
令和５年度大阪府

「子どもの生活に関する実態調査」
クロス集計結果について

資料３

大阪府内43市町村の調査結果について、下記の１～７の分野で抜粋したクロス集計結果の報告

※H28データは、平成28年度実施「子どもの生活に関する実態調査」の大阪府内43市町村の結果

１．家計・収入・就業に関すること

２．食事に関すること

３．子どもの教育環境に関すること

４．子どものつながりに関すること

５．親への相談支援に関すること

６．居場所に関すること

７．お世話の状況に関すること



１．家計・収入・就業に関すること

２



３

◇困窮度Ⅰのひとり親世帯で養育費を受け取っている世帯は約３割である。◇困窮度Ⅰのひとり親世帯で養育費を受けている割合は約１割である。

◇ひとり親世帯の概ね3分の1が赤字家計である。
（ふたり親世帯では約4分の1）

◇ひとり親世帯において、3割前後が赤字家計である。
特に母子世帯における赤字の割合が3割を超えている。

■調査結果から分かったこと

１．家計・収入・就業に関すること

45.6

34.0

31.2

28.6

4.1

3.5

4.0

4.2

19.9

22.4

22.6

20.2

29.5

39.0

41.0

45.7

0.9

1.1

1.1

1.4

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

取り決めをしており、受け取っている

特に取り決めはしていないが、受け取っている

取り決めをしているが、受け取っていない

取り決めをしておらず、受け取っていない

無回答

(N=342)

(N=661)

(N=349)

(N=1589)

46.9

22.1

35.3

31.1

17.8

36.0

26.4

29.4

28.7

34.2

31.0

30.7

5.6

6.0

5.9

7.5

1.0

1.5

1.4

1.4

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

ふたり親世帯

母子世帯

父子世帯

その他世帯

貯蓄ができている 赤字である

赤字でもなく黒字でもない わからない

無回答

(N=35373)

(N=4333)

(N=793)

(N=962)

38.8

16.9

25.5

21.4

23.2

38.7

30.3

31.8

31.9

36.2

36.8

34.2

5.1

7.3

6.8

10.7

0.9

0.8

0.6

1.9

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

ふたり親世帯

母子世帯

父子世帯

その他世帯

貯蓄ができている 赤字である

赤字でもなく黒字でもない わからない

無回答

(N=39519)

(N=7923)

(N=842)

(N=365)

8.8

10.6

11.0

12.2

3.4

5.9

5.8

5.7

60.3

51.5

49.5

46.9

27.5

32.0

33.7

35.2

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

受けている 受けたことがある 受けたことはない 無回答

(N=1410)

(N=1918)

(N=655)

(N=3126)

43市町村

R5H28



４

◇困窮度Ⅰのひとり親世帯で児童扶養手当を利用したことがない世帯がある。
◇困窮度Ⅰのひとり親世帯で児童扶養手当を利用したことがない世帯は約１割
である。

◇困窮度Ⅰの世帯で就学援助を利用したことがない世帯は約3割である。◇困窮度Ⅰの世帯で就学援助を利用したことがない世帯がある。

■調査結果から分かったこと

12.3

44.4

73.0

80.1

11.9

14.7

6.8

3.3

69.1

34.7

14.5

10.9

6.6

6.1

5.7

5.7

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

(N=738)

(N=930)

(N=441)

(N=1955)

1.0

10.1

36.7

55.8

2.7

10.0

12.3

7.3

91.4

74.3

44.2

30.3

4.8

5.5

6.7

6.6

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

(N=9737)

(N=1758)

(N=4867)

1.6

18.5

46.7

63.2

4.3

12.6

12.3

8.0

68.7

45.1

24.2

14.6

25.4

23.8

16.8

14.2

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

(N=20570)

(N=12057)

(N=2245)

(N=6124)

10.8

51.1

68.5

76.0

9.1

6.9

4.0

2.9

54.0

23.5

14.4

10.1

26.0

18.5

13.1

10.9

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

(N=1410)

(N=1918)

(N=655)

(N=3126)

(N=16673)

43市町村

R5H28



25.5

0.4

0.9

1.0

1.8

3.9

1.5

29.8

16.1

4.4

1.5

7.8

9.8

1.1

1.1

33.2

18.6

17.1

0.7

19.9

4.1

38.5

5.3

48.0

1.9

6.0

6.2

9.0

9.9

4.1

49.6

30.9

8.5

4.8

23.3

18.9

4.5

4.4

53.7

32.6

33.8

3.5

38.3

10.1

16.6

2.5

57.6

4.1

6.5

13.4

16.7

13.6

5.6
59.6

35.8

12.0

8.0

36.5

24.5

9.1

9.0

60.1

40.5

42.3

7.5

45.9

15.7

8.8

1.5

61.2

7.3

4.7

22.0

23.3

16.0

8.3

62.1

39.1

12.8

8.5

43.9

27.5

13.1

11.7

59.5

43.2

47.4

9.9

50.0

18.1

7.2

2.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

食費を切りつめた

電気・ガス・水道などが止められた

医療機関を受診できなかった

国民健康保険料の支払いが滞ったことがある

国民年金の支払いが滞ったことがある

金融機関などに借金をしたことがある

クレジットカードの利用が停止になったことがある

新しい衣服・靴を買うのを控えた

新聞や雑誌を買うのを控えた

スマートフォンへの切替・利用を断念した

冠婚葬祭のつきあいを控えた

生活の見通しがたたなくて不安になったことがある

鉄道やバスの利用を控え、

自転車を使ったり歩くようにした

電話（固定・携帯）などの通信料の

支払いが滞ったことがある

家賃や住宅ローンの支払いが滞ったことがある

趣味やレジャーの出費を減らした

冷暖房の使用を控えた

友人・知人との外食を控えた

敷金・保証金などを用意できないので、

住み替え・転居を断念した

理髪店・美容院に行く回数を減らした

子ども部屋が欲しかったがつくれなかった

どれもあてはまらない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ
(N=20570) (N=12057) (N=2245) (N=6124)

◇困窮世帯ほど、経済的にできなかったことが多い。

■調査結果から分かったこと（困窮度×経済的な理由でできなかったこと）

21.5

0.3

0.6

0.4

0.8

2.1

1.0

23.7

12.9

3.2

1.2

6.4

8.8

0.6

0.6

28.7

17.1

16.9

0.5

16.3

4.3

44.7

5.3

38.6

0.7

2.1

2.1

3.7

5.1

3.3

41.3

22.5

6.6

3.1

18.9

16.1

2.2

2.6

47.3

28.6

31.2

2.2

32.1

9.4

23.0

2.8

47.8

2.8

3.6

5.7

7.9

7.6

5.2

51.3

24.8

8.4

6.4

31.3

20.6

4.6

5.0

53.8

35.9

41.0

5.1

40.6

14.4

15.8

2.6

52.3

3.9

4.7

12.2

13.1

10.2

6.7

55.0

28.1

11.1

7.8

37.7

23.9

8.5

8.4

53.8

38.4

44.5

8.7

44.8

17.4

11.9

2.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ
(N=16673) (N=9737

)

(N=1758) (N=4867) ５

R5H28

43市町村

◇困窮世帯ほど、経済的にできなかったことが多い。



■調査結果から分かったこと（困窮度×子どもに対して経済的にできなかったこと）

0.3

1.3

1.1

2.0

2.5

0.0

3.8

0.1

4.0

0.2

0.9

0.4

0.3

8.7

78.8

8.4

0.5

2.5

4.0

7.8

8.7

0.1

12.7

0.4

12.6

0.8

3.6

1.2

1.0

22.6

60.3

6.7

1.1

3.4

7.6

15.5

14.7

0.1

19.3

0.9

18.9

2.2

8.5

2.4

2.5

34.4

46.1

5.8

2.1

5.0

10.3

22.3

21.4

0.5

25.3

1.8

23.2

3.9

12.1

4.0

4.1

39.4

39.1

6.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

６(N=16673) (N=9737) (N=1758) (N=4867)

◇「子どもを医療機関に受診させることができなかった」と回答し
た困窮度Ⅰの割合が2.1％である。
◇「どれにも当てはまらない」回答した困窮度Ⅰの割合は約４割で
ある。

0.4

0.8

1.1

2.7

3.2

0.0

3.6

0.1

4.3

0.2

0.9

0.4

0.3

8.3

70.2

16.3

1.8

2.0

5.2

11.0

12.2

0.1

14.4

0.6

14.6

1.6

5.3

1.7

1.4

25.1

49.8

12.6

3.2

4.0

9.0

19.6

20.6

0.3

23.3

1.6

23.4

3.2

10.3

3.8

3.1

36.7

34.0

11.3

4.2

4.6

11.1

25.0

24.9

0.5

28.8

2.0

27.0

5.2

13.3

6.5

5.3

41.0

28.4

12.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

お子さんを医療機関に受診させることができなかった

お子さんの進路を変更した

お子さんのための本や絵本が買えなかった

お子さんにおこづかいを渡すことができなかった

お子さんに新しい服や靴を買うことができなかった

お子さんを学校の遠足や修学旅行へ参加させられなかった

お子さんを習い事に通わすことができなかった

お子さんを学校のクラブ活動・部活動に参加させられなかった

お子さんを学習塾に通わせることができなかった

お子さんの誕生日を祝えなかった

お子さんにお年玉をあげることができなかった

お子さんの学校行事などに参加することができなかった

子ども会、地域の行事の活動に参加することができなかった

家族旅行（日帰りのおでかけを含む）ができなかった

どれにもあてはまらない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

(N=20570) (N=12057) (N=2245) (N=6124)

43市町村

◇困窮世帯ほど、子どもに対して経済的にできなかったことが多い。

R5

H28



◇困窮度Ⅰの世帯における正規雇用の割合は約４割である。
◇困窮度Ⅰの世帯における正規雇用の割合は4割を超えており、約３割が非
正規雇用である。

◇非正規群に占める母子世帯の割合は約７割である。

７

◇非正規群に占める母子世帯の割合は約６割である。

■調査結果から分かったこと

91.1%

85.5%

69.1%

42.9%

7.7%

10.6%

16.4%

20.7%

0.9%

3.3%

12.1%

30.1%

0.2%

0.4%

1.9%

5.3%

0.2%

0.1%

0.5%

1.0%

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

正規群 自営群 非正規群 無業 その他

(N=16482)

(N=9591)

(N=1704)

(N=4678)

90.3%

89.7%

31.6%

30.9%

65.9%

6.0%

5.7%

61.3%

59.7%

23.9%

1.8%

2.2%

1.7%

3.5%

5.8%

1.9%

2.3%

5.4%

5.8%

4.3%

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

正規群

自営群

非正規群

無業

その他

ふたり親世帯 母子世帯 父子世帯 その他世帯

90.2%

79.8%

56.9%

35.5%

8.2%

13.1%

21.2%

23.2%

0.8%

5.3%

17.9%

33.7%

0.2%

1.2%

3.0%

6.0%

0.5%

0.6%

0.9%

1.6%

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

正規群 自営群 非正規群 無業 その他

(N=18124)

(N=10259)

(N=1869)

(N=4766)

H28

89.4%

89.1%

31.2%

26.4%

63.4%

8.7%

8.1%

66.2%

64.1%

25.2%

1.5%

2.3%

1.4%

4.5%

7.3%

0.4%

0.5%

1.2%

5.0%

4.1%

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

正規群

自営群

非正規群

無業

その他

ふたり親世帯 母子世帯 父子世帯 その他世帯

(N=31431)

(N=5605)

(N=3043)

(N=735)

(N=314)

43市町村

(N=32239)

(N=5154)

(N=2549)

(N=479)

(N=138)

R5



◇困窮度Ⅰにおける母子世帯の割合は約４割である。◇困窮度Ⅰの５割が母子世帯である。

◇母子世帯で等価可処分所得の中央値に満たない世帯の割合は約８割である。◇母子世帯の約８割が等価可処分所得の中央値に満たない。

■調査結果から分かったこと

８

56.0%

13.6%

43.9%

35.1%

30.7%

21.1%

33.1%

26.6%

4.3%

11.7%

6.1%

8.0%

9.0%

53.6%

16.9%

30.3%

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

ふたり親世帯

母子世帯

父子世帯

その他世帯

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

(N=27349)

(N=3456)

(N=608)

(N=723)

93.9%

88.2%

70.2%

53.2%

2.9%

7.7%

24.1%

39.9%

1.6%

2.1%

2.2%

2.2%

1.6%

2.0%

3.5%

4.7%

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

ふたり親世帯 母子世帯 父子世帯 その他世帯

(N=9505)

(N=1674)

(N=4641)

92.8%

83.1%

69.5%

45.9%

5.4%

14.2%

27.5%

50.6%

1.5%

1.9%

2.1%

2.1%

0.3%

0.7%

0.9%

1.4%

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

ふたり親世帯 母子世帯 父子世帯 その他世帯

(N=20357)

(N=11885)

(N=2213)

(N=5939)

57.2%

17.3%

43.1%

21.4%

29.9%

26.3%

32.8%

35.9%

4.7%

9.5%

6.7%

8.5%

8.3%

46.9%

17.4%

34.3%

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

ふたり親世帯

母子世帯

父子世帯

その他世帯

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

(N=33037)

(N=6404)

(N=705)

(N=248)

(N=16316)

43市町村

R5H28



■調査結果から分かったこと

◇困窮度Ⅰの世帯で、生活保護制度を利用したことがない世帯は約５割である。

0.1

0.3

2.8

5.5

0.2

1.0

2.9

4.4

94.5

91.0

81.1

75.4

5.2

7.7

13.1

14.7

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

(N=16673)

(N=9737)

(N=1758)

(N=4867)

0.0%

1.7%

6.0%

8.4%

0.2%

0.9%

2.1%

2.8%

73.5%

66.7%

58.6%

53.5%

26.2%

30.8%

33.3%

35.3%

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

(N=20570)

(N=12057)

(N=2245)

(N=6124)

◇府営住宅や市営住宅等の世帯で、「赤字である」と回答した割合は約４割で
あり、「貯蓄できている」割合は約１割である。

39.3%

10.7%

23.0%

20.3%

58.4%

17.8%

32.1%

37.7%

33.3%

34.8%

22.2%

28.4%

22.6%

42.8%

36.5%

36.9%

14.4%

35.3%

5.0%

7.6%

6.3%

7.4%

4.4%

17.5%

0.9%

1.2%

1.0%

0.7%

0.6%

0.9%

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

持ち家（親・きょうだいの名義を含む）

府営・市営・町営の住宅

ＵＲ賃貸住宅・公社賃貸住宅

民間の賃貸住宅

官舎・社宅

その他

貯蓄ができている 赤字である

赤字でもなく黒字でもない わからない

無回答

(N=12057)

(N=2330)

(N=1048)

(N=7945)

(N=666)

(N=320)

47.9%

13.8%

31.0%

29.5%

53.7%

20.6%

17.6%

39.1%

27.9%

29.5%

12.8%

34.2%

28.4%

38.3%

32.2%

33.5%

27.9%

27.2%

5.5%

7.6%

7.6%

6.5%

5.0%

16.7%

0.7%

1.2%

1.3%

1.0%

0.7%

1.2%

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

持ち家（親・きょうだいの名義を含む）

府営・市営・町営の住宅

ＵＲ賃貸住宅・公社賃貸住宅

民間の賃貸住宅

官舎・社宅

その他

貯蓄ができている 赤字である

赤字でもなく黒字でもない わからない

無回答

(N=32784)

(N=1316)

(N=752)

(N=6890)

(N=438)

(N=257)

H28 R5

９

43市町村

◇困窮度Ⅰの世帯で、生活保護制度を利用したことがない世帯は約８割である。

◇府営住宅や市営住宅等の世帯で、「赤字である」と回答した割合は約４割で
ある。



２．食事に関すること

10



２．食事に関すること

11

◇おうちの大人のひとと一緒に朝食をほとんど毎日食べると回答した割合が中央値以上、困窮度Ⅲで約５割、困窮度Ⅰ及び困窮度Ⅱで約４割を超えている。

【朝食】

◇「毎日またはほとんど毎日」朝食を食べている割合は中央値以上及び困窮度Ⅲで約９割、困窮度Ⅰ及び困窮度Ⅱで約８割である。

【朝食摂取状況】

51.2

47.6

44.7

42.8

6.2

5.7

6.6

6.1

9.7

9.3

6.9

8.2

5.1

5.0

4.8

4.8

2.1

2.1

2.4

2.7

14.4

15.9

18.4

17.9

10.0

13.1

14.8

16.2

1.3

1.4

1.5

1.2

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

ほとんど毎日 週に４～５回 週に２～３回 週に１回程度

月に１～２回 ほとんどない まったくない 無回答

(N=15740)

(N=9186)

(N=1638)

(N=4557)

90.1

86.5

82.8

78.8

4.0

4.5

5.1

6.7

2.4

3.6

4.9

5.8

1.0

1.3

2.3

2.8

1.6

2.9

3.9

4.8

0.9

1.1

1.0

1.0

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

毎日またはほとんど毎日 週に４～５回

週に２～３回 週に１回程度

食べない 無回答

(N=15740)

(N=9186)

(N=1638)

(N=4557)

R5

■調査結果から分かったこと

51.5

47.3

43.0

42.3

6.6

6.2

6.4

6.0

9.8

9.1

9.0

8.4

4.9

4.7

5.8

4.4

2.2

2.4

2.4

3.1

14.3

16.8

17.0

17.9

10.1

13.0

16.1

17.1

0.6

0.6

0.4

0.7

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

ほとんど毎日 週に４～５回 週に２～３回 週に１回程度

月に１～２回 ほとんどない まったくない 無回答

(N=20437)

(N=11973)

(N=2235)

(N=6042)

H28

92.1

87.9

83.8

80.1

3.5

5.2

7.0

7.2

2.2

3.2

4.3

6.4

0.8

1.5

1.7

2.3

1.0

1.6

2.5

3.4

0.4

0.5

0.7

0.5

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

毎日またはほとんど毎日 週に４～５回

週に２～３回 週に１回程度

食べない 無回答

(N=20437)

(N=11973)

(N=2235)

(N=6042)

43市町村



３．子どもの教育環境に関すること

12



■調査結果から分かったこと

◇困窮世帯ほど学習理解度について「よくわかる」「だいたいわかる」の割合が低い。 ◇「よくわかる」と回答した割合は、中央値以上と困窮度Ⅰの世帯で約1割以上の
差がある。

◇困窮世帯ほど授業時間以外の勉強時間について「まったくしない」の割合が高い。 ◇困窮度Ⅰの世帯において「まったくしない」は約２割である。

35.1

25.3

20.9

19.2

52.9

57.2

58.5

54.8

8.2

11.8

15.2

17.2

1.4

2.5

2.6

4.4

1.1

1.8

1.7

3.1

1.3

1.4

1.2

1.3

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

よくわかる だいたいわかる あまりわからない

ほとんどわからない わからない 無回答

(N=9186)

(N=1638)

(N=4557)

7.4

11.8

13.0

17.3

15.8

20.0

20.3

20.2

23.8

24.7

24.9

22.8

25.7

22.8

21.3

20.1

14.0

10.1

9.5

9.1

8.2

4.6

3.8

3.8

3.8

4.8

6.0

5.2

1.3

1.3

1.2

1.5

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

まったくしない 30分より少ない

30分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=15740)

(N=9186)

(N=1638)

37.3

43.3

42.8

47.8

32.0

28.9

27.4

26.4

14.8

12.7

14.0

10.6

6.3

5.2

5.4

4.8

2.1

1.6

1.8

1.7

1.5

1.3

1.3

1.2

4.9

5.6

6.0

6.1

1.2

1.3

1.2

1.4

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

まったくしない 30分より少ない

30分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=15740)

(N=9186)

(N=1638)

(N=4557)

◇読書を「まったくしない」割合は中央値以上、中央値未満のいずれの世帯におい
ても約４割である。

◇授業時間以外の読書について、困窮世帯ほど「まったくしない」の割合が高い。

29.4

20.9

17.8

16.4

56.7

59.0

56.2

54.7

9.3

12.9

16.8

18.2

1.9

3.0

4.4

4.9

1.7

2.9

3.3

4.5

1.0

1.3

1.5

1.3

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

よくわかる だいたいわかる あまりわからない

ほとんどわからない わからない 無回答

H28

(N=20437)

(N=11973)

(N=2235)

(N=6042)

5.4

9.7

12.8

13.6

12.4

15.6

17.5

18.5

23.2

25.0

22.9

22.4

29.0

25.4

23.2

22.0

14.9

11.0

10.4

9.5

8.8

5.2

4.1

4.8

5.5

7.3

8.5

8.1

0.8

0.8

0.6

1.0

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

まったくしない 30分より少ない 30分以上、１時間より少ない

１時間以上、２時間より少ない ２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=20437)

(N=11973)

(N=2235)

(N=6042)

29.3

33.8

34.8

36.9

35.0

32.7

31.1

29.3

17.5

15.3

14.2

14.8

7.1

6.5

6.5

6.3

2.3

1.9

2.7

2.0

1.7

1.5

1.5

1.9

6.4

7.4

8.1

7.8

0.7

0.9

1.1

0.9

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

まったくしない 30分より少ない

30分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=20437)

(N=11973)

(N=2235)

(N=6042)

R5

13

(N=15740)

(N=4557)

43市町村



■調査結果から分かったこと

◇困窮世帯ほど遅刻する割合が高い。◇困窮世帯ほど遅刻する割合が高い。

◇困窮世帯ほど子どもの将来のための貯蓄ができていない

14

◇子ども自身の進学希望について、困窮世帯ほど「大学・短大・大学院」の割合
は低い。

3.9

4.2

5.9

5.5

0.6

0.7

0.9

1.2

1.7

2.1

3.1

4.2

4.1

4.7

5.7

6.9

84.6

82.7

79.7

76.3

5.2

5.6

4.8

5.9

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

毎日またはほとんど毎日 週に４～５回

週に２～３回 週に１回程度

遅刻はしない 無回答

(N=9186)

(N=1638)

(N=4557)

◇短期大学・大学・大学院を希望する困窮世帯の子どもの割合は約３割である。

0.6

1.0

0.8

1.8

9.3

14.3

17.6

19.9

1.5

2.2

1.8

2.1

44.4

35.7

32.0

30.7

3.9

2.3

2.0

1.6

5.1

3.7

3.8

3.5

11.2

12.7

14.8

14.5

13.0

14.6

15.0

12.9

9.5

11.8

10.9

11.3

1.6

1.5

1.4

1.8

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

中学校 高校 短期大学

大学 大学院 留学

専門学校・高等専門学校 考えたことがない わからない

無回答

(N=1638)

(N=9186)

(N=4557)

◇子どもの将来のために貯蓄している世帯は困窮度Ⅰにおいて約４割である。困窮度が
高いほど、貯蓄はできていない。

82.9

60.4

45.4

37.6

16.3

38.8

53.6

61.1

0.3

0.2

0.3

0.5

0.6

0.6

0.6

0.7

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

貯蓄をしている 貯蓄をしたいが、できていない

貯蓄をするつもりはない 無回答

(N=16673)

(N=9737)

(N=1758)

(N=4867)

3.8

4.1

5.2

5.6

0.5

0.6

1

1.2

3.1

2.3

2.4

3.3

1.2

3.9

5.5

6.8

88.2

85.7

82.2

78.4

3.2

3.5

3.7

4.7

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

毎日またはほとんど毎日 週に４～５回

週に２～３回 週に１回程度

遅刻はしない 無回答

(N=20437)

(N=11973)

(N=2235)

(N=6042)

0.7

0.8

0.9

1.4

9.2

16.8

20.1

22.7

46.2

37.0

34.0

30.6

6.4

4.0

3.6

3.6

5.2

3.6

3.6

3.6

14.1

17.7

18.5

18.0

9.8

10.2

10.1

9.9

7.1

8.4

7.9

8.4

1.4

1.5

1.4

1.8

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

中学校 高校 大学・短期大学 大学院

留学 専門学校 考えたことがない わからない

無回答

(N=20437)

(N=11973)

(N=2235)

(N=6042)

77.7

49.9

34.7

27.5

21.8

49.5

64.6

71.5

0.2

0.2

0.1

0.4

0.4

0.4

0.6

0.6

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

貯蓄をしている 貯蓄をしたいが、できていない

貯蓄をするつもりはない 無回答

(N=20570)

(N=12057)

(N=2245)

(N=6124)

R5
H28

(N=15740)

(N=15740)

43市町村



■調査結果から分かったこと

◇困窮世帯ほど子どもに対して「とても期待している」「期待している」割合が低い。

◇保護者の子どもの進学希望について、困窮世帯ほど「短期大学・大学・大学院」の
割合が低い。

◇困窮度Ⅰの世帯における「短期大学・大学・大学院」の進学希望割合は約５割である。

◇困窮度Ⅰの世帯では、子どもに「とても期待している」「期待している」の割合
は約８割である。困窮世帯ほど期待する割合が低くなる傾向にある。

15

27.2

21.5

20.6

20.3

60.5

61.0

61.3

57.9

10.1

14.2

15.2

17.3

1.3

2.0

2.0

3.0

1.0

1.3

0.9

1.5

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

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 無回答

(N=9737)

(N=1758)

(N=4867)

0.2

0.2

0.3

0.6

5.6

12.9

17.2

20.7

1.2

2.1

1.5

2.2

71.6

57.7

49.7

47.5

2.6

1.4

1.8

1.1

3.3

2.5

2.9

2.4

5.5

9.1

10.8

10.8

1.2

2.0

1.9

2.7

8.1

11.0

12.9

10.9

0.7

1.1

0.9

1.1

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

中学校 高校

短期大学 大学

大学院 留学

専門学校・高等専門学校 考えたことがない

わからない 無回答

(N=16673)

(N=9737)

(N=1758)

(N=4867)

25.4

18.9

19.6

18.6

64.1

65.0

62.3

61.1

9.2

14.2

15.9

17.3

0.9

1.3

1.4

2.2

0.4

0.6

0.8

0.8

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

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 無回答

(N=20570)

(N=12057)

(N=2245)

(N=6124)

0.1

0.2

0.4

0.3

7.7

18.9

26.6

31.4

74.5

59.1

50.8

45.7

2.7

0.9

1.1

1.1

3.2

2.2

2.4

2.3

5.1

9.3

10.1

9.8

1.1

1.7

1.5

1.7

5.5

7.6

6.9

7.3

0.1

0.1

0.2

0.3

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

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

中学校 高校 大学・短期大学

大学院 留学 専門学校・高等専門学校

考えたことがない わからない 無回答

(N=20570)

(N=12057)

(N=2245)

(N=6124)

(N=16673)

43市町村

R5
H28



※「起床時間」と「朝食の頻度」について、次の２つのグループに分け、「授業以外の勉強時間」とクロス集計を行った。
（起床時間） 『同じ時刻に起きている』：「起きている」「どちらかと言えば、起きている」と回答した子ども

『同じ時刻に起きていない』：「あまり、起きていない」「起きていない」と回答した子ども
（朝食の頻度） 『毎日またはほとんど毎日』 ：「毎日またはほとんど毎日」

『週５回以下』：「毎日またはほとんど毎日」以外

◇「同じ時刻に起きている」子どもの方が勉強時間が「３０分以上、１時間より少ない」、「１時間以上、２時間より少ない」、「２時間以上、３時間より少ない」の割合が高い。
◇「１時間以上、２時間より少ない」の割合が約７割である。
◇「毎日またはほとんど毎日」朝食をとる子どもの方が「３０分以上、１時間より少ない」、「１時間以上、２時間より少ない」、「２時間以上、３時間より少ない」の割合
は約４割である。

10.0%

20.1%

17.7%

20.2%

24.2%

17.2%

23.9%

18.0%

11.9%

8.2%

6.4%

5.9%

4.5%

8.5%

1.3%

1.9%

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

同じ時刻に起きている

同じ時刻に起きていない

まったくしない 30分より少ない

30分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=39133)

(N=3219)

9.4%

20.0%

17.7%

19.2%

24.5%

18.1%

24.2%

18.5%

11.8%

10.4%

6.5%

5.7%

4.6%

6.8%

1.4%

1.3%

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

毎日またはほとんど毎日

週５以下

まったくしない 30分より少ない

30分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=37447)

(N=5455)

起床時間と授業以外の勉強時間（学校がある日）の関係

朝食の摂取と授業以外の勉強時間（学校がある日）の関係

7.9%

16.0%

14.3%

17.7%

23.8%

19.0%

26.8%

18.8%

12.9%

9.5%

6.9%

6.5%

6.5%

11.2%

0.8%

1.1%

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

同じ時刻に起きている

同じ時刻に起きていない

まったくしない 30分より少ない

30分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=20357)

(N=4117)

7.5%

17.2%

14.2%

17.9%

24.0%

19.4%

27.0%

19.7%

13.0%

9.3%

7.0%

5.9%

6.5%

9.8%

0.8%

0.9%

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

毎日またはほとんど毎日

週５以下

まったくしない 30分より少ない

30分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=44076)

(N=5777)

16

H28 R5

■調査結果から分かったこと 43市町村



※「起床時間」と「朝食の頻度」について、次の２つのグループに分け、「授業以外の読書時間」とクロス集計を行った。
（起床時間） 『同じ時刻に起きている』：「起きている」「どちらかと言えば、起きている」と回答した子ども

『同じ時刻に起きていない』：「あまり、起きていない」「起きていない」と回答した子ども
（朝食の頻度） 『毎日またはほとんど毎日』 ：「毎日またはほとんど毎日」

『週５回以下』：「毎日またはほとんど毎日」以外

◇「同じ時刻に起きている」子どもの方が勉強時間が「３０分以上、１時間より少ない」、「１時間以上、２時間より少ない」の割合は約２割である。
◇「毎日またはほとんど毎日」朝食をとる子どもの方が「３０分以上、１時間より少ない」、「１時間以上、２時間より少ない」の割合は約２割である。

■調査結果から分かったこと

39.5%

50.8%

30.6%

22.7%

14.0%

10.2%

5.8%

4.5%

1.9%

2.0%

1.4%

1.7%

5.5%

6.9%

1.3%

1.3%

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

毎日またはほとんど毎日

週5以下

まったくしない 30分より少ない

30分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=37447)

(N=5455)

40.4%

47.3%

30.1%

24.3%

13.8%

10.7%

5.7%

4.7%

1.9%

1.9%

1.4%

1.8%

5.5%

7.8%

1.3%

1.6%

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

同じ時刻に起きている

同じ時刻に起きていない

まったくしない 30分より少ない 30分以上、１時間より少ない

１時間以上、２時間より少ない ２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=39133)

(N=3219)

起床時間と授業以外の読書時間の関係

朝食の摂取と授業以外の読書時間の関係

31.6%

39.2%

33.4%

28.3%

16.5%

11.9%

6.8%

5.1%

2.2%

2.2%

1.6%

2.5%

7.0%

9.6%

0.9%

1.2%

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

同じ時刻に起きている

同じ時刻に起きていない

まったくしない 30分より少ない

30分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=45111)

(N=4117)

31.1%

41.2%

33.8%

26.1%

16.6%

11.8%

6.8%

5.9%

2.1%

2.6%

1.6%

2.6%

7.0%

8.6%

0.9%

1.2%

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

毎日またはほとんど毎日

週5以下

まったくしない 30分より少ない 30分以上、１時間より少ない

１時間以上、２時間より少ない ２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

わからない 無回答

(N=44076)

(N=5777)

17

43市町村

H28 R5



■調査結果から分かったこと

◇10代で親になった世帯の最終学歴は中学校卒業や高等学校中途退学の割合が高い。

初めて親になった年齢×母親の最終学歴

19.8%

1.8%

1.0%

30.5%

2.7%

1.2%

38.5%

32.0%

28.5%

6.3%

43.6%

45.1%

0.8%

15.2%

19.5%

0.0%

0.7%

1.2%

0.4%

0.3%

0.4%

1.2%

0.6%

0.4%

2.5%

3.1%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20～30歳

31歳以上

中学校卒業 高等学校中途退学 高等学校卒業

高専、短大、専門学校等卒業 大学卒業 大学院修了

その他の教育機関卒業 答えたくない 無回答

(N=29539)

(N=11748)

15.9%

2.3%

0.4%

30.1%

4.1%

1.0%

37.5%

25.8%

18.6%

8.2%

39.4%

44.6%

0.5%

22.9%

28.4%

0.0%

1.1%

2.3%

0.5%

0.2%

0.3%

2.0%

0.8%

0.7%

5.2%

3.4%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20～30歳

31歳以上

中学校卒業 高等学校中途退学 高等学校卒業

高専、短大、専門学校等卒業 大学卒業 大学院修了

その他の教育機関卒業 答えたくない 無回答

(N=928)

(N=21769)

(N=13132)

H28

R5

18

(N=1178)

43市町村

◇10代で親になった世帯では、最終学歴は中学校卒業や高等学校中途退学の割合は、約５割にのぼる。



４．子どものつながり

19



4．子どものつながりに関すること

◇放課後ひとりでいる子どもについては、困窮度に関わらず約２割。
困窮度が高いほど、おうち以外の大人や学校以外の友だちと過ごす割合は低い。

20

◇「ひとりでいる」子どもの割合は困窮度に関わらず、２割を超えている。
「おうちの人以外の大人」や「学校以外のともだち」と過ごす割合は、困窮度が
高いほど低くなっている。

68.6

49.9

26.1

53.5

32.4

11.3

24.9

2.3

0.9

69.3

53.9

19.7

55.5

31.3

9.0

23.8

2.3

0.7

66.1

49.5

18.9

54.4

31.5

8.8

24.3

2.3

0.7

65.2

48.2

16.2

53.5

30.3

7.6

26.1

2.8

0.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

おうちの大人の人

きょうだい

おうちの人以外の大人

学校のともだち

クラブ活動・部活動の仲間

学校以外のともだち

ひとりでいる

その他の人

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝15740） （N＝9186） （N＝1638） （N＝4557）

61.7

45.2

23.2

53.9

37.5

11.4

18.5

2.6

0.5

60.6

46.7

17.6

55.1

35.8

9.4

18.7

2.3

0.7

56.2

48.5

15.3

53.7

37.2

8.1

18.7

2.4

0.5

54.3

43.2

13.6

55.4

35.5

7.8

20.0

3.1

0.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

おうちの大人の人

きょうだい

おうちの人以外の大人

学校のともだち

クラブ活動の仲間

学校以外のともだち

ひとりでいる

その他の人

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝20437） （N＝11973） （N＝2235） （N＝6042）

43市町村

■調査結果から分かったこと

H28
R5



◇誰にも相談できない（したくない）は、困窮度との関連性が見られない。

21

◇困窮度に関わらず、「誰にも相談したくない」は約６％、「誰にも相談できな
い」は約３％である。

■調査結果から分かったこと

61.7

15.1

9.2

1.9

47.6

7.8

4.8

3.3

13.3

1.3

2.3

0.5

3.7

0.5

0.3

0.8

0.6

0.1

1.4

3.5

10.9

8.5

2.4

59.4

15.0

9.4

1.9

45.8

5.6

4.6

3.5

13.4

1.4

2.3

0.6

2.8

0.7

0.3

1.1

0.6

0.1

1.5

4.2

11.5

9.0

2.5

56.7

16.8

9.4

2.0

45.5

5.0

4.7

3.4

13.2

1.8

2.1

0.6

2.5

0.7

0.3

1.2

0.8

0.0

1.7

4.9

11.8

9.7

1.7

57.1

15.5

11.4

3.0

44.9

4.8

4.9

4.0

12.6

1.9

2.5

0.6

2.2

0.6

0.2

1.1

0.7

0.1

1.7

4.7

11.8

9.8

2.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

親

きょうだい

おばあちゃん・おじいちゃん

おじ、おばなど親戚

学校のともだち

塾や習いごとのともだち

その他の友達

いとこ

担任の先生や他のクラスの先生

保健室の先生

クラブ活動の先生

スクールカウンセラー

塾や習いごとの先生

学童保育の先生

こども専用の電話相談

インターネットやサイトなどを通じて知り合った直接会ったことのない人

近所の人

地域の支援団体

その他の人

だれにも相談できない

だれにも相談したくない

わからない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ
（N＝11973）（N＝20437） （N＝2235） （N＝6042）

43市町村

64.8

16.4

4.7

52.2

8.2

20.5

1.3

4.9

0.7

0.3

0.8

1.4

0.8

0.1

1.6

3.3

6.0

6.5

4.0

63.8

17.2

4.3

51.9

6.6

20.3

1.3

4.0

0.6

0.2

1.0

1.7

0.7

0.2

1.5

3.3

6.5

6.6

4.1

63.2

15.9

5.4

51.7

6.6

21.1

1.6

4.2

0.7

0.2

0.9

1.7

0.5

0.1

1.6

3.2

6.6

7.2

3.4

60.6

17.8

5.0

50.9

7.7

19.5

1.3

3.7

0.5

0.2

1.1

2.4

0.5

0.2

1.3

3.8

6.2

7.1

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

親

きょうだい

親せき

学校のともだち

学校以外のともだち

学校の先生

スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー

塾や習いごとの先生

学童保育の先生

子ども専用の電話相談

ＳＮＳなどのインターネットやLINEの相談

インターネットなどを通じて知りあった直接会ったことのない人

近所の人

地域の支援団体

その他の人

だれにも相談できない

だれにも相談したくない

わからない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ
（N＝15740） （N＝9186） （N＝1638） （N＝4557）

H28
R5



◇困窮世帯ほど保護者の家にいる時間について、「お子さんの学校からの帰宅時間には家にいる」「お子さんの夕食時間には家にいる」割合が少ない。

◇困窮世帯と中央値以上の世帯において、大きな差は見られない。 「お子さんの学校からの帰宅時間には家にいる」「お子さんの夕食時間には家にいる」の割合は、困窮度Ⅰ
の世帯、中央値以上の世帯ともに約９割である。

22

51.2

53.3

47.4

44.3

41.8

39.4

43.1

44.1

3.1

2.9

3.1

3.8

0.2

0.3

0.6

0.7

2.3

2.4

3.5

4.3

0.6

0.9

1.3

1.6

0.7

0.9

1.1

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

お子さんの学校からの帰宅時間には家にいる お子さんの夕食時間には家にいる お子さんの寝る時間には家にいる お子さんが寝た後に帰ってくる

帰宅時間が決まっていない その他 無回答

（N＝16673）

（N＝9737）

（N＝1758）

（N＝4867）

■調査結果から分かったこと

56.9

54.6

46.5

41.5

35.2

36.0

39.6

42.1

4.6

4.8

6.9

7.7

0.2

0.4

0.7

1.1

1.9

2.5

4.5

4.7

0.6

0.8

0.8

1.4

0.6

0.8

1.0

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

お子さんの学校からの帰宅時間には家にいる お子さんの夕食時間には家にいる お子さんの寝る時間には家にいる お子さんが寝た後に帰ってくる

保護者の方の帰宅時間が決まっていない その他 無回答

（N＝12057）

（N＝2245）

（N＝6124）

（N＝20570）

43市町村

H28

R5



◇困窮度が高いほど「学校や勉強のこと」で悩んでおり、「嫌なことや悩んでいるこ
とがない」の割合が低い。

23

5.5

18.5

8.1

15.9

13.0

6.5

14.5

5.2

38.7

15.8

3.8

6.0

19.7

7.9

16.3

13.4

6.2

12.7

4.5

37.8

16.9

3.8

5.6

21.4

6.9

17.2

12.0

7.3

15.2

6.1

35.8

16.7

3.4

6.8

22.7

8.6

18.8

13.6

7.5

15.5

4.7

33.6

17.0

3.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

おうちのこと

学校や勉強のこと

クラブ活動や部活動のこと

自分のこと（外見や体型など）

ともだちのこと

好きな人のこと

進学・進路のこと

その他のこと

いやなことや悩んでいることはない

わからない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ
（N＝15740） （N＝9186） （N＝1638） （N＝4557）

◇困窮度が高いほど「おうちのこと」で悩んでおり、「嫌なことや悩んで
いることがない」の割合が少ない。
７割近くの子どもが何らかの悩みを持っている。

■調査結果から分かったこと

6.7

21.7

11.2

16.6

14.0

8.9

17.4

6.1

37.9

11.6

2.6

7.4

23.4

11.7

18.6

14.5

10.0

16.6

6.5

35.0

12.7

3.0

8.0

25.1

12.1

18.7

14.2

8.9

15.8

6.1

32.8

14.0

3.0

10.2

25.0

11.1

19.2

15.1

10.6

16.2

6.1

31.6

14.3

3.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

おうちのこと

学校や勉強のこと

クラブ活動のこと

自分のこと（外見や体型など）

ともだちのこと

好きな人のこと

進学・進路のこと

その他のこと

いやなことや悩んでいることはない

わからない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝20437） （N＝11973） （N＝2235） （N＝6042）

43市町村

H28
R5



■調査結果から分かったこと

◇「塾、習いごと」の割合は、困窮度が高くなるにつれ、低くなっている。
◇「コンビニエンスストア、ゲームセンター」において、困窮度Ⅰと中央値以上の世帯
における差は見られない。

88.5

6.2

16.6

35.2

38.9

33.8

27.6

5.7

3.8

2.0

2.4

0.8

3.9

2.7

0.8

89.2

6.4

17.4

24.4

31.9

33.1

29.7

6.1

4.3

2.3

2.4

1.1

3.1

2.8

0.7

87.9

7.3

17.8

22.4

28.8

32.2

29.4

5.3

4.6

1.5

2.3

1.2

3.2

2.6

0.9

87.2

7.3

17.0

21.2

24.8

32.6

29.5

6.7

4.9

2.5

1.5

1.0

3.1

3.0

0.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

自分の家

おばあちゃん・おじいちゃんの家

ともだちの家

塾

習いごと

学校（クラブ活動・部活動など）

公園・広場

スーパーやショッピングモール

コンビニエンスストア

ゲームセンター

図書館や公民館など公共の施設

地域の居場所

学童保育

その他

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝15740） （N＝9186） （N＝1638） （N＝4557）

83.0

6.8

22.8

33.0

39.6

41.9

22.4

4.4

1.9

1.1

4.3

0.5

3.7

3.0

0.3

84.8

5.7

26.6

21.9

34.0

40.1

25.3

5.0

3.9

2.9

5.3

0.9

2.7

4.1

0.3

78.4

8.6

22.2

18.5

23.5

40.1

25.3

4.9

3.1

1.9

3.7

1.2

4.9

1.2

0.6

80.6

12.7

25.8

18.0

26.5

32.9

23.7

6.0

3.5

2.1

6.7

0.7

6.4

4.6

0.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

自分の家

おばあちゃん・おじいちゃんの家

ともだちの家

塾

習いごと

学校（クラブ活動・部活動など）

公園・広場

スーパーやショッピングモール

コンビニエンスストア

ゲームセンター

図書館や公民館など公共の施設

地域の居場所

学童保育

その他

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ
（N＝20437） （N＝11973） （N＝2235） （N＝6042）

R5H28

24

43市町村

◇「おばあちゃん・おじいちゃんの家、コンビニエンスストア、ゲームセンター」に
おいて、困窮度Ⅰの世帯の割合が高い。
◇中央値以上群では「塾、習いごと、学校（クラブ活動等）」で過ごす割合が高い。



５．親への相談支援

25



■調査結果から分かったこと

5．親への相談支援に関すること

◇保護者の相談相手については、公的な機関への相談割合が低い。

26

◇困窮度が高くなるほど、「相談できる相手がいない」の割合が高い。

84.7

68.3

23.5

36.9

58.5

23.7

9.9

2.9

1.3

0.3

0.9

4.5

1.6

1.4

1.5

0.7

76.1

67.4

21.5

37.3

56.8

21.1

9.8

3.1

1.2

0.2

1.0

4.4

1.9

1.6

2.4

0.7

60.5

63.5

16.6

38.1

55.9

20.6

10.3

4.0

1.7

0.4

1.1

4.2

2.4

2.2

3.8

0.7

45.9

62.4

12.5

35.9

54.8

18.2

9.0

4.8

0.8

0.4

1.1

4.3

1.8

2.4

5.0

1.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者

学校の先生やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カー

公的機関や役所の相談員

学童保育の指導員

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセラー（電話相談含む）

医療機関の医師や看護師

インターネットのサイトへの書き込み、ＳＮＳやLINEによる相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝16673） （N＝9737） （N＝1758） （N＝4867）

81.7

69.4

23.9

36.0

46.3

21.6

20.3

8.5

0.4

1.8

0.8

0.2

0.3

0.8

2.4

1.4

1.5

1.6

1.4

70.1

67.3

19.8

36.7

44.9

20.1

18.2

8.1

0.2

2.6

0.7

0.2

0.3

0.7

2.7

1.5

2.0

2.4

1.6

58.7

62.2

15.6

35.5

41.6

18.5

16.3

6.8

0.1

3.5

0.7

0.3

0.6

0.7

2.6

1.6

2.8

3.8

1.8

42.0

60.7

10.5

36.6

39.1

19.3

18.2

8.0

0.2

3.8

0.8

0.3

0.2

0.7

2.6

1.6

3.0

4.9

2.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

近隣に住む知人や友人

近隣に住んでいない知人や友人

職場関係者

学校の先生やスクールカウンセラー

子育て講座

公的機関や役所の相談員

学童保育の指導員

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体

民間のカウンセラー・電話相談

医療機関の医師や看護師

インターネットのサイトへの書き込み

その他

相談できる相手がいない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝6124）（N＝20570） （N＝12057） （N＝2245）

43市町村

H28 R5



■調査結果から分かったこと

◇10代で初めて親となった人のうち、困窮世帯の割合は約8割である。

27

◇はじめて親になったのが10代の場合、困窮度が高い層が８割を超える。

20.5%

27.5%

43.8%

54.7%

58.0%

57.7%

55.4%

46.0%

25.8%

33.2%

32.6%

29.2%

28.4%

27.1%

24.3%

24.8%

11.9%

9.1%

6.0%

4.5%

3.7%

5.2%

5.6%

4.4%

41.8%

30.3%

17.6%

11.5%

9.9%

10.0%

14.7%

24.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20～23歳

24～26歳

27～30歳

31～34歳

35～39歳

40歳以上

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝16673） （N＝9737） （N＝1758） （N＝4867）

17.2

29.2

45.7

56.5

57.8

57.3

52.0

42.4

30.5

34.0

32.0

27.8

27.9

27.0

26.9

29.3

10.4

8.7

5.9

4.5

4.5

4.6

5.7

6.1

41.9

28.1

16.4

11.2

9.9

11.1

15.5

22.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20～23歳

24～26歳

27～30歳

31～34歳

35～39歳

40歳以上

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝20570） （N＝12057） （N＝2245） （N＝6124）

43市町村

H28
R5



■調査結果から分かったこと

◇子どもの心身で気になることについては、困窮世帯ほど割合が高い傾向にある。

28

◇困窮世帯ほど気になるところがある割合が高くなっている。

11.0

15.3

2.1

19.2

3.3

23.0

37.1

7.6

9.5

3.1

11.7

15.7

2.1

20.4

3.6

23.5

36.3

7.3

9.7

3.0

12.2

17.9

3.1

21.2

3.0

23.9

34.7

8.2

9.5

2.5

13.0

16.8

2.4

21.6

3.9

24.4

33.4

7.7

10.3

3.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

11.0

14.6

2.5

18.1

9.1

5.1

18.9

3.7

20.3

17.8

23.2

23.7

26.8

6.3

6.4

3.0

12.3

16.0

3.0

19.9

9.8

5.9

19.7

4.3

20.5

19.2

25.0

25.5

24.2

7.0

7.2

3.2

12.6

16.8

3.5

20.1

9.8

6.8

21.2

5.4

22.1

20.3

27.0

27.0

22.7

7.0

6.6

2.4

12.7

16.9

3.0

20.3

10.5

6.4

21.2

5.0

20.9

20.3

27.1

27.5

21.5

6.9

7.7

3.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

不安な気持ちになる

ものを見づらい

聞こえにくい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

まわりが気になる

やる気が起きない

イライラする

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ
（N＝20437） （N＝11973） （N＝2235） （N＝6042）

43市町村

（N＝15740） （N＝9186） （N＝1638） （N＝4557）

H28 R5



■調査結果から分かったこと

◇子どもの心身で気になることについては、困窮世帯ほど割合が高い傾向にあ
る。

29

◇困窮度が高くなるほど、「不安な気持ちになる」、「やる気がおきない」について
「いつもそうだ」と回答した子どもの割合が高くなっている。

9.4

40.5

48.4

1.8

9.8

41.4

47.0

1.9

10.3

41.5

46.9

1.4

11.4

41.5

45.3

1.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0

いつもそうだ

ときどきそうだ

そんなことはない

無回答

不安な気持ちになる

15.1

48.6

34.5

1.8

16.9

47.9

33.3

1.9

17.2

49.8

31.3

1.6

19.0

48.1

30.9

2.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0

いつもそうだ

ときどきそうだ

そんなことはない

無回答

やる気が起きない

9.5

48.3

40.6

1.7

11.0

47.4

39.9

1.8

9.6

48.2

40.8

1.5

11.6

47.8

38.6

1.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0

いつもそうだ

ときどきそうだ

そんなことはない

無回答

イライラする

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

11.0

14.6

2.5

18.1

9.1

5.1

18.9

3.7

20.3

17.8

23.2

23.7

26.8

6.3

6.4

3.0

12.3

16.0

3.0

19.9

9.8

5.9

19.7

4.3

20.5

19.2

25.0

25.5

24.2

7.0

7.2

3.2

12.6

16.8

3.5

20.1

9.8

6.8

21.2

5.4

22.1

20.3

27.0

27.0

22.7

7.0

6.6

2.4

12.7

16.9

3.0

20.3

10.5

6.4

21.2

5.0

20.9

20.3

27.1

27.5

21.5

6.9

7.7

3.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

不安な気持ちになる

ものを見づらい

聞こえにくい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

まわりが気になる

やる気が起きない

イライラする

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝20437） （N＝11973） （N＝2235） （N＝6042）

43市町村

（N＝15740） （N＝9186） （N＝1638） （N＝4557）

H28 R5



■調査結果から分かったこと

◇保護者の心身で気になることについては、困窮世帯ほど割合が高い傾向にある。

30

◇困窮世帯ほど心身で気になるところがあると回答した割合が高くなっている。

9.9

21.6

2.8

20.9

13.6

5.0

7.2

1.7

9.1

10.9

17.5

29.3

44.6

25.8

14.1

3.9

2.3

4.3

13.4

25.1

3.4

29.1

13.7

5.6

8.4

2.2

10.6

14.7

22.9

34.2

46.0

31.4

11.3

4.1

2.6

3.9

15.1

30.4

5.1

33.8

15.3

7.4

10.6

3.4

12.1

15.6

24.6

37.3

49.0

33.8

9.9

4.1

3.0

3.2

18.6

30.4

4.7

37.4

14.2

8.1

10.7

3.1

13.9

16.2

24.8

35.9

47.9

35.5

8.8

4.0

3.3

4.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

不安な気持ちになる

ものを見づらい

聞こえにくい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

まわりが気になる

やる気が起きない

イライラする

よく肩がこる

よく腰がいたくなる

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ
（N＝16673） （N＝9737） （N＝1758） （N＝4867）

6.7

18.5

2.7

19.2

9.1

4.1

5.8

1.9

7.7

10.7

15.1

32.8

41.9

24.5

14.7

4.6

2.5

4.9

9.6

23.1

4.1

27.9

11.0

5.5

7.3

2.5

10.3

14.4

19.9

38.8

45.6

31.3

11.0

4.9

2.3

3.9

13.0

25.4

5.8

35.8

12.8

6.6

8.0

2.5

12.9

15.7

23.2

41.2

47.3

33.9

9.0

5.3

3.3

3.3

16.0

28.3

5.3

39.2

13.2

7.6

9.4

3.7

12.1

16.1

22.5

42.1

47.3

35.8

8.3

5.0

2.9

4.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

不安な気持ちになる

ものを見づらい

聞こえにくい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

まわりが気になる

やる気が起きない

イライラする

よく肩がこる

よく腰がいたくなる

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

（N＝20570） （N＝12057） （N＝2245） （N＝6124）

43市町村

H28 R5



６．居場所の利用状況

31



■調査結果から分かったこと

６．子どもの居場所に関すること

23.3

19.1

18.7

22.0

5.7

6.1

6.7

6.6

28.2

29.4

28.6

26.0

41.7

44.2

44.5

43.7

1.0

1.2

1.5

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

（平日の夜や休日に過ごせる場所）

利用したことがある 利用したことはない（あれば利用したいと思う）

利用したことはない（今後も利用したいと思わない） 利用したことはない（今後も利用したいか分からない）

無回答

（N＝15740）

（N＝9186）

（N＝1638）

（N＝4557）

8.5

11.1

12.1

12.2

17.4

18.1

18.0

17.9

24.3

22.8

23.5

21.5

48.6

46.9

44.7

46.7

1.1

1.1

1.6

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

昼食等を無料か安い料金で食べることができる場所

利用したことがある 利用したことはない（あれば利用したいと思う）

利用したことはない（今後も利用したいと思わない） 利用したことはない（今後も利用したいか分からない）

無回答

（N＝15740）

（N＝9186）

（N＝1638）

（N＝4557）

4.3

5.2

5.7

6.1

15.1

16.3

16.4

16.6

28.6

27.8

27.5

26.1

50.9

49.3

48.7

49.3

1.2

1.3

1.7

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

勉強を無料か安い料金で見てくれる場所

利用したことがある 利用したことはない（あれば利用したいと思う）

利用したことはない（今後も利用したいと思わない） 利用したことはない（今後も利用したいか分からない）

無回答

（N＝15740）

（N＝9186）

（N＝1638）

（N＝4557）

R5

2.7

3.3

3.8

3.9

13.2

12.7

11.9

12.7

27.8

27.8

29.8

27.3

55.1

54.9

52.7

54.2

1.2

1.3

1.8

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

何でも相談できる場所

利用したことがある 利用したことはない（あれば利用したいと思う）

利用したことはない（今後も利用したいと思わない） 利用したことはない（今後も利用したいか分からない）

無回答

（N＝15740）

（N＝9186）

（N＝1638）

（N＝4557）

R5

◇「昼食や夕食、お弁当を無料か安い料金で食べることができる場所」や「勉強を無料か安い料金でみてくれる場所」は、利用したことがある世帯は約１割である。
「何でも相談できる場所」を利用したことがある世帯は、いずれの世帯においても５％を切っている。
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R5 R5



■調査結果から分かったこと

◇困窮世帯において、居場所を利用したことがある割合は中央値以上の世帯に比べて若干高いが、大きな差はみられない

16.5

18.2

20.1

19.4

82.9

80.9

79.3

79.6

0.6

0.9

0.6

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

居場所の利用状況（保護者）

利用したことがある 利用したことがない 無回答

R5

73.3

65.0

21.8

37.3

59.3

22.8

13.3

5.3

3.2

0.7

1.8

6.7

2.2

2.4

2.4

74.8

66.6

20.1

36.7

56.2

20.2

8.5

2.7

0.7

0.2

0.7

3.7

1.5

1.6

2.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者

学校の先生やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

公的機関や役所の相談員

学童保育の指導員

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセラー（電話相談含む）

医療機関の医師や看護師

インターネットのサイトへの書き込み、ＳＮＳやLINEによる相談

その他

相談できる相手がいない

保護者の居場所の利用状況×保護者の相談先

利用したことがある 利用したことがない
（N＝7441） （N＝35330）

◇居場所を利用したことがあると回答した人のほうが、外部の相談機関へ相談する割合が高い。
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（N＝16673）

（N＝9737）

（N＝1758）

（N＝4867）

R5



７．お世話の状況
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■調査結果から分かったこと

◇困窮度が高いほど、お世話をしている人がいると回答した子どもの割合が高い。

18.2

22.6

24.1

25.3

80.2

75.7

73.9

72.7

1.6

1.7

2.0

2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

お世話している人の有無

いる いない 無回答

9.8

11.6

21.8

2.9

18.5

0.8

0.8

1.3

6.5

6.9

53.2

3.2

10.0

10.0

17.9

2.6

15.4

0.8

0.9

1.0

5.7

6.1

58.6

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

授業中に寝てしまうことが多い

宿題ができていないことが多い

持ち物の忘れ物が多い

習いごとを休むことが多い

提出物を出すのが遅れることが多い

修学旅行などの宿泊行事を欠席する

運動会や遠足などの学校行事を欠席する

保健室で過ごすことが多い

学校ではひとりで過ごすことが多い

ともだちと遊んだり、おしゃべりしたりする時間が少ない

特にない

無回答

お世話している人の有無×学校の行事等の状況

いる いない
（N＝9054） （N＝33476）

◇お世話している人がいる子どものほうが、持ち物の忘れ物が多い、提出物を出すのが遅れることが多いと回答した割合が高い。
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（N＝15740）

（N＝9186）

（N＝1638）

（N＝4557）

R5

R5



■調査結果から分かったこと

◇お世話している人がいる子どものほうが居場所を利用している割合が多い。
また、「利用したことはないが、あれば利用したい」と回答した割合が、お世話をしている人がいると回答した子どものほうが高い。

23.4

20.2

8.5

5.5

24.6

29.4

42.5

44.2

1.0

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる

いない

平日の夜や休日を過ごすことができる場所

利用したことがある

利用したことはない（あれば利用したいと思う）

利用したことはない（今後も利用したいと思わない）

利用したことはない（今後も利用したいか分からない）

無回答

R5

13.1

9.2

21.1

16.5

19.2

24.6

45.5

49.1

1.2

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる

いない

昼食や夕食、お弁当を無料か安い料金で食べることができる場所

利用したことがある

利用したことはない（あれば利用したいと思う）

利用したことはない（今後も利用したいと思わない）

利用したことはない（今後も利用したいか分からない）

無回答

（N＝9054）

（N＝33476）

R5

7.1

4.3

18.2

14.9

24.5

28.7

48.9

51.3

1.3

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる

いない

勉強を無料か安い料金でみてくれる場所

利用したことがある

利用したことはない（あれば利用したいと思う）

利用したことはない（今後も利用したいと思わない）

利用したことはない（今後も利用したいか分からない）

無回答

（N＝9054）

（N＝33476）

R5

5.2

2.7

15.6

11.9

25.3

28.5

52.5

56.2

1.4

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる

いない

何でも相談できる場所

利用したことがある

利用したことはない（あれば利用したいと思う）

利用したことはない（今後も利用したいと思わない）

利用したことはない（今後も利用したいか分からない）

無回答

（N＝9054）

（N＝33476）

R5
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（N＝9054）

（N＝33476）


