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Ⅰ．調査実施の概要

■調査目的 本県の⼦どもの貧困対策が、より県⺠ニーズに寄り添ったものとなるよう、県内の⼦どもとその家族の⽣活状況、格差実態、及び各種⽀援制度の利⽤状況等を調査する。併せて、県内の⺟⼦世帯、⽗⼦世帯及び寡婦世帯の実態等も把握し、ひとり親世帯等の福祉において重点的に取り組むべき課題を明確化する。

1

①奈良県⼦どもの⽣活に関する実態調査（以下、小中学生世帯調査）[今回初調査] ②奈良県ひとり親世帯等実態調査（以下、ひとり親世帯調査）[５年毎に調査]調査実施期間 令和元年10月15⽇（⽕）〜11月11日（月） 令和元年8月1⽇（⽊）〜9月10日（火）調査対象者 県内の公⽴学校に通う⼩学５年⽣・中学２年⽣の児童生徒及びその保護者 県内で児童扶養⼿当を受給している⺟⼦家庭の⺟・⽗⼦家庭の⽗、及び奈良県⺟⼦福祉連合会の会員である寡婦⼩学５年⽣の児童及び保護者 中学２年⽣の⽣徒及び保護者 ⺟⼦世帯 父子世帯 寡婦世帯1,005世帯 992世帯 3,100世帯 500世帯 400世帯配布方法 学校からアンケート票を配布 市町村窓口でアンケート票を配布 アンケート票を郵送回収方法 郵送 郵送回収数（回収率） 644サンプル（32.2％） 747サンプル（18.7％）



Ⅱ．調査結果の概要

■注記 １︓ひとり親世帯調査では、⽗⼦世帯は回収率が低かったため参考値として扱い、調査結果のコメントについては、⺟⼦世帯の分析を中心に記載する。２︓⼩中学⽣世帯調査の調査対象が⼩学5年⽣または中学2年⽣の⼦どもがいる世帯であるのに対して、ひとり親世帯調査の⺟⼦世帯の調査対象は、配偶者のない⼥⼦と20歳未満の子どもがいる世帯であり、両世帯の子どもの対象が異なるため、参考として比較している。■当報告書の留意点 １︓設問毎の有効回答数は、グラフ中に「n=***」と表記し、クロス集計のグラフ・数表では、集計区分毎の有効回答数を「n=***」と表記している。２︓集計結果の百分率（%）は、小数点以下第2位を四捨五入した値を表記している。このため、単数回答設問の選択肢毎の構成⽐の⾒かけ上の合計が100.0%にならない場合がある。３︓複数回答設問では、当該設問に回答者数を分⺟として選択肢毎にそれぞれ構成比を求めている。そのため、構成比の合計は通常100.0%にはならない。４︓属性別のクロス集計分析の留意点属性別のクロス集計分析におけるサンプル誤差は、50サンプルで最大13.9％、30サンプルで最大17.9％発生する。この誤差を考慮して、30サンプル未満の属性の回答⽐率については参考値として扱う。■報告書の表記について SA︓単数回答MA︓複数回答（あてはまるものをすべて選択する場合はMAと記載 N個まで選択可能な場合、MA「N」と記載）J︓実数回答■協⼒有識者 今回の調査結果をまとめるにあたり、以下の有識者の協⼒を得た。農野 寛治（大阪大谷大学人間社会学部 教授）■報告書及び概要版について １︓当報告書は、 「子どもの生活に関する実態調査」の概要版のため、主な調査結果に絞り掲載している。また、本県が過去に実施した調査と比較することにより、調査結果の特徴を表している。別途作成する調査報告書においては、すべての回答結果を掲載する。２︓今回の調査結果について、⽐較対象とした調査は以下のとおり。・奈良県ひとり親世帯等実態調査（令和元年度） …「今回調査」と表記・奈良県ひとり親家庭等実態調査（平成26年度） …「前回調査」と表記・奈良県ひとり親家庭実態調査（平成21年度） …「前々回調査」と表記2



1．回答者属性■小中学生世帯調査①居住地（SA）

②保護者の年齢（SA） ③子どもの学齢（SA）

④回答者の世帯構成（MA）
項目は、調査票を受け取った子どもからみた続柄

単位：％ 北和地域 中和地域 南和地域（n=644） 北和地域…奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、香芝市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 中和地域…大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、葛城市、宇陀市、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村 南和地域…五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村61.4 31.5 7.0 

サンプル数 調査票を受け取ったお子さん本人 母 父 兄・姉 弟・妹 祖母 祖父 おじ・おばなど親
戚 その他 不明

全　　　　体 644 99.4 95.8 88.0 47.8 44.1 14.9 9.2 1.6 0.8 0.6 単位：％
3

単位：％ 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 不明（n=644） 0.317.5 73.1 8.40.6
単位：％ 小学5年生 中学2年生 不明（n=644） 54.2 45.8



■ひとり親世帯調査①居住地（SA）
②ひとり親世帯の構成（SA） ③回答者の年齢（SA）

④回答者の同居家族（MA）

単位：％ 北和地域 中和地域 南和地域ひとり親世帯調査（n=747） 北和地域…奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、香芝市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 中和地域…大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、葛城市、宇陀市、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村 南和地域…五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村55.2 30.4 13.3 

4
単位：％前回 全体（n=1190）今回 全体（n=747）

子ども 実父 実母 祖父母 兄弟姉妹 その他 不明
96.9 

21.9 32.7 3.8 7.4 2.9 1.0 
90.1 

18.5 27.8 4.8 6.6 4.7 5.8 0204060
80100

単位：％ 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 不明今回調査（n=747）前回調査（n=1190） 0.40.10.14.84.6 28.229.3 42.352.4 11.1 7.713.45.4
単位：％ 母子世帯 父子世帯 寡婦世帯 その他 不明今回調査（n=747） 1.9前回調査（n=1190） 81.085.8 4.6 8.29.8 6.12.8



⑤子どもの人数（J）

⑥子どもの就学・就労状況（SA）
⑧ひとり親になった理由（SA）⑦ひとり親の期間（SA） 単位：％ 死別 離婚（協議） 離婚（調停・審判・裁判） 遺棄（家出など）・行方不明 未婚の母・父 その他 不明今回調査（n=747）前回調査（n=1190） 12.0 6.4 52.6 57.8 26.5 27.5 

0.3 1.0 7.4 6.2 0.5 0.6 0.7 0.5 
5

単位：％ 1人 2人 3人 4人 5人 不明
全体 n=673平均 n=1.62人 50.1 38.6 8.8 1.5 0.3 0.7 
単位：％ 小学校就学前 小学校1～3年生 小学校4～6年生 中学生 高校生 高等専門学校生 短期大学生 大学生・大学院生 専修学校・各種学校生 就労者 フリーター 家事手伝い 無職 その他
（n=747） 17.7 18.9 19.7 24.8 30.8 0.9 0.7 5 2 7.40.90.3 1.6 1.1
単位：％ 1年未満 1年以上～3年未満 3年以上～5年未満 5年以上～10年未満 10年以上 不明今回調査（n=747）前回調査（n=1190） 6.6 3.6 12.0 11.6 14.6 13.7 32.8 32.3 33.7 38.2 0.3 0.7 



2．家計の状況について2-1．世帯年収問 あなたの世帯の昨年（平成30年）の年間収⼊（税込）はどの程度ですか。(SA)全世帯の62.5％が450万円以上の年収があるとしているが、保護者の勤務形態によって大きな差がみられる。また、所得が450万円未満の世帯では、子どもの学習理解度が「わからない」が「わかる」より多く、「自信がない」が「自信がある」より多い。
 勤務形態別でみると、「正社員・正職員」では「200万円未満」が4.5％である一方、「有期雇用」では24.4％と大きな差がみられる。
■小中学生世帯調査

＊「わからない」「不明」回答者を除く「わからない」「不明」の数値は、8ページを参照

6

サンプル数 50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満 150～200万円未満 200～250万円未満 250300万円未満 300～350万円未満 350～400万円未満 400～450万円未満 450～500万円未満 500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満 800～900万円未満 900～1000万円未満 1000～1500万円未満 1500～2000万円未満 2000～2500万円未満 2500～3000万円未満 3000万円以上 200万円未満 200万円以上450万円未満 450万円以上526 1.9 4.0 3.8 2.7 2.1 4.6 5.9 5.9 6.7 8.4 10.5 9.5 9.5 6.5 7.2 9.1 1.0 0.4 0.2 0.4 12.4 25.1 62.5 小学5年生 285 1.8 4.6 4.2 2.5 1.8 5.6 8.1 6.7 8.1 8.4 11.2 8.4 8.1 7.4 5.3 6.7 1.1 - 0.4 - 13.0 30.2 56.8 中学2年生 241 2.1 3.3 3.3 2.9 2.5 3.3 3.3 5.0 5.0 8.3 9.5 10.8 11.2 5.4 9.5 12.0 0.8 0.8 - 0.8 11.6 19.1 69.3 正社員・正職員 154 - - 0.6 3.9 1.3 2.6 3.2 4.5 6.5 7.1 5.2 14.9 8.4 7.8 11.0 18.8 1.9 0.6 0.6 0.6 4.5 18.2 77.3 有期雇用 197 3.0 9.6 8.6 3.0 3.0 4.1 4.1 6.6 7.1 10.7 10.7 7.6 8.1 3.6 6.1 4.1 - - - - 24.4 24.9 50.8 わかる 433 2.1 3.0 3.9 2.3 1.8 3.7 4.6 5.5 5.8 8.5 11.3 10.6 9.9 7.2 7.4 9.9 1.2 0.5 0.2 0.5 11.3 21.5 67.2 わからない 87 - 9.2 3.4 4.6 3.4 9.2 11.5 6.9 11.5 5.7 5.7 4.6 8.0 3.4 6.9 5.7 - - - - 17.2 42.5 40.2 ある 341 2.1 2.6 3.2 2.1 1.8 3.8 6.2 6.2 4.7 8.2 12.6 10.3 10.6 7.0 7.3 8.8 1.2 0.6 0.3 0.6 10.0 22.6 67.4 ない 182 1.6 6.6 4.9 3.8 2.7 6.0 5.5 4.9 10.4 8.2 6.0 8.2 7.7 5.5 7.1 9.9 0.5 - - - 17.0 29.7 53.3 単位：％子どもの自信の有無別勤務形態別子どもの学習理解度別
全　　　　体子どもの学齢別

単位：％ 50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満 150～200万円未満 200～250万円未満 250300万円未満 300～350万円未満 350～400万円未満 400～450万円未満 450～500万円未満 500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満 800～900万円未満 900～1000万円未満 1000～1500万円未満 1500～2000万円未満 2000～2500万円未満 2500～3000万円未満 3000万円以上全体（n=526）小学5年生（n=285）中学2年生（n=241）
1.9 1.8 2.1 

4.0 4.6 3.3 
3.8 4.2 3.3 

2.7 2.5 2.9 
2.1 1.8 2.5 

4.6 5.6 3.3 
5.9 8.1 3.3 

5.9 6.7 5.0 
6.7 8.1 5.0 

8.4 8.4 8.3 
10.5 11.2 9.5 

9.5 8.4 10.8 
9.5 8.1 11.2 

6.5 7.4 5.4 
7.2 5.3 9.5 

9.1 6.7 12.0 
1.0 1.1 0.8 

0.4 -0.8 
0.2 0.4 -

0.4 -0.8 
200万円未満 12.4%200万円未満 13.0%200万円未満 11.6%

200万円以上450万円未満 25.1%
200万円以上450万円未満 19.1% 450万円以上 56.8%200万円以上450万円未満 30.2% 450万円以上 62.5%

450万円以上 69.3%



問 あなたの世帯の昨年（平成30年）の年間収⼊（税込）はどの程度ですか。(SA)⺟⼦世帯の年収は、「450万円以上」が10.3％で、半数近くの世帯が「200万円未満」を占めている。また、⼦どもの年齢が上がっても世帯年収に⼤きな変化はみられない。
 ⺟⼦世帯の世帯年収は、「200万円未満」の世帯が44.8％であり、小中学生世帯（P6 12.4％）の3.6倍となっている。ただし、前回調査と比較すると、「200万円未満」が前回54.4％から9.6ポイント減少している。
 末子の就学等状況別でみると、学齢が高くなるとともに「200万円未満」が減少しているが、「450万円以上」では、ほとんど変化はみられない。
■ひとり親世帯調査

＊「わからない」「不明」回答者を除く「わからない」「不明」の数値は、8ページを参照

7

サンプル数 50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満 150～200万円未満 200～250万円未満 250300万円未満 300～350万円未満 350～400万円未満 400～450万円未満 450～500万円未満 500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満 800万円以上 200万円未満 200万円以上450万円未満 450万円未満　計
450万円以上961 5.7 11.9 20.8 16.0 14.5 12.3 5.7 3.3 3.1 1.9 2.8 0.9 0.4 0.7 54.4 38.9 93.4 6.6 603 6.1 9.0 15.9 15.6 13.3 13.6 7.6 4.5 4.5 3.3 3.5 1.7 0.7 0.8 46.6 43.4 90.0 10.0 母子世帯 504 5.8 7.7 16.5 14.9 14.3 14.5 8.1 4.0 4.0 4.0 3.2 1.6 0.6 1.0 44.8 44.8 89.7 10.3 父子世帯 31 3.2 3.2 3.2 6.5 19.4 12.9 6.5 16.1 12.9 - 12.9 - 3.2 - 16.1 67.7 83.9 16.1 寡婦世帯 50 10.0 20.0 14.0 30.0 4.0 8.0 4.0 4.0 4.0 - - 2.0 - - 74.0 24.0 98.0 2.0 就学前 107 9.3 15.0 16.8 8.4 14.0 12.1 4.7 6.5 3.7 1.9 4.7 - 0.9 1.9 49.5 41.1 90.7 9.3 小学生 183 5.5 10.4 14.2 15.8 15.8 14.8 6.6 2.2 3.8 4.9 2.7 2.2 0.5 0.5 45.9 43.2 89.1 10.9 中高生 242 3.7 3.7 15.7 15.7 13.2 14.9 11.2 5.8 5.4 3.3 4.1 1.7 0.8 0.8 38.8 50.4 89.3 10.7 その他大学生・社会人など 18 5.6 11.1 16.7 22.2 11.1 5.6 5.6 - 11.1 5.6 - 5.6 - - 55.6 33.3 88.9 11.1 単位：％

ひとり親世帯種別 前 回　　母子世帯今回　　全 体末子の就学等状況別

単位：％ 50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満 150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満 300～350万円未満 350～400万円未満 400～450万円未満 450～500万円未満 500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満 800万円以上今回　母子世帯（n=504）前回　母子世帯（n=961） 5.8 5.7 7.7 11.9 16.5 20.8 14.9 16.0 14.3 14.5 14.5 12.3 8.1 5.7 4.0 3.3 4.0 3.1 4.0 1.9 3.2 2.8 1.6 0.9 0.6 
0.4 

1.0 0.7 200万円未満 44.8%200万円未満 54.4% 450万円以上 10.3%200万円以上450万円未満 44.8%
450万円以上 6.6%200万円以上450万円未満 38.9%



■ひとり親世帯調査

【参考】世帯年収（「わからない」「不明」を含んだ数値）■小中学生世帯調査
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サンプル数 50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満 150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満 300～350万円未満 350～400万円未満 400～450万円未満 450～500万円未満 500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満 800～900万円未満 900～1000万円未満
1000～1500万円未満

1500～2000万円未満
2000～2500万円未満

2500～3000万円未満
3000万円以上 わからない 不明 200万円未満 200万円以上450万円未満 450万円以上644 1.6 3.3 3.1 2.2 1.7 3.7 4.8 4.8 5.4 6.8 8.5 7.8 7.8 5.3 5.9 7.5 0.8 0.3 0.2 0.3 7.3 11.0 10.2 20.4 51.2 小学5年生 349 1.4 3.7 3.4 2.0 1.4 4.6 6.6 5.4 6.6 6.9 9.2 6.9 6.6 6.0 4.3 5.4 0.9 - 0.3 - 7.4 10.9 10.5 24.6 46.5 中学2年生 295 1.7 2.7 2.7 2.4 2.0 2.7 2.7 4.1 4.1 6.8 7.8 8.8 9.2 4.4 7.8 9.8 0.7 0.7 - 0.7 7.1 11.2 9.5 15.6 56.7 正社員・正職員 165 - - 0.6 3.6 1.2 2.4 3.0 4.2 6.1 6.7 4.8 13.9 7.9 7.3 10.3 17.6 1.8 0.6 0.6 0.6 4.2 2.4 4.2 16.9 72.1 有期雇用 235 2.6 8.1 7.2 2.6 2.6 3.4 3.4 5.5 6.0 8.9 8.9 6.4 6.8 3.0 5.1 3.4 - - - - 8.9 7.2 20.5 20.9 42.5 わかる 534 1.7 2.4 3.2 1.9 1.5 3.0 3.7 4.5 4.7 6.9 9.2 8.6 8.1 5.8 6.0 8.1 0.9 0.4 0.2 0.4 7.7 11.2 9.2 17.4 54.6 わからない 102 - 7.8 2.9 3.9 2.9 7.8 9.8 5.9 9.8 4.9 4.9 3.9 6.9 2.9 5.9 4.9 - - - - 3.9 10.8 14.6 36.2 34.3 ある 414 1.7 2.2 2.7 1.7 1.4 3.1 5.1 5.1 3.9 6.8 10.4 8.5 8.7 5.8 6.0 7.2 1.0 0.5 0.2 0.5 8.0 9.7 8.3 18.6 55.6 ない 225 1.3 5.3 4.0 3.1 2.2 4.9 4.4 4.0 8.4 6.7 4.9 6.7 6.2 4.4 5.8 8.0 0.4 - - - 5.3 13.8 13.7 23.9 43.1 単位：％

全　　　　体子どもの学齢別勤務形態別子どもの学習理解度別子どもの自信の有無別
サンプル数 50万円未満 50～100万円未満

100～150万円未満
150～200万円未満

200～250万円未満
250～300万円未満

300～350万円未満
350～400万円未満

400～450万円未満
450～500万円未満

500～600万円未満
600～700万円未満

700～800万円未満
800万円以上 わからない 不明 200万円未満 200万円以上450万円未満 450万円未満　計

450万円以上1190 5.4 11.2 19.5 15.0 13.6 11.5 5.3 3.1 2.9 1.8 2.6 0.8 0.3 0.7 3.9 2.4 51.1 36.4 87.5 6.2 747 5.0 7.2 12.9 12.6 10.7 11.0 6.2 3.6 3.6 2.7 2.8 1.3 0.5 0.7 10.6 8.7 37.7 35.1 72.8 8.0 母子世帯 605 4.8 6.4 13.7 12.4 11.9 12.1 6.8 3.3 3.3 3.3 2.6 1.3 0.5 0.8 11.9 4.8 37.3 37.4 74.7 8.5 父子世帯 34 2.9 2.9 2.9 5.9 17.6 11.8 5.9 14.7 11.8 - 11.8 - 2.9 - 2.9 5.9 14.6 61.8 76.4 14.7 寡婦世帯 73 6.8 13.7 9.6 20.5 2.7 5.5 2.7 2.7 2.7 - - 1.4 - - 8.2 23.3 50.6 16.3 66.9 1.4 就学前 132 7.6 12.1 13.6 6.8 11.4 9.8 3.8 5.3 3.0 1.5 3.8 - 0.8 1.5 14.4 4.5 40.1 33.3 73.4 7.6 小学生 217 4.6 8.8 12.0 13.4 13.4 12.4 5.5 1.8 3.2 4.1 2.3 1.8 0.5 0.5 12.4 3.2 38.8 36.3 75.1 9.2 中高生 278 3.2 3.2 13.7 13.7 11.5 12.9 9.7 5.0 4.7 2.9 3.6 1.4 0.7 0.7 8.3 4.7 33.8 43.8 77.6 9.3 その他大学生・社会人など 29 3.4 6.9 10.3 13.8 6.9 3.4 3.4 - 6.9 3.4 - 3.4 - - 13.8 24.1 34.4 20.6 55.0 6.8 単位：％
今回　　全 体ひとり親世帯種別 前 回　　母子世帯

末子の就学等状況別



問 あなたの世帯収入は、何によってまかなわれていますか。(MA)/問 「あなたの世帯収入は、何によってまかなわれていますか。」で選んだ世帯収入の中で、最も多いものはどれですか。(SA)⺟⼦世帯の91.9％が自身の仕事の収入を得ており、「児童扶養手当」も69.1％が受給している。また、前回より「預貯⾦の取り崩し」が増加している。
 ⺟⼦世帯では、91.9％が「あなたの仕事の収入」で収入を得ており、「児童扶養手当」（69.1％）や「児童手当」（55.9％）も世帯の収入としているが、「預貯⾦の取り崩し」（25.3％）は前回より5.8ポイント高くなっている。
■ひとり親世帯調査2-2．世帯年収の内容

9

※グラフは母子世帯のスコア※（　）数値は「最も多い世帯収入」スコア単位：％前回 世帯収入（n=1021）前回 最も多い世帯収入（n=1021）今回 世帯収入（n=605）今回 最も多い世帯収入（n=605） サンプル数 あなたの仕事の
収入 子どもの仕事の

収入 その他の家族や
同居人の収入 別居している親

や他の家族から
の援助 財産収入（預金

利子、不動産収
入、株式配当）

年金・労災など
の収入 元配偶者からの

養育費や援助 児童扶養手当（特別児童扶養
手当含む） 児童手当 預貯金の取り崩

し 生活保護費 その他1021 90.1 4.1 18.4 7.3 1.0 1.4 14.8 70.2 56.6 19.5 4.3 1.4 747 82.2 4.1 12.6 5.8 1.3 12.2 15.7 59.0 47.9 25.6 2.9 1.7 母子世帯 605 91.9 2.8 13.7 6.9 0.8 2.0 19.0 69.1 55.9 25.3 3.6 1.7 父子世帯 34 91.2 - 17.6 2.9 - 2.9 2.9 47.1 32.4 23.5 - - 寡婦世帯 73 28.8 11.0 6.8 - 1.4 75.3 1.4 5.5 9.6 27.4 - - 就学前 132 87.1 0.8 22.7 6.8 2.3 0.8 19.7 70.5 66.7 24.2 2.3 1.5 小学生 217 94.0 1.8 12.4 6.0 0.5 2.8 18.4 68.2 67.7 24.0 4.1 1.4 中高生 278 93.2 4.3 10.4 6.8 0.7 1.8 18.0 67.6 40.3 27.7 3.2 1.8 その他大学生・社会人など 29 37.9 27.6 6.9 - 10.3 62.1 - 10.3 - 37.9 - 3.4 単位：％
前 回　　母子家庭今 回　　全 体ひとり親世帯種別末子の就学等状況別

90.1(71.4)
4.1(0.8) 18.4(8.4) 7.3(0.9) 1.0(0.2) 1.4(0.8) 14.8(1.0)

70.2(5.9) 56.6(0.4) 19.5(2.2) 4.3(1.9) 1.4(0.5)
91.9(71.7)

2.8(0.5) 13.7(6.3) 6.9(1.2) 0.8(-) 2.0(0.7) 19.0(0.2)
69.1(4.6) 55.9(0.3) 25.3(2.3) 3.6(1.7) 1.7(1.2)0204060

80100



問 あなたの仕事の昨年（平成30年）の年間収⼊（税込）はどの程度ですか。(SA)【 「あなたの世帯収入は、何によってまかなわれていますか。」で「あなたの仕事の収入」と答えた方】⺟⼦世帯の⾃⾝の仕事の年収は200万円未満が47.0％を占めている。
 ⺟⼦世帯の⺟親⾃⾝の仕事の年収は、「100〜150万円未満」が18.7％で最も多い。
 世帯年収同様、末⼦の学齢が⾼くなるほど「200万円未満」が減少している。
■ひとり親世帯調査2-3．⾃⾝の仕事による年間収⼊
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サンプル数 50万円未満 50～100万円未満
100～150万円未満

150～200万円未満
200～250万円未満

250～300万円未満
300～350万円未満

350～400万円未満
400～450万円未満

450～500万円未満
500～600万円未満

600～700万円未満
700～800万円未満

800万円以上 わからない 不明 200万円未満 200万円以上450万円未満 450万円以上614 4.6 9.9 17.9 14.0 14.8 10.1 7.2 3.9 4.1 2.4 2.3 1.0 0.5 - 2.3 5.0 46.4 40.1 6.2 母子世帯 556 4.1 9.5 18.7 14.7 14.9 10.1 7.4 3.8 3.4 2.5 2.0 1.1 0.4 - 2.5 4.9 47.0 39.6 6.0 父子世帯 31 - 3.2 6.5 9.7 19.4 9.7 6.5 9.7 16.1 3.2 9.7 - 3.2 - - 3.2 19.4 61.4 16.1 寡婦世帯 21 19.0 23.8 14.3 4.8 4.8 9.5 4.8 - 4.8 - - - - - - 14.3 61.9 23.9 - 就学前 115 6.1 14.8 18.3 11.3 12.2 7.0 2.6 3.5 4.3 2.6 1.7 - 0.9 - 6.1 8.7 50.5 29.6 5.2 小学生 204 3.4 10.8 17.6 13.7 15.2 10.3 8.3 2.9 4.4 2.9 2.0 1.5 - - 2.0 4.9 45.5 41.1 6.4 中高生 259 3.1 5.8 17.8 16.6 15.8 11.6 9.3 5.4 3.9 1.9 3.1 1.2 0.8 - 1.2 2.7 43.3 46.0 7.0 その他大学生・社会人など 11 9.1 9.1 9.1 18.2 27.3 18.2 - - - 9.1 - - - - - - 45.5 45.5 9.1 単位：％末子の就学等状況別
全　　　　体ひとり親世帯種別

単位：％ 50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満 150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満 300～350万円未満 350～400万円未満 400～450万円未満 450～500万円未満 500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満 800万円以上 わからない 不明母子世帯（n=556） 4.1 9.5 18.7 14.7 14.9 10.1 7.4 3.8 3.4 2.5 2.0 1.1 0.4 -2.5 4.9 200万円未満 47.0% 200万円以上450万円未満 39.6% 450万円以上 6.0%



2-4．家計の状況問 あなたの世帯の昨年（平成30年）の家計の状況について、あてはまるものをお選びください。(SA)「貯蓄ができている」のは35.2％、「赤字である」は28.4％となっている。世帯年収別でみると、年収が⾼くなるほど「貯蓄ができている」が多くなる。
■小中学生世帯調査
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単位：％ 貯蓄ができている 赤字でも黒字でもない 赤字である わからない 不明全体（n=644）小学5年生（n=349）中学2年生（n=295）
35.235.534.9

28.427.529.5
28.428.128.8

5.35.45.1
2.63.41.7

サンプル数 貯蓄ができている
赤字でも黒字でもな

い 赤字である わからない 不明
644 35.2 28.4 28.4 5.3 2.6 40歳未満 113 23.0 28.3 32.7 8.8 7.1 40歳代 471 38.4 28.7 27.2 4.0 1.7 50歳以上 58 34.5 25.9 29.3 8.6 1.7 小学5年生 349 35.5 27.5 28.1 5.4 3.4 中学2年生 295 34.9 29.5 28.8 5.1 1.7 200万円未満 65 15.4 24.6 52.3 4.6 3.1 200万円以上450万円未満 132 17.4 28.8 49.2 3.0 1.5 450万円以上 329 49.2 28.3 17.9 3.3 1.2 単位：％世帯年収別

全　　　　体年齢別子どもの学齢別



2-5．貯蓄額問 現在の世帯の貯蓄はどの程度ですか。(SA)62.8％は貯蓄があるとしている。
 貯蓄額は、「300〜500万円未満」が14.1％で、 「わからない」の16.0％ に次いで多く、「貯蓄はない」が14.9％となっている。
 世帯年収別でみると、年収が⾼くなるほど、「貯蓄あり」※１と「300万円以上」※２が多くなる。※１︓ 「貯蓄あり」 は、「50万円未満」、「50〜100万円未満」、「100〜300万円未満」、「300〜500万円未満」、「500〜1000万円未満」、「1000万円以上」の合計※２︓「300万円以上」は、「 300〜500万円未満」、「500〜1000万円未満」、「1000万円以上」の合計
■小中学生世帯調査
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単位：％ 貯蓄はない 50万円未満 50～100万円未満 100～300万円未満 300～500万円未満 500～1000万円未満 1000万円以上 わからない 不明全体（n=644）小学5年生（n=349）中学2年生（n=295）
14.9 13.5 16.6 

3.7 4.0 3.4 
9.2 9.5 8.8 

12.3 12.9 11.5 
14.1 16.3 11.5 

12.3 10.9 13.9 
11.2 8.9 13.9 

16.0 18.1 13.6 
6.4 6.0 6.8 

貯蓄あり 62.8%貯蓄あり 62.5%貯蓄あり 63.0%サンプル数 貯蓄はない 50万円未満 50～100万円未満 100～300万円未満 300～500万円未満 500～1000万円未満
1000万円以上 わからない 不明 貯蓄あり　計 300万円以上　計644 14.9 3.7 9.2 12.3 14.1 12.3 11.2 16.0 6.4 62.8 37.6 40歳未満 113 23.0 4.4 15.0 15.9 8.0 7.1 1.8 16.8 8.0 52.2 16.9 40歳代 471 13.6 3.6 8.5 11.9 14.9 13.2 12.7 15.7 5.9 64.8 40.8 50歳以上 58 8.6 3.4 3.4 6.9 20.7 15.5 17.2 17.2 6.9 67.1 53.4 小学5年生 349 13.5 4.0 9.5 12.9 16.3 10.9 8.9 18.1 6.0 62.5 36.1 中学2年生 295 16.6 3.4 8.8 11.5 11.5 13.9 13.9 13.6 6.8 63.0 39.3 200万円未満 65 33.8 7.7 12.3 12.3 13.8 4.6 4.6 9.2 1.5 55.3 23.0 200万円以上450万円未満 132 23.5 4.5 14.4 15.2 21.2 6.1 2.3 9.8 3.0 63.7 29.6 450万円以上 329 9.4 3.3 7.9 14.0 15.2 17.0 18.2 11.6 3.3 75.6 50.4 単位：％

全　　　　体年齢別子どもの学齢別世帯年収別



2-6．経済的理由によって困った経験問 およそ過去１年の間に、経済的な理由から次のような経験をされたことはありますか。(MA)経済的理由によって困った経験がある世帯は69.5％となっている。また、世帯年収が450万円未満の世帯では約8割が困った経験があるとしている。
 経済的理由によって困った経験は、「服や靴を買い控えた」が44.3％で最も多く、次いで「趣味やレジャーの出費を減らした」が43.0％、「⾷費を切り詰めた」が38.7％となっている。
 世帯年収別でみると、「200万円未満」では83.1％が、「200万円以上450万円未満」では79.5％が困った経験があるとしている。
■小中学生世帯調査
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サンプル数 服や靴を買い控えた
趣味やレジャーの出費を

減らした 食費を切り詰めた
理髪店や美容院に行くの

を控えた 新聞や雑誌を買うのを控
えた 医療機関の受診を控えた

電気・ガス・水道の料金
を滞納した スマートフォンへの切

替・利用を断念した
国民健康保険料や国民年

金の支払いが滞った
冠婚葬祭のつきあいを控

えた 金融機関などに借金をし
た クレジットカードの利用

が停止になった 電話（固定・携帯）など
の通信料の支払いが滞っ

た 家賃や住宅ローンの支払
いが滞った 敷金・保証金等を用意で

きないので、住み替え・
転居を断念した 1～15の項目にあては

まるものはない 不明 いずれかの困った経験が
ある

644 44.3 43.0 38.7 35.1 21.4 10.9 3.9 3.9 3.3 3.1 3.0 2.3 2.3 1.7 1.1 23.8 6.7 69.5 40歳未満 113 51.3 44.2 49.6 40.7 20.4 13.3 6.2 2.7 4.4 7.1 1.8 3.5 2.7 3.5 2.7 20.4 3.5 76.1 40歳代 471 43.3 42.5 37.8 35.9 22.3 11.5 3.4 4.2 3.4 2.1 2.8 2.1 2.3 1.5 0.4 24.6 7.2 68.2 50歳以上 58 36.2 44.8 25.9 19.0 15.5 1.7 3.4 3.4 - 1.7 6.9 1.7 1.7 - 1.7 24.1 8.6 67.3 小学5年生 349 46.1 42.4 41.5 38.1 21.8 12.6 4.6 4.0 3.2 3.2 2.6 3.2 1.7 2.0 1.1 23.2 6.9 69.9 中学2年生 295 42.0 43.7 35.3 31.5 21.0 8.8 3.1 3.7 3.4 3.1 3.4 1.4 3.1 1.4 1.0 24.4 6.4 69.2 正社員・正職員 165 40.6 46.1 34.5 25.5 19.4 9.1 3.0 3.6 1.8 2.4 2.4 3.0 1.8 3.0 - 29.1 6.7 64.2 有期雇用 235 46.8 48.1 43.4 41.3 26.4 14.5 5.1 4.3 4.3 4.3 3.4 2.6 2.6 1.3 1.7 18.7 6.4 74.9 200万円未満 65 56.9 50.8 47.7 40.0 20.0 16.9 4.6 4.6 4.6 7.7 1.5 3.1 7.7 1.5 6.2 12.3 4.6 83.1 200万円以上450万円未満 132 55.3 47.7 53.0 50.0 30.3 15.9 5.3 6.1 6.1 4.5 5.3 3.8 4.5 6.1 0.8 16.7 3.8 79.5 450万円以上 329 39.2 41.0 33.1 28.0 18.5 7.0 1.8 3.0 1.2 1.8 2.7 1.8 0.6 0.3 0.3 29.8 5.8 64.4 単位：％勤務形態別世帯年収別
全　　　　体年齢別子どもの学齢別



2-7．子どものおこづかい額
問 小学生のお子さんに、毎月、いくらおこづかいを渡していますか。(SA)【小学生のお子さんがいる方】子どものおこづかい額について、小中学生世帯では「もらっていない」が、小学5年⽣は41.8％に対して、中学2年⽣は26.1％と15.7ポイント低い。⺟⼦世帯では「おこづかいは渡していない」が59.3％であり、小中学世帯の回答に比較して大きな差がある。
 小中学生世帯の子どものおこづかい額は、小学5年⽣では「500円〜999円」が21.8％と最も多く、中学2年⽣では「1000円〜1999円」が24.7％で最も多い。
 ⺟⼦世帯の⼦どものおこづかい額は、「500円未満」（14.4％）が最も多い。■小中学生世帯調査（子ども自身の回答） ■ひとり親世帯調査（ひとり親による回答）

■小中学生世帯調査（子ども自身の回答）問 あなたは、毎月、いくらおこづかいをもらっていますか。（時々もらう場合は、１か⽉のおおよその平均の⾦額に○をつけてください。ただしお年⽟はのぞきます。）(SA)■ひとり親世帯調査（ひとり親自身が回答）
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単位：％ 500円未満 500～999円 1000～1999円 2000～2999円 3000～3999円 4000～4999円 5000円以上 もらっていない わからない 不明全体（n=644）小学5年生（n=349）中学2年生（n=295）
9.5 14.6 3.4 

14.8 21.8 6.4 
18.6 13.5 24.7 

10.6 1.7 21.0 
4.2 0.9 8.1 

0.9 0.3 1.7 
2.0 0.9 3.4 

34.6 41.8 26.1 
4.3 4.3 4.4 

0.5 0.3 0.7 サンプル数 500円未満 500～999円 1000～1999円 2000～2999円 3000～3999円 4000～4999円 5000円以上 もらっていない わからない 不明 3000円以上644 9.5 14.8 18.6 10.6 4.2 0.9 2.0 34.6 4.3 0.5 7.1 小学5年生 349 14.6 21.8 13.5 1.7 0.9 0.3 0.9 41.8 4.3 0.3 2.1 中学2年生 295 3.4 6.4 24.7 21.0 8.1 1.7 3.4 26.1 4.4 0.7 13.2 200万円未満 65 13.8 9.2 10.8 3.1 6.2 - 1.5 46.2 6.2 3.1 7.7 200万円以上450万円未満 132 15.9 12.1 15.2 9.1 3.0 3.8 3.0 32.6 5.3 - 9.8 450万円以上 329 7.6 16.4 21.0 14.3 3.3 0.3 2.1 33.1 1.8 - 5.7 単位：％世帯年収別 全　　　　体子どもの学齢別

単位：％ 500円未満 500～999円 1000～1999円 2000～2999円 3000～3999円 4000～4999円 5000円以上 おこづかいは渡していない わからない 不明母子世帯（n=236） 14.4 13.1 8.5 3.8 - 0.4 - 59.3 0.4 -サンプル数 500円未満 500～999円 1000～1999円 2000～2999円 3000～3999円 4000～4999円 5000円以上 おこづかいは渡していない わからない 不明 3000円以上248 14.9 13.7 8.1 4.8 0.4 0.4 - 57.3 0.4 - 0.8 母子世帯 236 14.4 13.1 8.5 3.8 - 0.4 - 59.3 0.4 - 0.4 父子世帯 8 25.0 25.0 - 37.5 - - - 12.5 - - - 寡婦世帯 3 33.3 33.3 - - - - - 33.3 - - - 就学前 31 16.1 16.1 3.2 - - - - 64.5 - - - 小学生 248 14.9 13.7 8.1 4.8 0.4 0.4 - 57.3 0.4 - 0.8 中高生 63 15.9 17.5 9.5 4.8 - 1.6 - 50.8 - - 1.6 その他大学生・社会人など 12 8.3 16.7 8.3 8.3 8.3 - - 50.0 - - 8.3 200万円未満 98 17.3 10.2 5.1 5.1 1.0 - - 61.2 - - 1.0 200万円以上450万円未満 89 13.5 15.7 14.6 4.5 - 1.1 - 50.6 - - 1.1 450万円以上 22 4.5 - 4.5 9.1 - - - 81.8 - - - 単位：％
全　　　　体ひとり親世帯種別子どもの就学等状況別世帯年収別



問 総合的に考えて、現在の生活をどのように感じていますか。(SA)生活に関する満⾜度では、⺟⼦世帯の58.2％が「厳しい」としており、そのうち「非常に厳しく、これ以上頑張れない」と回答した世帯が13.2％となっている。
 「満足できている」と「十分ではないが、何とか頑張れている」の計は41.5％で、前回調査の「満足できている」と「十分ではないが、何とか頑張れている」の計の48.0％よりも6.5ポイント低い。
■ひとり親世帯調査2-8．⽣活総合満⾜度

■参考（前回調査結果）
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単位：％ 満足できている 十分ではないが、何とか頑張れている 頑張ってはいるが、やや厳しい 非常に厳しく、これ以上は頑張れない 不明母子世帯（n=605） 5.1 36.4 45.0 13.2 0.3頑張れている 41.5% 厳しい 58.2%サンプル数 満足できている 十分ではないが、何
とか頑張れている

頑張ってはいるが、
やや厳しい 非常に厳しく、これ

以上は頑張れない
不明 頑張れている　計

厳しい　計747 6.7 38.0 41.5 11.8 2.0 44.7 53.3 母子世帯 605 5.1 36.4 45.0 13.2 0.3 41.5 58.2 父子世帯 34 8.8 32.4 52.9 5.9 - 41.2 58.8 寡婦世帯 73 12.3 50.7 20.5 5.5 11.0 63.0 26.0 5年未満 248 6.5 36.7 47.6 8.5 0.8 43.2 56.1 5年以上10年未満 245 4.9 35.9 46.1 12.7 0.4 40.8 58.8 10年以上 252 8.3 41.3 31.3 14.3 4.8 49.6 45.6 単位：％ひとり親の期間別
全　　　　体ひとり親世帯種別

満足できている 十分ではないが、何とか頑張れている 頑張ってはいるが、やや厳しい 非常に厳しく、これ以上は頑張れない 不明1190 2.4母子世帯 1021 1.5父子世帯 97 5.2寡婦世帯 72 12.55年未満 344 1.25年以上10年未満 384 1.810年以上 454 3.5（ｎ）ひとり親の期間別

単位：％前回ひとり親世帯種別
7.16.77.212.56.47.07.5

42.141.339.2 56.943.641.442.1

39.440.744.3 13.943.341.135.0

9.09.84.14.2 5.58.611.9頑張れている 49.6% 厳しい 46.9%頑張れている 48.4% 厳しい 49.7%
頑張れている 49.2% 厳しい 48.4%頑張れている 48.0% 厳しい 50.5%頑張れている 46.4% 厳しい 48.4%頑張れている 69.4% 厳しい 18.1%頑張れている 50.0% 厳しい 48.8%



3．住まいの状況について3-1．住居種別問 現在お住まいの住居をお選びください。(SA) ／ 問 現在お住まいの住居をお選びください。(SA)住居種別でみると、小中学生世帯では85.0％が持ち家であるのに対し、⺟⼦世帯では27.2％と大きな差がある。
 ⼩中学⽣世帯では、「持ち家（⼀⼾建て）」が78.9％で最も多い。
 ⺟⼦世帯では、 「⺠間の賃貸住宅」が34.7％ で最も多く、次いで「実家や親族の家に同居」が25.3％となっている。■小中学生世帯調査 ■ひとり親世帯調査
■小中学生世帯調査 ■ひとり親世帯調査
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単位：％ 持ち家（一戸建て） 持ち家（マンション等） 公営（県営・市町村営）住宅 公社・雇用促進住宅等 社宅 民間の賃貸住宅 実家や親族の家に同居 その他 不明全体（n=644）小学5年生（n=349）中学2年生（n=295）
78.9 81.1 76.3 

6.1 4.6 7.8 
0.9 0.6 1.4 

0.5 0.3 0.7 
0.5 -1.0 

7.9 7.2 8.8 
3.7 4.3 3.1 

1.1 1.4 0.7 
0.5 0.6 0.3 持ち家 84.1%

持ち家 85.7%持ち家 85.0%
サンプル数 持ち家（一戸建て） 持ち家（マンション等）

公営（県営・市町村営）
住宅 公社・雇用促進住宅等

社宅 民間の賃貸住宅 実家や親族の家に同居
その他 不明 持ち家　計644 78.9 6.1 0.9 0.5 0.5 7.9 3.7 1.1 0.5 85.0 小学5年生 349 81.1 4.6 0.6 0.3 - 7.2 4.3 1.4 0.6 85.7 中学2年生 295 76.3 7.8 1.4 0.7 1.0 8.8 3.1 0.7 0.3 84.1 200万円未満 65 63.1 9.2 1.5 3.1 - 9.2 9.2 4.6 - 72.3 200万円以上450万円未満 132 75.0 6.1 2.3 - - 11.4 3.8 0.8 0.8 81.1 450万円以上 329 83.3 6.4 - - 0.9 6.7 2.1 0.6 - 89.7 単位：％世帯年収別 全　　　　体子どもの学齢別

単位：％ 持ち家（一戸建て） 持ち家（マンション等） 公営（県営・市町村営）住宅 公社・雇用促進住宅等 社宅 民間の賃貸住宅 実家や親族の家に同居 その他 不明母子世帯（n=605） 22.1 5.1 8.3 1.0 0.2 34.7 25.3 3.0 0.3 持ち家 27.2% サンプル数 持ち家（一戸建て） 持ち家（マンション等） 公営（県営・市町村営）住宅 公社・雇用促進住宅等 社宅 民間の賃貸住宅 実家や親族の家に同居 その他 不明 持ち家　計747 31.7 4.7 7.5 0.9 0.1 30.3 21.7 2.8 0.3 36.4 母子世帯 605 22.1 5.1 8.3 1.0 0.2 34.7 25.3 3.0 0.3 27.2 父子世帯 34 50.0 2.9 2.9 2.9 - 23.5 14.7 2.9 - 52.9 寡婦世帯 73 76.7 2.7 5.5 - - 9.6 4.1 1.4 - 79.4 単位：％全　　　　体ひとり親世帯種別



4．子育てについて4-1．子どもと過ごす時間の評価
問 お子さんに関して、お聞かせください。お子さんと一緒に過ごす時間は、十分とれていると思いますか。(SA)【「同居しているご家族をすべてお選びください。」で「子ども」と答えた方】子どもと過ごす時間について、小中学生世帯は「とれていない」が28.7％に対して、⺟⼦世帯は49.2％となっている。
 小中学生世帯では、「とれている」が小学5年⽣のいる世帯75.7％に対して、中学2年⽣のいる世帯65.1％で、10.6ポイント低くなっている。また、「十分にとれている」が29.2％となっている。勤務形態別では、「正社員・正職員」では56.4％が「とれていない」となっているのに対して、「有期雇用」では23.4％となっている。
 ⺟⼦世帯では「とれていない」が49.2％となっており、小中学生世帯と比較して20.5ポイント高い。■小中学生世帯調査 ■ひとり親世帯調査
問 お子さんと一緒に過ごす時間は、十分とれていると思いますか。(SA)■小中学生世帯調査■ひとり親世帯調査
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単位：％ 十分にとれている 大体とれている あまりとれていない 全くとれていない 不明母子世帯（n=602） 15.8 35.0 41.9 7.3とれている 50.8% とれていない 49.2%サンプル数 十分にとれている 大体とれている あまりとれていない
全くとれていない 不明 とれている計 とれていない計673 17.2 34.6 40.4 7.1 0.6 51.8 47.5 母子世帯 602 15.8 35.0 41.9 7.3 - 50.8 49.2 父子世帯 34 17.6 32.4 41.2 8.8 - 50.0 50.0 寡婦世帯 26 34.6 30.8 19.2 3.8 11.5 65.4 23.0 就学前 132 20.5 28.8 44.7 6.1 - 49.3 50.8 小学生 217 10.1 35.0 46.5 8.3 - 45.1 54.8 中高生 278 17.3 37.1 38.1 7.6 - 54.4 45.7 その他大学生・社会人など 29 34.5 41.4 13.8 - 10.3 75.9 13.8 単位：％

全　　　　体ひとり親世帯種別末子の就学等状況別

単位：％ 十分にとれている 大体とれている あまりとれていない 全くとれていない 不明全体（n=644）小学5年生（n=349）中学2年生（n=295）
29.2 32.4 25.4 

41.6 43.3 39.7 
26.2 22.3 30.8 

2.5 1.7 3.4 
0.5 0.3 0.7 とれている 75.7% とれていない 24.0%とれている 65.1% とれていない 34.2%

とれている 70.8% とれていない 28.7%
サンプル数 十分にとれている 大体とれている あまりとれていない

全くとれていない 不明 とれている　計 とれていない　計644 29.2 41.6 26.2 2.5 0.5 70.8 28.7 小学5年生 349 32.4 43.3 22.3 1.7 0.3 75.7 24.0 中学2年生 295 25.4 39.7 30.8 3.4 0.7 65.1 34.2 正社員・正職員 165 12.7 30.9 50.3 6.1 - 43.6 56.4 有期雇用 235 30.2 45.5 21.7 1.7 0.9 75.7 23.4 単位：％全　　　　体子どもの学齢別勤務形態別



4-2．子どもについての悩み問 お子さんに関する悩みについて、あてはまるものをお選びください。(MA2)子どもについての悩みは、「学習・進学」が63.8％で最も多く、次いで「スマホ・ゲーム」が44.6％、「友人関係」が21.0％となっている。
 「学習・進学」は小学5年⽣が56.4％に対して、中学2年⽣が72.5％で、16.1ポイント高くなっている。「とくにない」は小学5年⽣が17.5％に対して、中学2年⽣が8.1％ で、9.4ポイント低くなっている。
■小中学生世帯調査
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サンプル数 学習・進学 スマホ・ゲーム
友人関係 しつけ 病気・けが いじめ 就職 不登校 異性関係 非行 結婚 家庭内暴力 その他 とくにない 不明

644 63.8 44.6 21.0 16.1 4.5 2.8 1.4 1.1 0.6 0.5 0.2 - 2.8 13.2 0.6 小学5年生 349 56.4 42.1 22.6 18.6 3.4 3.2 1.7 - 0.9 0.3 - - 2.9 17.5 0.6 中学2年生 295 72.5 47.5 19.0 13.2 5.8 2.4 1.0 2.4 0.3 0.7 0.3 - 2.7 8.1 0.7 単位：％全　　　　体子どもの学齢別



問 お子さんに関する悩みについて、あてはまるものをお選びください。(MA2)【「同居しているご家族をすべてお選びください。」で「子ども」と答えた方】⺟⼦世帯における⼦どもの悩みは「学習・進学」が59.5％で最も多く、次いで「しつけ」が24.6％となっている。
 「就学前の子ども」がいる世帯では、「育児」が46.2％で最も多く、次いで「しつけ」が41.7％となっている。■ひとり親世帯調査
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※グラフは母子世帯のスコア単位：％母子世帯 n=602
サンプル数 学習・進学 しつけ 育児 友人関係 病気・けが 就職 不登校 いじめ 結婚 異性関係 非行 家庭内暴力 その他 とくにない 不明
673 56.5 23.6 18.0 14.0 9.4 7.9 4.5 3.0 2.2 1.9 1.0 0.6 3.9 15.5 2.2 母子世帯 602 59.5 24.6 19.6 15.0 10.0 7.3 4.3 3.0 1.0 2.0 1.2 0.7 4.3 14.3 1.2 父子世帯 34 55.9 23.5 2.9 8.8 5.9 17.6 8.8 2.9 2.9 2.9 - - - 14.7 - 寡婦世帯 26 7.7 11.5 7.7 - 3.8 3.8 3.8 3.8 19.2 - - - - 30.8 26.9 就学前 132 37.1 41.7 46.2 9.1 9.8 - 1.5 2.3 0.8 0.8 2.3 - 2.3 18.2 0.8 小学生 217 65.9 33.2 20.3 20.7 12.4 4.1 6.0 4.1 0.5 1.8 0.5 1.8 3.7 10.6 1.4 中高生 278 65.8 10.4 3.6 13.3 7.6 14.0 5.0 2.5 1.8 2.9 1.1 - 5.4 14.7 1.1 その他大学生・社会人など 29 3.4 - - - 6.9 17.2 3.4 3.4 24.1 - - - - 41.4 20.7 単位：％末子の就学等状況別

全　　　　体ひとり親世帯種別

59.5 24.6 19.6 15.0 10.0 7.3 4.3 3.0 1.0 2.0 1.2 0.7 4.3 14.3 1.2 0204060
80



4-3．⼦どもの将来についての不安問 お子さんの将来について不安に思うことをお答えください。(MA2)子どもの将来についての不安は「十分な教育費の確保が困難」が43.8％で最も多く、次いで「⼦どもの⾃⽴について」が31.2％となっている。また、「特段心配はしていない」も23.8％となっている。
 「⼦どもの⾃⽴について」は、小学5年⽣が28.1％に対して、中学2年⽣が34.9％で、6.8ポイント高くなっており 、「⼦どもの学⼒が低い」も小学5年⽣が16.0％に対して、中学2年⽣が23.7％で、7.7ポイント高くなっている。
 世帯年収別でみると、年収が低くなるほど、「十分な教育費の確保が困難」が多くなっている。また、世帯年収が⾼くなるほど「特段⼼配はしていない」が多くなっている。
■小中学生世帯調査
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サンプル数 十分な教育費の
確保が困難 子どもの自立に

ついて 子どもの学力が低い
子どもへの社会的

支援が不十分
子どもの将来を

考える余裕がない
特段心配はしていない その他 不明

644 43.8 31.2 19.6 7.3 3.0 23.8 4.3 1.4 小学5年生 349 44.7 28.1 16.0 9.7 3.2 24.1 6.0 1.4 中学2年生 295 42.7 34.9 23.7 4.4 2.7 23.4 2.4 1.4 200万円未満 65 60.0 30.8 23.1 4.6 7.7 12.3 7.7 - 200万円以上450万円未満 132 53.0 30.3 28.0 12.9 3.0 13.6 2.3 1.5 450万円以上 329 36.5 32.5 15.8 5.2 2.1 30.4 5.5 1.2 単位：％
全　　　　体子どもの学齢別世帯年収別



4-4．子どもに対する進学の希望問 お子さんの進学をどこまで希望されますか。(SA)63.8％が「四年制⼤学」への進学を希望しており、専門学校や短期大学などを含めると81.3％が高校卒業後の進学を希望している。
 世帯年収別でみると、世帯年収が⾼くなるほど「四年⽣⼤学」が多くなっており、450万円以上の世帯では75.4％を占める。
■小中学生世帯調査

21

単位：％ 中学校 高等学校（専修学校高等課程を含む） 専門・各種学校 短期大学 四年制大学 大学院 その他 不明全体（n=644）小学5年生（n=349）中学2年生（n=295）
0.6 0.6 0.7 

13.8 14.0 13.6 
9.6 11.7 7.1 

3.9 4.0 3.7 
63.8 61.3 66.8 

4.0 4.3 3.7 
3.9 3.7 4.1 

0.3 0.3 0.3 
高等学校まで 14.4% 専門・各種学校以上 81.3%高等学校まで 14.6% 専門・各種学校以上 81.3%高等学校まで 14.3% 専門・各種学校以上 81.3%

サンプル数 中学校 高等学校（専修学校高等
課程を含む） 専門・各種学校 短期大学 四年制大学 大学院 その他 不明 高等学校まで　計

専門・各種学校以上　計644 0.6 13.8 9.6 3.9 63.8 4.0 3.9 0.3 14.4 81.3 小学5年生 349 0.6 14.0 11.7 4.0 61.3 4.3 3.7 0.3 14.6 81.3 中学2年生 295 0.7 13.6 7.1 3.7 66.8 3.7 4.1 0.3 14.3 81.3 200万円未満 65 1.5 13.8 20.0 6.2 49.2 6.2 3.1 - 15.3 81.6 200万円以上450万円未満 132 0.8 24.2 9.1 6.1 53.8 0.8 5.3 - 25.0 69.8 450万円以上 329 0.3 7.9 6.7 2.4 75.4 4.6 2.7 - 8.2 89.1 単位：％世帯年収別 全　　　　体子どもの学齢別



4-5．子どもの将来への期待問 お子さんの将来に期待していますか。(SA)⺟⼦世帯の74.6％が子どもの将来に期待している。ひとり親世帯では、世帯年収が⾼くなるほど⼦どもの将来への期待が増加している。
 ⺟⼦世帯における子どもの将来への期待は、「とても期待している」は17.2％である。一方、「あまり期待していない」と「期待していない」の計は24.8％である。
 世帯年収別でみても、世帯年収が⾼くなるほど子どもの将来への期待が高くなっている。
■ひとり親世帯調査
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単位：％ とても期待している 期待している あまり期待していない 期待していない 不明母子世帯（n=605） 17.2 57.4 21.0 3.8 0.7期待している 74.6% 期待していない 24.8%サンプル数 とても期待している
期待している あまり期待していない 期待していない

不明 期待している　計
期待していない　計747 14.9 51.8 18.7 3.7 10.8 66.7 22.4 母子世帯 605 17.2 57.4 21.0 3.8 0.7 74.6 24.8 父子世帯 34 11.8 64.7 23.5 - - 76.5 23.5 寡婦世帯 73 2.7 13.7 5.5 4.1 74.0 16.4 9.6 200万円未満 281 12.5 46.6 22.1 6.0 12.8 59.1 28.1 200万円以上450万円未満 262 16.0 59.5 18.3 1.5 4.6 75.5 19.8 450万円以上 60 25.0 56.7 11.7 1.7 5.0 81.7 13.4 単位：％世帯年収別

全　　　　体ひとり親世帯種別



4-6．期待できない理由問 なぜ「期待していない」と思われるのか、ご記入下さい。(MA)【「お子さんの将来に期待していますか。」で、「あまり期待していない」または「期待していない」と答えた方】⺟⼦世帯で期待できない理由は「⼗分な教育費の確保が困難」が62.0％で最も多く、生活が「厳しい」と回答した世帯では、「十分な教育費の確保が困難」という理由が70.7％となっている。
 ⽣活総合満⾜度別でみると、「非常に厳しい」と回答した世帯では、「十分な教育費の確保が困難」という理由が82.1％で多くなっている。
■ひとり親世帯調査
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※グラフは母子世帯のスコア単位：％母子世帯 n=150
サンプル数 十分な教育費の確保

が困難 子どもや子育ての支
援が不十分 子どもの将来を考え

る余裕がない その他 不明
168 60.1 24.4 17.9 30.4 1.2 母子世帯 150 62.0 26.7 19.3 29.3 - 父子世帯 8 62.5 12.5 12.5 25.0 - 寡婦世帯 7 42.9 - - 42.9 14.3 頑張れている計 52 36.5 13.5 7.7 51.9 1.9 厳しい計 116 70.7 29.3 22.4 20.7 0.9 やや厳しい 77 64.9 23.4 18.2 26.0 1.3 非常に厳しい 39 82.1 41.0 30.8 10.3 - 単位：％生活総合満足度別

全　　　　体ひとり親世帯種別

62.0 26.7 19.3 29.3 -0204060
80



5．子どもの生活実態について5-1．子どもの平日の放課後の過ごし方（子ども自身の回答）問 あなたは、ふだん（⽉曜⽇〜⾦曜⽇）の放課後、どのように過ごしていますか。(MA3)放課後の過ごし方は、３つまでの複数回答で、 「⾃宅」が76.1％で最も多く、次いで「塾や習いごと」が61.0％となっている。
 小学5年⽣では「⾃宅にいる」が83.4％で最も多く、中学2年⽣になると「学校のクラブ」が74.9％で最も多くなっている。
 「友達の家にいる」は、小学5年⽣では31.8％だが、中学2年⽣になると3.7％と少なくなっている。
■小中学生世帯調査

24

サンプル数 自宅にいる 塾や習いごと
学校のクラブ

友達の家にいる
おばあちゃん・おじ

いちゃん・親せきの
家にいる 地域のクラブ活動

放課後児童クラブ
（学童保育）

その他 不明
644 76.1 61.0 36.8 18.9 6.8 5.4 4.0 3.1 0.5 小学5年生 349 83.4 62.2 4.6 31.8 10.0 5.2 6.9 4.0 0.3 中学2年生 295 67.5 59.7 74.9 3.7 3.1 5.8 0.7 2.0 0.7 単位：％全　　　　体子どもの学齢別



5-2．自信の有無（子ども自身の回答）問 自分に自信がありますか。(SA)■小中学生世帯調査

25

単位：％ ある どちらかというとある どちらかというとない ない 不明全体（n=644）小学5年生（n=349）中学2年生（n=295）
25.3 
30.7 

19.0 
39.0 

41.5 
35.9 

24.1 
19.8 

29.2 
10.9 

7.7 
14.6 

0.8 
0.3 1.4 

ある 64.3% ない 35.0%
ある 72.2% ない 27.5%ある 54.9% ない 43.8%

64.3％の子どもが自分に「自信がある」としている。しかし、小学生と比べ中学生の方が、「自信がない」が多い。また、世帯年収が⾼い世帯ほど「⾃信がある」が多く、学習理解度が⾼い⼦どもの⽅が、「⾃信がある」が多くなっている。
 小学5年⽣では72.2％が「自信はある」としているのに対し、中学2年⽣になると54.9％となっている。
 世帯年収別でみると、「自信がある」 は、「200万円未満」の世帯では52.3％、「200万円以上450万円未満」の世帯では58.3％だが、「450万円以上」の世帯は70.0％となっている。
 学習理解度別でみると、「わかる」と回答した世帯は70.8％が「自信がある」となっているのに対して、「わからない」と回答した世帯は68.6％が「自信がない」となっている。

サンプル数 ある どちらかというと
ある どちらかというと

ない ない 不明 ある　計 ない　計
644 25.3 39.0 24.1 10.9 0.8 64.3 35.0 小学5年生 349 30.7 41.5 19.8 7.7 0.3 72.2 27.5 中学2年生 295 19.0 35.9 29.2 14.6 1.4 54.9 43.8 200万円未満 65 20.0 32.3 36.9 10.8 - 52.3 47.7 200万円以上450万円未満 132 25.0 33.3 24.2 16.7 0.8 58.3 40.9 450万円以上 329 27.4 42.6 20.4 9.1 0.6 70.0 29.5 わかる 534 28.1 42.7 21.7 7.3 0.2 70.8 29.0 わからない 102 11.8 19.6 38.2 30.4 - 31.4 68.6 単位：％

全　　　　体子どもの学齢別世帯年収別子どもの学習理解度別



5-3．自分の体や気持ちで気になること（子ども自身の回答）問 あなたは、自分の体や気持ちで気になることはありますか。(MA)■小中学生世帯調査

26

自分の体や気持ちで「気になることがある」としている子どもは53.4％。学習理解度が「わからない」と回答した⼦ども、及び「⾃信がない」と回答した⼦どもの⽅が、そうでない子どもよりも「気になることがある」が多い。
 気になることとして、「やる気が起きない」が16.8％で最も多く、次いで、「イライラする」（14.9％）、「よくおなかがいたくなる」（14.6％）となっている。一方、「とくに気になるところはない」も37.1％となっている。
 小学5年⽣、中学2年⽣ともに「とくに気になるところはない」が最も多いが、「やる気が起きない」は小学5年⽣が10.9％であるのに対して、中学2年⽣が23.7％と12.8ポイント高くなっている。
 ⼦どもの学習理解度で「わからない」と回答した⼦どもでは「やる気が起きない」（29.4％）をはじめとして、「わかる」と回答した子どもと比較して気になることが多くなっている。これは、子どもの自信の有無別でみても同様の傾向である。

サンプル数 やる気が起きない
イライラする よくおなかがいたく

なる よくかゆくなる まわりが気になる
不安な気持ちになる

よく頭がいたくなる
ねむれない ものを見づらい よくかぜをひく 聞こえにくい 歯がいたい その他 とくに気になるところはない わからない 不明 気になるところが

ある　計
644 16.8 14.9 14.6 14.0 12.6 12.0 10.6 6.1 6.1 2.6 2.0 1.1 3.3 37.1 6.7 2.8 53.4 小学5年生 349 10.9 12.9 13.8 16.3 11.5 11.7 6.9 5.2 5.2 3.2 1.7 1.1 3.2 37.8 6.9 3.2 52.1 中学2年生 295 23.7 17.3 15.6 11.2 13.9 12.2 14.9 7.1 7.1 2.0 2.4 1.0 3.4 36.3 6.4 2.4 54.9 わかる 534 14.6 13.5 13.7 13.1 12.4 11.2 9.4 5.6 6.6 2.2 1.7 1.3 3.2 40.1 5.6 2.4 51.9 わからない 102 29.4 21.6 19.6 18.6 14.7 16.7 17.6 8.8 3.9 4.9 3.9 - 3.9 23.5 9.8 3.9 62.8 ある 414 11.4 11.1 12.8 12.1 9.9 8.0 7.5 4.6 4.6 2.7 1.4 1.0 2.7 45.2 6.0 1.9 46.9 ない 225 27.1 21.8 17.8 17.3 17.8 19.6 16.4 8.9 8.9 2.7 3.1 1.3 4.4 22.7 7.6 4.0 65.7 単位：％子どもの学習理解度別子どもの自信の有無別

全　　　　体子どもの学齢別


