。 

33.3 

27.8 

33.3 

27.8 

11.1 

22.2 

11.1 

5.6 

5.6 

5.6 

0.0 

0.0 

0.0 

5.6 

5.6 

5.6 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日

６日

７日

無回答

今回調査（H30）

前回調査（H28）

(%)
0 20 40 60 80 100

(N=18)

50.0 

29.2 

12.5 

33.3 

33.3 

16.7 

25.0 

4.2 

0.0 

8.3 

12.5 

0.0 

26.1 

21.7 

17.4 

17.4 

13.0 

17.4 

39.1 

4.3 

17.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60

今回調査（H30）

(N=24)

前回調査（H28）

(N=23)

学校の授業がわかるようになってきた

学校の成績が上がってきた

学校がたのしくなってきた

勉強がたのしくなってきた

自分の進路がはっきりとしてきた

将来の夢・目標を持つことができた

いろいろな人と話ができるようになった

変わらない

ここに来る前よりわるくなった

わからない

その他

無回答

(MA%)
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〔12〕気持ちの変化 

問10 あなたは、ここに来る前と今をくらべて、どんな気持ちの変化がありましたか。ここ

に来る前の気持ちを「ふつう（５点）」としたとき、今の気持ちを１～10点の間で回答

してください。（あてはまる番号１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

学習支援に来る前と比べてあった気持ちの変化については、良い方向への気持ちの変化があっ

た子どもたちが多くなっています。 

 
 

〔13〕どの学校まで行きたいか 

問11 あなたは、将来、どの学校までいきたいと思いますか。（あてはまる番号１つに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

どの学校までいきたいと思うかについては、「高校」、「専門学校」がそれぞれ 25.0%と最も多

くなっています。 
 

0.0 

0.0 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.2 

21.7 

8.3 

0.0 

16.7 

13.0 

4.2 

30.4 

33.3 

17.4 

8.3 

8.7 

20.8 

8.7 

１点（とてもつらい）

２点

３点

４点

５点（ふつう）

６点

７点 ８点 ９点

10点（とてもたのしい）

無回答

今回調査（H30）
(N=24)

前回調査（H28）
(N=23)

(%)
0 20 40 60 80 100

0.0 

0.0 

25.0 

47.8 

25.0 

4.3 

20.8 

34.7 

0.0 

0.0 

12.5 

13.0 

16.7 

0.0 

中学校 高校 専門学校 大学

大学院

わからない 無回答

今回調査（H30）
(N=24)

前回調査（H28）
(N=23)

(%)
0 20 40 60 80 100
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〔14〕将来の夢や目標 

問12 あなたの、将来の夢や目標を教えてください。 

 

将来の夢や目標 

・介護福祉士  ・料理人  ・イラストレーター（３件）  ・プログラマーになりたい 

・学者になりたい  ・まよっている。  ・韓国語、英語の通訳  ・看護師 

・高校や大学で見つけられるといいなと思っています。 

 

〔15〕将来の夢や目標をかなえるために必要なもの 

問13 あなたの、将来の夢や目標をかなえるために、必要なものは何ですか。（あてはまる

番号すべてに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の夢や目標をかなえるために必要なものについては、「学力・勉強」が 83.3%と最も多く、

次いで、「お金」が 54.2%、「親の応援」が 41.7%、「大人の手助け・協力」が 37.5%なってい

ます。 

〔16〕自由意見 

問14 あなたが、ほかに伝えたいことや言いたいことがあれば、なんでもよいので自由に書

いてください。 

 

ほかに伝えたいことや言いたいこと 

・学校で必要な物にお金がかかる。何も持ってきていないので全部買わないといけない。 

・国語の問題の量やレベルを上げてほしい。 

・日本の社会のしくみ知りたい。 

83.3 

54.2 

41.7 

29.2 

37.5 

29.2 

12.5 

0.0 

16.7 

0 20 40 60 80 100

学力・勉強

お金

親の応援

学校の先生

大人の手助け・協力

友だち

その他

わからない

無回答

(MA%)
(N=24)
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Ⅱ-７．関係団体への聞き取り調査 

Ⅰ 調査実施概要 

１ 調査目的 

  保育・教育機関等を対象とした、子どもの貧困に関するアンケート調査の回答者に対して、

回答内容についてさらに詳しくたずねる訪問インタビューの機会を設け、今後の計画策定にか

かる子どもの貧困対策に関する施策の検討・立案等への基礎資料とする。 

２ 調査の位置づけ 

子どもの生活に関する資源量アンケートおよび子どもへの支援に関するアンケート結果の補

完的な意見の把握 

３ 調査対象  

・子どもの生活に関する資源量アンケート回答者 

（子ども食堂や学習支援などの団体の代表、スクールソーシャルワーカー、支援員など） 

・子どもへの支援に関するアンケート回答者 

（保育所・認定こども園・幼稚園・小学校・中学校・大学などの職員） 

上記から計 13 件 

     

４ 調査手法 

訪問によるデプスインタビュー（深層面接調査） 

５ 実施期間 

平成 31 年 1～２月 

６ 調査項目 

●経済的に困窮する家庭への接触機会 

●困難な家庭に関する具体的な状況 

●困難な家庭の子ども・保護者に対する支援の状況 

   ・子どもへの支援 ・保護者への支援 

●現在、支援を行う上で連携している機関や団体、連携の頻度 

●今後、支援に取り組むため、連携が必要に機関や団体 

●他の機関や団体と連携する際の課題 

●子どもや保護者の支援を行う上での課題 

●今後、困難な家庭の子どもや保護者に必要な支援 

●子どもの貧困やその対策についての意見 
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Ⅱ 調査結果概要 

 

ヒアリングによる発言内容全体を概観し、主要意見、主な傾向やその対策等について列記する。 

 

①困難な家庭の子どもや保護者の実態 

＜全般＞ 

・経済的な困窮がみられる家庭の件数については、調査対象により回答は様々である。調査方

法は、アンケート結果を掘り下げる定性的なヒアリング調査であるため、「経済的な意味での

困窮家庭は 1 件であるが、その他困り事を抱える家庭を含むと４件」、「就学援助者は 30 名

弱いるが、要保護家庭の件数自体は３、４件」、「滞納があっても困窮しているかどうかわか

らない。明らかに困窮がみられるのは３人。生徒数 500 人のなかで 10 人弱と予想される」

といった回答がみられた。 

・全体として、経済的な困窮がみられる家庭という意味では、各学年（各年齢）で、10 人以

内といったところである。 

・親子関係がうまくいかない家庭、就労の状況により子どもとの関わりが薄い家庭がみられる。 

・経済的困窮、金遣いの粗さ、ネグレクト、力ずく、過干渉など。 

＜保育所等＞ 

・家庭支援にあがっている家プラス明らかに心配な家の件数として、10 家族以内である。た

だし、見えない部分は把握していない。 

＜小学校・中学校・高等学校＞ 

・概ね小学校から高校については、１件という回答から 30 件程度という回答まで得られた。

児童・生徒数によって割合は異なってくるが、各学年で 1 ケタ台までというところであり、

10 名を超えるほどではない。 

＜大学＞ 

・大学では、経済的困窮のある子どもや家庭の件数について把握と断定は難しいが、授業料の

滞納等が一定数みられる。また、奨学金制度等、何らかの助成金を得ている学生も一定数み

られる。授業料の納付や奨学金を受けているからといって、生活困窮等の状況が顕著である

とは言い切れない。大学については、本人の意思により、身繕いや生活習慣等の選択ができ

アルバイト収入を得られる年齢に達しているためか、外見や生活態度から経済的な困窮を推

し量ることは難しいと考えられる。 

＜子ども食堂＞ 

・生活保護の受給家庭や困窮家庭、母子家庭を対象として実施。 

・子どもは、あまり家庭の問題を語らない。 

＜学習支援＞ 

・大津いじめ事件をきっかけに、いじめについての認識が高まっている。「これはいじめになる

か」、「うちの子はいじめられているのでは」といった不安を抱える親が多くなっている。 

・送迎時に保護者との接触があるため、預かり中の出来事をきちんと説明している。 

 



Ⅱ-７．関係団体への聞き取り調査 

- 221 - 

②困難な家庭の具体的な状況 

○支払いができない状況について 

・滞納や長期未納のある人も、ノート等の支払い等についての滞納がみられず、短期的な一部

の支払いについては、精一杯しようという姿勢自体はうかがえる。 

・遠足や修学旅行の参加費、給食費の支払い、学級費の支払い等の滞納については、アプロー

チをかけている。 

・担任からの連絡でなく、事務方から連絡して、お支払をお願いする。支払の計画を聞きなが

ら、無理のないように支払っていただく。 

・給食費の滞納が 30 件くらいあるという学校。 

・多重債務の状態で子どもにかかる費用が支払えないというケース。 

・国や県の奨学金では足らず、社協の制度を利用している例。 

・生活保護の給付をはなれても依然、困窮していて、貸付が多いという問題がみられる。 

○制服・体操服、学習用品が購入できない状況について 

・卒業した生徒等の譲渡による制服・体操服等の保管がある。社会福祉協議会との連携により、

生徒の状況を見越して制服だけでなく衣服・下着等を用意し、困っている生徒に与えている。 

・転入、入校時に「制服が買えない」と学校に行ってくるケースがある。その場合は、学校で

キープしている制服を与える。 

・洋服や学習用具等を買ってもらえない家庭がある。選択制の教材の場合、困難家庭では買わ

ない傾向にある。 

○入浴、衛生について 

・頭髪や身体の臭い、着衣の状況等により、入浴や洗濯がおろそかになっている状況がうかが

える。 

・デリケートな部分であるので、注意の仕方も工夫がいる。 

・他の児童・生徒からの目から守るためにも、施設や校内のシャワー、お風呂を使わせて対応

する。 

・低年齢児のいる園等では、園で用意している下着・洋服を着替えさせて、洗濯する場合もあ

る。 

・施設での着替えや洗濯、入浴等により、それとなく、保護者に清潔な身繕いを促す。 

・入浴していないことを、オープンな関係により、直接指摘するお母さんもおられる。 

・子ども食堂で、においのある子どもに特に何かするのは特別扱いになるためしない。 

○朝食等の摂取状況について 

・経済的な困窮ということに関わらず、規律正しい朝食摂取を行っていない家庭が多くみられ

る。 

・就寝時間が遅く、起床時間も遅く、朝食を摂っていないケースもみられ、背景にゲーム等の

影響による夜更かし、多忙な保護者が準備をしないといった状況が考えられる。 

・朝食を摂っていない子どもは、痩せていたり、お昼の給食をたくさん食べたりする。 

・朝食が果物だけとか、お菓子といったケースもみられる。 

・低年齢児がいる保育施設では、朝ご飯を食べる時間がない子どももおり、朝の時間帯に持参

した食べ物を食べる時間帯をとって対応している。 

・保護者が３日ほど不在で、子どもに 1,000 円程度渡して、食品を自分で購入する子どもの
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例。３日目には足りなくなり、社協が食料を持参して駆けつけるというケースもある。 

・経済的困窮を抱える家庭では、保護者の帰宅が遅く、食材が乏しいという例もある。 

・大阪や豊郷町のように「朝給食」があるとよいと思われる一定数の子どもがみられる。 

○不登校について 

・保育所・幼稚園においては、「保護者が連れてこない」というケースは少ないが、保護者の心

理状態や家庭内のトラブル等、何らかの事情により子どもの養育がおろそかになるケースも

うかがえる。 

・小学校、中学校、高校については、不登校の児童・生徒は一定数みられる。回答例としては、

「各学年に５人ずつくらいいる」、「家庭環境に問題があるケースが多い」 

・不登校については、全欠の場合も多いが、「１学期は欠席していたが、２学期は時々出て来て

いる」、「好きな授業のときは来る」、「放課後に登校するときもある」といった変動や改善が

みられる場合もある。 

・不登校からの脱却に向け、担任が生徒の来やすい「この曜日に登校を」と決めていたり、「放

課後でもいいから登校を」と促している場合もある。 

・不登校までいかないが「学校に行きしぶる生徒も、頑張って登校している」ケースもある。 

・不登校児・生徒には、登校を促す電話連絡、訪問もしている。 

・連絡が取りづらいこともある。 

○子どもや保護者との連絡がとれない状況について 

・固定電話がなく携帯電話のみの家庭も多い。着信履歴で折り返しコールバックがある場合は

いいが、出てもらえないだけでなく、着信拒否や不通等もみられる。 

・インターホンに出ないご家庭もある。 

・子育て支援課にケース担当の方がおられるので、担当の方に動いていただく。保護者と連絡

をとっていただいたり、訪問することもある。 

・訪宅しても出ない、電話に出ないケースは、そういう家であると決めつけがち。だが、そう

いう家庭こそに支援が必要である。 

○外国籍の方への対応について 

・両親ともに日本語が話せない場合もあるが、子どもがしっかり日本語を話せる家庭もある。 

・両親のうち、どちらかが外国籍で日本語を話せない、子どももまだ話せないといったケース

には、日本語の話せる保護者のほうへのアプローチで対応する。 

・子どものテスト用紙に、漢字にはルビを振ることもある。 

・保護者のどちらかが日本語を話せない場合、話せるほうの保護者にアプローチしたり、子ど

もが話せるので通訳を頼んだりといった対応をしている。 

・外国籍でも非常に熱心で日本語コミュニケーションに意欲的な保護者もいる。 

・外国籍の子どものうち、学習言語能力が低いと学力が低い傾向にある。友達とのコミュニケ

ーションは図れるし、日常会話ができるために「問題なし」とすることに問題がある。 

・外国籍の子どもたちが学力の低い傾向は、全国的な現象であり、今後も外国籍の児童・生徒

が増えるため、大きな課題となる。 

・家庭では多言語が飛び交い、アイデンティティはないし、言語の壁は大きい。 

・学校や病院への書類記入など事務手続きについては、ある程度の語学力が必要。 

○生活（リズム、態度、マナー） 
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・両親が昼夜逆転のような生活の場合、生活リズムが子どもに影響してくる。 

・小さな子どもが、夜遅くまで起きているケースがみられる。 

・整理整頓ができていない。物が散乱している家、ごみ屋敷に近い家等がみられる。そういう

家に限って、ペットを何種類も何匹も飼っている場合がある。すると臭いが発生する。動物

好きということで、「優しさ」はあるが、寂しさを紛らわすためとも考えられる。 

・「何をするのも綱渡り的な生活」をしている家庭では、子どもも無理が言えない。 

・10 時開始の子ども食堂に、11 時になっても来ないため、電話をかけてあげると「寝ていた」

というケースがある。食べるのは 12 時なので、11 時までに連絡つけば来るよう促す。 

○学力 

・中学生が下のきょうだいの面倒をみるケースでは勉強時間がなくなり、学力が低下する。 

・九九を言えない、分数の計算をわかっていない、アナログ時計の見方を知らない、住所が書

けない、といった子どもたちがみられる。 

○その他 

・上の子ども（きょうだい）に、乳幼児の面倒をみさせるケース。 

・ゆとりがないためか、読み書き算数等、学力が遅れている。 

・１日３食が習慣化されていない家庭がみられる。 

・保護者に心の余裕がないことで、子どもにあたる。 

・保護者のダブルワークや夜勤で、子どもに接する時間が少ないケース。 

・親に構ってもらえない子どもが、学校で問題を起こし教師に構ってもらおうとするといった

ケースがみられる。 

‣父子世帯、母子世帯は子どもとの関係が 1 対 1 になるので、逃げ場がなくなる。 

・友達との関係性をつくりにくい子ども、距離をつかむのが難しいという子どもが多い。 

・中学校での給食が開始されたことにより、登校する人が増えただけでなく、コンビニ前で食

べ散らかすといった光景もみられなくなった。 

・社会的擁護が必要な家庭は増えている一方、送迎が面倒なため、せっかくの支援をやめてし

まうケースが増えている。 

・子ども食堂は、学校に行く・行かない、勉強についていける・いけないといった話が多い。 

 

③困難な家庭への支援 

・「子どもや保護者と本音で話す」ということを目指している。 

・スクールカウンセラー、子育て支援課にはお世話になっている。 

・市の方には、お母さんの面接もしていただいている。 

・負の連鎖を断ち切る手立てが必要。母親も、子どもと同じように育てられてきたため、同じ

ような子育てしかできないケース、同じような物言いしかできないケースがみられる。 

・困難な境遇に育った親の心理状態を救うことも必要。 

・「困っているが、やり方がわからない」という人への対応が必要。 

○子どもへの支援 

・人とのコミュニケーションや学力面で、発達の心配がある子どもについては、外部の専門家

の発達相談、巡回相談や検査を受けてもらうということもある。 

・学校に行きしぶる子どもの現状に対して、学校として何ができるのか模索している。 
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・土曜支援を実施している。経済的な理由だけでなく、色々な理由で希望がある。塾に行けな

い子ども、学力的に厳しい子ども、自発的に進んで土曜支援に来たい子ども等。定員 20 名

で実施している。 

・高校生では精神的に不安定な状況にいる場合も多くスクールカウンセラーのカウンセリング

を受けさせることも多い。教職員も子どもの支援についてスクールカウンセラーに相談する

ことがある。 

・学習面で課題のある生徒については、放課後や長期休暇中に個別指導を行っている。 

・困難な家庭状況や虐待などが考えられる場合は子ども家庭相談センターに連絡をすることが

ある。 

・子どもたちの出すシグナルに対して、できるだけのことはするが、特別に抱っことかはせず、

線引きしている。やりすぎると、期待されるため。言葉で認め、寄り添う。 

・「声かけチェックシート」で、職員に声をかけてもらっていない子どもがないように確認して

いる。 

・放課後の時間帯、態度の指導に、自由なところときっちりするところでメリハリをつける。

あいさつ時はお行儀よく、勉強が終われば自由に遊べるなど。 

○保護者への支援 

 ・親に対してもスクールカウンセラーのカウンセリングを受けてもらうことがある。 

・経済的な困難が考えられる場合は市町の社会福祉関係と連携する場合がある。また、進学に

際しての奨学金制度を紹介して利用してもらう場合もある。 

・スクールカウンセラーの実態例として、年間 100 時間（県から派遣）、１人当たり１時間、

１日４時間、月２回程度。親が受ける場合、不登校に関することが多い。 

・学校への不信感や誤解が見受けられるが、学校ではない支援組織として、うまく間に入って

いる。「学校が悪い」といったことには同意しないが、極力お話は承る。 

・自分自身で答えが導けるようにというスタンスでいる。 

・実験的に、お迎え時のコーヒーサービスを行ったことがあるが、孤立者も顔のみえる関係が

築けるなど好評を得た。何らかのかたちで、こうした場・機会づくりを常態化できるとよい。

保育所、カフェ、文庫の複合機能や穏やかな気持ちになれる場など。 

 

④現在、連携している機関・団体など 

・「市の子育て支援課との連携が一番多い」という回答が多い傾向にあり、「何かあったときに

は子育て支援課さんに動いていただいて、お世話になっている」、「ご家庭への直接の連絡、

訪問もしていただく」、「学校の担任等に話せないようなことも、相手が変わると話せる」と

いった実態がみられる。 

・卒業後の進路決定のためのハローワークとの連携。 

・何かトラブルがあれば、児童相談所との連絡が必要となる。 

・社会福祉協議会 

・子育て支援課や学習支援との情報交流がある。 

 

⑤機関・団体との連携の頻度 

・保育・教育機関において、連携が「よくある」のは、「子育て支援課」との回答傾向が強い。 

・問題を地域で解決できる仕組みづくりがあるとよい。 
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⑥今後、連携が必要な機関・団体 

・現在、連携している機関・団体との一層の結びつきを図る他、現在は連携していないが、新

たに連携したいところを加えている回答が多い傾向がみられる。 

・将来的な進路、社会人として就労していくにあたり、教育機関としては、ハローワークや企

業・事業所とのパイプを強化することを望まれている。小学校では、体験学習との兼ね合い

においての企業・事業所をあげる例もみられる。 

・保育施設において、保護者支援に関して、警察との連携を必要とする声もある。保護者が警

察にお世話になっていたことや、虐待や暴力、騒ぎ等の問題、家族内での親権トラブル等に

関する対応等の局面に際して、つながりがあるとスムーズ。 

・小・中・高への入学時の連携が必要。 

・虐待への対策に関連して、今後、警察との連携が必要と考えている。 

・母子家庭の就労に関連して、民間企業との連携。 

 

⑦他の機関や団体と連携する際の課題 

・経済的な困難を抱える家庭は、虐待やネグレクト等の他の課題を併せ持つ複合的な事例が多

い。そのため、一人の生徒に対して、複数の機関が連携をとりながら個別対応していく必要

がある。 

・学校側の教職員の日常の業務もあり連携するための時間的な余裕が十分にない。 

・他機関との連携に際し、「主として担うのは誰か」となる。 

 

⑧困難な子ども・保護者に対する支援を行う上での課題 

・スクールソーシャルワーカーの存在はありがたいが、もっと活用できるとよい。本市では、

現在、必要時に対応というかたちであるため、問題が浮上してもタイムリーに相談できずに、

棚上げになってしまいがちである。 

・スクールソーシャルワーカーは常駐していれば理想だが専門職がいない。 

・将来的にはスクールソーシャルワーカーが増員配置される方向であると思うが、どのように

対応してくれるのかイメージがわかない。 

・子どもにとって「ああいう人になりたい」というモデルがなく、関わっている目の前の親を

モデルにすると、将来が限定される。 

・希望者の多い保育所としては、本当に保育が必要な方に入っていただきたい。いったん入る

と辞めてもらうのは難しいが、そこを調整できるとよい。預かりが長期にわたる人の見極め

も検討していく必要がある。 

・学童は、ひしめき合って勉強する場であり、苦痛に感じる子どももいるが、怒って自宅に帰

っていく場にはしたくない。 

・時間を少しずらして、学童の延長のような場があるとよい。 

 

⑨今後、困難な子ども・保護者に必要な支援 

・１年入学時に訪問して家庭状況を把握。 

・子どもが相談しやすい仕組みづくり。基本的には担任が相談に応じて解決に向かうのが望ま

しいが、養護教諭やカウンセラーに頼る子どももみられる。 



Ⅱ-７．関係団体への聞き取り調査 

- 226 - 

・専門職や外部の専門家の支援が必要な場合、つなげて相談に至るまでの期間を要するため、

もう少しスピーディな対応が可能になるとよい。 

・不登校の児童・生徒に対するケア。通信制の教育機関を受験するとか、何らかの手立てを打

つ必要があるが、本人と話ができないケースがある。何の見通しもない場合、どうしていく

かが課題。⇒子ども・若者総合相談センター 

・「どう育てていいかわからない親」というのがいるため、子育てに関する学びが必要。 

・将来「頑張ればあんなふうになれる」という、実現可能で身近なモデルケースを紹介する。 

・ごはんをつくらない家庭があるため、子どもが料理できるように、自立できるように支援し

ていく必要がある。 

・民間による放課後の居場所づくり。支援できる場があるとよい。 

・家に居れそうにない家庭がある。シェアハウスの要望もあり、福祉圏域を超えるところで実

現できないか。 

・子ども食堂を拡張したような「みらい食堂」ができるとよい。 

・子ども食堂で、つくるボランティア、関わるボランティアはいるが、施設でのボランティア

がいない。 

・基礎学力の支援が必要。 

・夕食に近い時間帯での子ども食堂の展開が課題。子ども食堂は先輩モデルに触れられる場に

もなり得る。長い目でみた就労支援の場としての機能をもつあるいは、別途、場を設ける。 

・キャリア設計、将来を考えるゲーム感覚のグループワークで、夢や進路についての疑似体験。 

 ・社会性の育成。就労感の育成。 

 

⑩子どもの貧困やその対策についての意見 

・持っているもの、着ているものでは、貧困かどうかわからない。 

・生活保護費の適正な活用。本当に必要な人に支援が届くようにすることが大事。娯楽費や嗜

好品代に浪費しているケースを見聞きするため。 

・子どもの困難さの背景のかなりの部分は経済的な困難さがあると思う。従って国・県・市が

それぞれの権限を使って経済的に困難な家庭への支援を行うべきである。日本の将来のため

にも教育のためにもっとお金を使うべきである。 

・子どもの教育に対しての援助が子どもに対して確実に使われるようにルールの整備をお願い

したい。 

・色々な課題を抱える家庭、子どもがどんどん増えている。行政には、適切な支援・援助をお

願いしたい。 

 ・各家庭の状況を把握し、それぞれに応じた支援が必要。 

 ・生活支援については、「経済的に困っている」、「片づけられない」といった問題点をきっち

りと探ることが需要。 

 ・「支援される側」にも、「誰かの役に立ちたい」という思いがあるため、支援する側、支援さ

れる側の垣根を超える発想も大事。 

 ・学力が低いまま、社会人となった大人向けに、「学び直しの場」ができるとよい。 

 

 


