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Ⅰ 調査概要 

１ 調査目的 

本調査は、子育て世帯の経済状況、生活環境、それらが子どもに与える影響や支援ニー

ズを把握し、「こども計画」を策定する際の基礎資料とするため実施する。 

２ 調査対象者 

周南市内に所在する小学校、中学校に在籍している小学５年生、中学２年生の児童・生

徒並びにその保護者。 

３ 調査方法 

配布 小学校、中学校へ郵送により調査票を送付し、各学校が児童・生徒へ配布。児童・

生徒が保護者向けの調査票を保護者へ配布。 

回収 記入済み調査票を学校で回収し返送、個人で返送、インターネットによる回答のい

ずれかの方法で回収。 

４ 調査期間 

令和６年７月３日（水）～令和６年７月 26日（金） 

５ 回収状況 

 配布数 有効回答数 回収率 

小学５年生 
保護者 1,074 588 54.7％ 

子ども 1,074 619 57.6％ 

中学２年生 
保護者 1,134 638 56.3％ 

子ども 1,134 592 52.2％ 

全体 
保護者 2,208 1,226 55.5％ 

子ども 2,208 1,211 54.8％ 

 

６ 調査結果の見方 

・報告書中の「n=」はパーセントを計算するときの母数となるサンプル数（回答者数）を

示している。 

・設問に応じ、SA（（Single（Answer：単数回答）、MA（（Multi（Answer：複数回答）の別を示

している。 

・算出されたパーセントは小数点以下第２位を四捨五入して算出している。そのため、全

項目の回答比率の合計が 100％にならないことがある。また、MAは合計が 100.0％を上

回ることがある。 

・図表中の選択肢表記は、場合によっては語句を短縮・簡略化している場合がある。 

・回答者が 10人未満の回答傾向は記述しないこととする。 

・内閣府の「令和２年度 子供の生活状況調査」、山口県の「令和５年度 山口県子ども

の生活実態調査」と共通する調査項目については学年別集計の比較を行っている。  
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上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

ひ

と

り

親

母

子

世

帯

の

み

ひ

と

り

親

父

子

世

帯

の

み

ふ

た

り

親

世

帯

そ

の

他

無

回

答

1,226 111 17 1,088 4 6

100.0 9.1 1.4 88.7 0.3 0.5

588 42 11 528 2 5

100.0 7.1 1.9 89.8 0.3 0.9

638 69 6 560 2 1

100.0 10.8 0.9 87.8 0.3 0.2
中学２年生

全　体

小学５年生

上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

中

央

値

の

２

分

の

１

未

満

中

央

値

の

２

分

の

１

以

上

中

央

値

未

満 中

央

値

以

上

無

回

答

1,226 120 460 605 41

100.0 9.8 37.5 49.3 3.3

588 57 242 275 14

100.0 9.7 41.2 46.8 2.4

638 63 218 330 27

100.0 9.9 34.2 51.7 4.2

全　体

中学２年生

小学５年生

9.8 

9.7 

9.9 

37.5 

41.2 

34.2 

49.3 

46.8 

51.7 

3.3 

2.4 

4.2 

全体
(n=1,226)

小学５年生
(n=588)

中学２年生
(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

中央値の２分の１未満

中央値の２分の１以上中央値未満

中央値以上

無回答

9.1 

7.1 

10.8 

1.4 

1.9 

0.9 

88.7 

89.8 

87.8 

0.3 

0.3 

0.3 

0.5 

0.9 

0.2 

全体
(n=1,226)

小学５年生
(n=588)

中学２年生
(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

ひとり親：母子世帯のみ

ひとり親：父子世帯のみ

ふたり親世帯

その他 無回答

７ 低所得世帯の算定方法 

◆等価世帯収入の水準の算出 

○世帯全体の年間収入の問で回答した選択肢の中央値をその世帯の収入の値とする。（「50

万円未満」は 25 万円、「50～100 万円未満」は 75 万円、「1000 万円以上」は 1050 万円と

する。） 

○上記の値を、同居家族の構成と人数の問で把握される同居人数の平方根をとったもので除

す。 

○算出した値（等価世帯収入）の中央値を求め、さらに中央値の２分の１未満か否かで３項

目に分類する。 

○本調査の等価世帯収入の中央値は 325 万円であった。 

◆世帯の状況の算出 

○保護者の婚姻状況の問の回答から、ひとり親世帯、ふたり親世帯に分類する。 

○調査票回答者、または同居家族の構成と人数の問の回答から、ひとり親世帯を母子世帯と

父子世帯に分類する。 

 

【等価世帯収入の水準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の状況】 
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上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

母

親

（

継

母

を

含

む

）

父

親

（

継

父

を

含

む

）

祖

父

母

そ

の

他

無

回

答

1,226 1,107 107 4 0 8

100.0 90.3 8.7 0.3 0.0 0.7

588 523 59 2 0 4

100.0 88.9 10.0 0.3 0.0 0.7

638 584 48 2 0 4

100.0 91.5 7.5 0.3 0.0 0.6

全　体

中学２年生

小学５年生

上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

小

学

５

年

生

中

学

２

年

生

1,226 588 638

100.0 48.0 52.0

1,211 619 592

100.0 51.1 48.9

保護者票

子ども票

８ 回答者の基本属性 

【調査票の種類/学年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者票問１ 

お子さんとあなたとの関係は、次のどれにあたりますか。 

お子さんからみた続柄でお答えください。（SA） 
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上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

徳

山

小

学

校

区

遠

石

小

学

校

区

今

宿

小

学

校

区

久

米

小

学

校

区

菊

川

小

学

校

区

櫛

浜

小

学

校

区

夜

市

小

学

校

区

戸

田

小

学

校

区

湯

野

小

学

校

区

岐

山

小

学

校

区

1,226 95 75 63 85 92 65 12 37 5 73

100.0 7.7 6.1 5.1 6.9 7.5 5.3 1.0 3.0 0.4 6.0

588 41 36 30 37 52 33 3 20 3 39

100.0 7.0 6.1 5.1 6.3 8.8 5.6 0.5 3.4 0.5 6.6

638 54 39 33 48 40 32 9 17 2 34

100.0 8.5 6.1 5.2 7.5 6.3 5.0 1.4 2.7 0.3 5.3

 合

計

須

磨

小

学

校

区

沼

城

小

学

校

区

周

陽

小

学

校

区

桜

木

小

学

校

区

秋

月

小

学

校

区

鼓

南

小

学

校

区

富

田

東

小

学

校

区

富

田

西

小

学

校

区

福

川

小

学

校

区

和

田

小

学

校

区

1,226 0 57 44 48 55 0 88 140 37 8

100.0 0.0 4.6 3.6 3.9 4.5 0.0 7.2 11.4 3.0 0.7

588 0 36 13 21 23 0 42 61 17 3

100.0 0.0 6.1 2.2 3.6 3.9 0.0 7.1 10.4 2.9 0.5

638 0 21 31 27 32 0 46 79 20 5

100.0 0.0 3.3 4.9 4.2 5.0 0.0 7.2 12.4 3.1 0.8

 合

計

福

川

南

小

学

校

区

三

丘

小

学

校

区

高

水

小

学

校

区

勝

間

小

学

校

区

大

河

内

小

学

校

区

八

代

小

学

校

区

鹿

野

小

学

校

区

無

回

答

1,226 26 10 14 58 20 1 18 0

100.0 2.1 0.8 1.1 4.7 1.6 0.1 1.5 0.0

588 5 6 9 37 10 1 10 0

100.0 0.9 1.0 1.5 6.3 1.7 0.2 1.7 0.0

638 21 4 5 21 10 0 8 0

100.0 3.3 0.6 0.8 3.3 1.6 0.0 1.3 0.0

全　体

小学５年生

中学２年生

全　体

中学２年生

全　体

中学２年生

小学５年生

小学５年生

保護者票問２ 

あなたの住んでいる小学校区をお答えください。（SA） 

【居住地区】 
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上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

２

人

３

人

４

人

５

人

６

人

７

人

８

人

９

人

10

人

以

上

無

回

答

1,226 22 153 537 368 88 31 16 4 1 6

100.0 1.8 12.5 43.8 30.0 7.2 2.5 1.3 0.3 0.1 0.5

588 7 71 254 183 43 18 7 3 0 2

100.0 1.2 12.1 43.2 31.1 7.3 3.1 1.2 0.5 0.0 0.3

638 15 82 283 185 45 13 9 1 1 4

100.0 2.4 12.9 44.4 29.0 7.1 2.0 1.4 0.2 0.2 0.6

全　体

中学２年生

小学５年生

上段：実数（人）　下段：割合（％） 上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

い

な

い

１

人

２

人

無

回

答

合

計

い

な

い

１

人

２

人

無

回

答

1,226 928 97 13 188 1,226 959 73 5 189

100.0 75.7 7.9 1.1 15.3 100.0 78.2 6.0 0.4 15.4

588 441 45 6 96 588 451 38 2 97

100.0 75.0 7.7 1.0 16.3 100.0 76.7 6.5 0.3 16.5

638 487 52 7 92 638 508 35 3 92

100.0 76.3 8.2 1.1 14.4 100.0 79.6 5.5 0.5 14.4

全　体

小学５年生

中学２年生

上段：実数（人）　下段：割合（％） 上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

い

な

い

い

る

（

１

人

）

無

回

答

合

計

い

な

い

い

る

（

１

人

）

無

回

答

1,226 19 1,207 0 1,226 119 1,107 0

100.0 1.5 98.5 0.0 100.0 9.7 90.3 0.0

588 12 576 0 588 47 541 0

100.0 2.0 98.0 0.0 100.0 8.0 92.0 0.0

638 7 631 0 638 72 566 0

100.0 1.1 98.9 0.0 100.0 11.3 88.7 0.0

全　体

小学５年生

中学２年生

保護者票問３ 

お子さんと同居し、生計を同一にしているご家族の構成と合計人数をお答えください。単身赴任中

の方や、学業のために世帯を離れているお子さんがいる場合には、ご家族の人数に含めて数えてく

ださい。（SA） 

【合計人数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【祖母】 【祖父】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親】 【父親】 
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上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

い

な

い

１

人

２

人

３

人

４

人

以

上

無

回

答

1,226 475 463 142 21 2 123

100.0 38.7 37.8 11.6 1.7 0.2 10.0

588 205 229 76 14 1 63

100.0 34.9 38.9 12.9 2.4 0.2 10.7

638 270 234 66 7 1 60

100.0 42.3 36.7 10.3 1.1 0.2 9.4

全　体

小学５年生

中学２年生

上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

い

な

い

１

人

２

人

３

人

４

人

以

上

無

回

答

1,226 504 420 149 22 12 119

100.0 41.1 34.3 12.2 1.8 1.0 9.7

588 239 202 69 9 3 66

100.0 40.6 34.4 11.7 1.5 0.5 11.2

638 265 218 80 13 9 53

100.0 41.5 34.2 12.5 2.0 1.4 8.3

全　体

小学５年生

中学２年生

上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

い

な

い

１

人

２

人

３

人

４

人

以

上

無

回

答

1,226 919 15 1 1 1 289

100.0 75.0 1.2 0.1 0.1 0.1 23.6

588 432 7 1 1 0 147

100.0 73.5 1.2 0.2 0.2 0.0 25.0

638 487 8 0 0 1 142

100.0 76.3 1.3 0.0 0.0 0.2 22.3

全　体

小学５年生

中学２年生

【姉・兄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【妹・弟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 
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上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

3

9

歳

以

下

4

0

～

4

9

歳 5

0

～

5

9

歳 6

0

歳

以

上

無

回

答

1,226 296 768 123 0 39

100.0 24.1 62.6 10.0 0.0 3.2

588 181 360 27 0 20

100.0 30.8 61.2 4.6 0.0 3.4

638 115 408 96 0 19

100.0 18.0 63.9 15.0 0.0 3.0

全　体

小学５年生

中学２年生

上段：実数（人）　下段：割合（％） 上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

3

9

歳

以

下

4

0

～

4

9

歳 5

0

～

5

9

歳 6

0

歳

以

上

無

回

答

1,226 199 694 219 3 111

100.0 16.2 56.6 17.9 0.2 9.1

588 129 347 66 1 45

100.0 21.9 59.0 11.2 0.2 7.7

638 70 347 153 2 66

100.0 11.0 54.4 24.0 0.3 10.3

全　体

小学５年生

中学２年生

上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

お

子

さ

ん

の

母

親

が

単

身

赴

任

中

お

子

さ

ん

の

父

親

が

単

身

赴

任

中

そ

の

他

単

身

赴

任

中

の

者

は

い

な

い

無

回

答

1,226 1 55 24 1,124 23

100.0 0.1 4.5 2.0 91.7 1.9

588 0 23 5 550 10

100.0 0.0 3.9 0.9 93.5 1.7

638 1 32 19 574 13

100.0 0.2 5.0 3.0 90.0 2.0

小学５年生

中学２年生

全　体

保護者票問４ 

お子さんの親の現在の年齢をお答えください。（数字で回答） 

【母親の年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【父親の年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者票問５ 

お子さんのご家族のうち、現在単身赴任中の方はいらっしゃいますか。（MA） 
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上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

結

婚

し

て

い

る

（

再

婚

や

事

実

婚

を

含

む

）

離

婚

死

別

未

婚

わ

か

ら

な

い

い

な

い

無

回

答

1,226 1,088 111 17 3 0 0 7

100.0 88.7 9.1 1.4 0.2 0.0 0.0 0.6

588 528 44 9 1 0 0 6

100.0 89.8 7.5 1.5 0.2 0.0 0.0 1.0

638 560 67 8 2 0 0 1

100.0 87.8 10.5 1.3 0.3 0.0 0.0 0.2

全　体

中学２年生

小学５年生

上段：実数（人）　下段：割合（％）

合

計

取

り

決

め

を

し

て

お

り

、

養

育

費

を

受

け

取

っ

て

い

る

特

に

取

り

決

め

は

し

て

い

な

い

が

、

養

育

費

を

受

け

取

っ

て

い

る

養

育

費

の

取

り

決

め

を

し

て

い

る

が

、

受

け

取

っ

て

い

な

い

養

育

費

の

取

り

決

め

を

し

て

お

ら

ず

、

受

け

取

っ

て

い

な

い

無

回

答

111 39 2 21 47 2

100.0 35.1 1.8 18.9 42.3 1.8

44 17 0 6 19 2

100.0 38.6 0.0 13.6 43.2 4.5

67 22 2 15 28 0

100.0 32.8 3.0 22.4 41.8 0.0

全　体

中学２年生

小学５年生

保護者票問６ 

お子さんと同居し、生計を同一にしている親の婚姻状況をお答えください。（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６で「２ 離婚」と答えた人にお聞きします。 

保護者票問７ 

離婚相手と子どもの養育費の取り決めをしていますか。 

また養育費を現在受け取っていますか。（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ⅰ 調査概要 
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上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

日

本

語

の

み

を

使

用

し

て

い

る

日

本

語

以

外

の

言

語

も

使

用

し

て

い

る

が

、

日

本

語

の

方

が

多

い

日

本

語

以

外

の

言

語

を

使

う

こ

と

が

多

い

無

回

答

1,226 1,062 34 2 128

100.0 86.6 2.8 0.2 10.4

588 500 22 0 66

100.0 85.0 3.7 0.0 11.2

638 562 12 2 62

100.0 88.1 1.9 0.3 9.7

全　体

中学２年生

小学５年生

上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

中

学

校

（

中

学

部

）

ま

で

高

等

学

校

（

高

等

部

）

ま

で

短

大

・

高

専

・

専

門

学

校

（

専

攻

科

）

ま

で

大

学

ま

た

は

そ

れ

以

上

わ

か

ら

な

い

い

な

い

無

回

答

1,226 54 344 573 241 2 8 4

100.0 4.4 28.1 46.7 19.7 0.2 0.7 0.3

588 29 157 285 111 2 4 0

100.0 4.9 26.7 48.5 18.9 0.3 0.7 0.0

638 25 187 288 130 0 4 4

100.0 3.9 29.3 45.1 20.4 0.0 0.6 0.6

全　体

小学５年生

中学２年生

上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

中

学

校

（

中

学

部

）

ま

で

高

等

学

校

（

高

等

部

）

ま

で

短

大

・

高

専

・

専

門

学

校

（

専

攻

科

）

ま

で

大

学

ま

た

は

そ

れ

以

上

わ

か

ら

な

い

い

な

い

無

回

答

1,226 48 501 179 408 6 80 4

100.0 3.9 40.9 14.6 33.3 0.5 6.5 0.3

588 24 245 88 195 3 33 0

100.0 4.1 41.7 15.0 33.2 0.5 5.6 0.0

638 24 256 91 213 3 47 4

100.0 3.8 40.1 14.3 33.4 0.5 7.4 0.6

全　体

小学５年生

中学２年生

保護者票問８ 

ご家庭では、どれくらい日本語以外の言語を使用していますか。（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者票問９ 

お子さんの親の最終学歴（卒業・修了した学校）をお答えください。（SA） 

【母親の最終学歴】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【父親の最終学歴】 
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上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

5

0

万

円

未

満 5

0

～

1

0

0

万

円

未

満

1

0

0

～

1

5

0

万

円

未

満

1

5

0

～

2

0

0

万

円

未

満

2

0

0

～

2

5

0

万

円

未

満

2

5

0

～

3

0

0

万

円

未

満

3

0

0

～

3

5

0

万

円

未

満

3

5

0

～

4

0

0

万

円

未

満

4

0

0

～

4

5

0

万

円

未

満

4

5

0

～

5

0

0

万

円

未

満

5

0

0

～

6

0

0

万

円

未

満

1,226 4 8 11 16 27 25 50 44 59 85 168

100.0 0.3 0.7 0.9 1.3 2.2 2.0 4.1 3.6 4.8 6.9 13.7

588 1 3 6 7 14 8 23 19 33 45 96

100.0 0.2 0.5 1.0 1.2 2.4 1.4 3.9 3.2 5.6 7.7 16.3

638 3 5 5 9 13 17 27 25 26 40 72

100.0 0.5 0.8 0.8 1.4 2.0 2.7 4.2 3.9 4.1 6.3 11.3

 合

計

6

0

0

～

7

0

0

万

円

未

満

7

0

0

～

8

0

0

万

円

未

満

8

0

0

～

9

0

0

万

円

未

満

9

0

0

～

1

0

0

0

万

円

未

満

1

0

0

0

万

円

以

上

無

回

答

1,226 153 160 104 95 182 35

100.0 12.5 13.1 8.5 7.7 14.8 2.9

588 76 81 54 49 61 12

100.0 12.9 13.8 9.2 8.3 10.4 2.0

638 77 79 50 46 121 23

100.0 12.1 12.4 7.8 7.2 19.0 3.6
中学２年生

全　体

中学２年生

全　体

小学５年生

小学５年生

上段：実数（人）　下段：割合（％）

 合

計

男 女 そ

の

他

・

答

え

た

く

な

い

無

回

答

1,211 571 616 13 11

100.0 47.2 50.9 1.1 0.9

619 297 306 10 6

100.0 48.0 49.4 1.6 1.0

592 274 310 3 5

100.0 46.3 52.4 0.5 0.8

全　体

中学２年生

小学５年生

保護者票問 20 

世帯全体のおよその年間収入（税込）はいくらですか。（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども票問１ 

あなたの性別を教えてください。（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 調査結果の総括 
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Ⅱ 調査結果の総括 

１ 保護者の状況 

生活の状況 

●回答者の経済的な状況を等価世帯収入により分類すると、「中央値の２分の１未満」に

該当するのが 9.8％、「中央値の２分の１以上中央値未満」に該当するのが 37.5％、「中

央値以上」に該当するのが 49.3％となった。 

また、保護者の婚姻状況から世帯の状況を分類すると、（「母子世帯」は 9.1％、「父子世

帯」は 1.4％、「ふたり親世帯」は 88.7％となった。 

●現在の暮らしの状況について、（ 苦しい』（（「大変苦しい」＋（「苦しい」）との回答は全体

で 25.2％であるが、等価世帯収入の水準が中央値の２分の１未満の世帯では 63.3％、

ひとり親世帯母子世帯のみでは 52.2％、ひとり親世帯全体では 50.0％と他の世帯に比

べ大幅に高くなっている。 

●経済的理由により必要な食料を買えなかった経験、必要な衣服を買えなかった経験につ

いて、等価世帯収入の水準が中央値の２分の１未満の世帯、ひとり親世帯のいずれも

30.0％以上が（ あった』（（「よくあった」から（「まれにあった」の合計）と回答しており、

他の世帯に比べ高くなっている。 

●経済的理由により公共料金等が未払いになった経験について、全体では「該当するもの

はない」との回答が 93.9％となっている。等価世帯収入の水準が中央値の２分の１未満

の世帯では「通信費（電話・インターネット回線料など）」、「水道料金」、「電気料金」、

「ガス料金」、「家賃」のすべての回答が他の世帯に比べ高く、ひとり親世帯では「通信

費（電話・インターネット回線料など）」、「電気料金」、「ガス料金」との回答がふたり

親世帯に比べやや高くなっている。 

 

就労状況 

●母親の就労状況について、全体では（「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」との

回答が最も高くなっている。等価世帯収入の水準が中央値以上の世帯では（「正社員・正

規職員・会社役員」、中央値の２分の１以上中央値未満の世帯では「パート・アルバイ

ト・日雇い・非常勤職員」、中央値の２分の１未満の世帯では「自営業（家族従業者、内

職、自由業、フリーランスを含む）」、（「働いていない（専業主婦／主夫を含む）」が高く

なっている。また、ひとり親世帯母子世帯のみでは（「正社員・正規職員・会社役員」が

高くなっている。 

●父親の就労状況について、全体では「正社員・正規職員・会社役員」との回答が最も高

くなっている。等価世帯収入の水準別が中央値の２分の１未満の世帯では（「正社員・正

規職員・会社役員」が低く、「自営業（家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含

む）」が高くなっている。 
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子どもとの関わり 

●「テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴時間等のルールを決めている」、「子どもに

本や新聞を読むように勧めている」、「子どもが小さいころ、絵本の読み聞かせをしてい

た」の質問で、等価世帯収入の水準が高いほど「あてはまる」または「どちらかといえ

ば、あてはまる」との回答の合計が高くなっている。また、ひとり親世帯に比べふたり

親世帯で「あてはまる」または「どちらかといえば、あてはまる」との回答の合計が高

くなっている。 

●学校行事への参加状況について、「授業参観や運動会などの学校行事」の項目で世帯に

よる参加状況の差はみられなかったが、「PTA 活動や保護者会、放課後学習支援等のボラ

ンティアなど」の項目では、等価世帯収入の水準が高いほど「よく参加している」また

は「ときどき参加している」との回答の合計が高くなっている。また、ひとり親世帯に

比べふたり親世帯で「よく参加している」または「ときどき参加している」との回答の

合計が高くなっている。 

 

教育について 

●想定している子どもの最終学歴について、等価世帯収入の水準が高いほど「大学または

それ以上」との回答が高く、ひとり親世帯に比べふたり親世帯で「大学またはそれ以上」

との回答が高くなっている。 

想定している学校に進学すると考えている理由について、「家庭の経済的な状況から考

えて」との回答は、等価世帯収入の水準が中央値の２分の１未満の世帯、ひとり親世帯

で全体に比べ高くなっている。 

 

保護者の心理的状況・生活の満足度 

●K6※スコアを算出すると、「０～４点」に該当する人が 58.0％、「５～９点」に該当する

人が 23.1％、「10～12 点」に該当する人が 9.3％、「13点以上」に該当する人が 8.6％と

なっている。「要注意」とされる「10 点以上」に該当する人は、等価世帯収入の水準が

中央値の２分の１未満の世帯で 31.7％、ひとり親世帯母子世帯のみで 35.1％、ひとり

親世帯全体で 34.4％と全体に比べ高くなっている。 

●生活の満足度について、等価世帯収入の水準が低いほど生活の満足度が低くなっている。

また、ひとり親世帯はふたり親世帯に比べ満足度が低くなっている。 

 

支援制度 

●支援制度の利用状況について、「現在利用している」との回答は「児童扶養手当」の項

目で 18.8％、「就学援助」の項目で 11.2％となっており、「生活保護」の項目では 0.0％

となっている。等価世帯収入の水準が中央値の２分の１未満の世帯、ひとり親世帯では、

「児童扶養手当」、「就学援助」の項目で「現在利用している」との回答が 50.0％を超え

ている。 

  

※Ｋ６：６項目の質問でこころの健康状態をチェックすることができる尺度。 

いつも：４点、たいてい：３点、ときどき：２点、少しだけ：１点、まったくない：０点と点数化し、合

計０点～24 点で判定する。合計点が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとされている。 



Ⅱ 調査結果の総括 
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頼れる人 

●頼れる相手の有無について、「子育てに関する相談」では等価世帯収入の水準や世帯の

状況による大きな差はみられない。 

「重要な事柄の相談」で「頼れる人がいる」との回答は、等価世帯収入の水準が中央値

の２分の１未満の世帯、ひとり親世帯で全体に比べ低くなっている。 

「いざという時のお金の援助」で頼れるが「いない」との回答は、等価世帯収入の水準

が中央値の２分の１未満の世帯、ひとり親世帯で全体に比べ高くなっている。 

 

２ 子どもの状況 

勉強や進学について 

●授業以外の勉強時間について、学校がある日・ない日のいずれにおいても、（ 30 分より

少ない』（「まったくしない」＋（「30 分より少ない」）との回答は、等価世帯収入の水準

が低いほど高く、ひとり親世帯でふたり親世帯に比べ高くなっている。また、「まった

くしない」との回答は等価世帯収入の水準が中央値の２分の１未満の世帯、ひとり親世

帯で全体に比べ高くなっており、等価世帯収入の水準が低い世帯やひとり親世帯で、授

業以外の勉強時間が少ない傾向となっている。 

●等価世帯収入の水準が中央値の２分の１未満の世帯、ひとり親世帯では、クラスの中で

の自分の成績を 下のほう』（（「下のほう」＋（「やや下のほう」）と回答した割合や、授業

の理解状況を わからない』（（「ほとんどわからない」＋「わからないことが多い」）と

回答した割合が他の世帯に比べ高くなっている。 

●希望する最終学歴について、「大学またはそれ以上」との回答は等価世帯収入の水準が

高いほど高く、ひとり親世帯に比べふたり親世帯で高くなっている。また、最終学歴の

希望理由について、「家にお金がないと思うから」との回答は、等価世帯収入の水準が

中央値の２分の１未満の世帯、ひとり親世帯で他の世帯に比べやや高くなっている。 

 

生活について 

●歯みがきを（「毎日している」との回答は、等価世帯収入の水準が中央値未満の世帯、ひ

とり親世帯で他の世帯に比べ低くなっている。入浴を（「毎日している」との回答は、等

価世帯収入の水準が中央値の２分の１未満の世帯で中央値の２分の１以上の世帯に比

べ低くなっているが、ふたり親世帯とひとり親世帯では大きな差はみられない。 

●朝食をとる頻度について、「毎日している」との回答は等価世帯収入の水準による大き

な差はみられないが、ひとり親世帯でふたり親世帯に比べ低くなっている。 

●平日に同じ時間に就寝しているかについては、世帯による大きな差はみられない。 

●クラブチーム・部活動等へ「参加している」との回答は、等価世帯収入の水準が中央値

の２分の１未満の世帯、ひとり親世帯で他の世帯に比べ低くなっている。 

クラブチーム・部活動等へ参加していない理由について、中央値の２分の１未満の世帯

では（「費用がかかるから」、「家の事情（家族の世話・家事など）があるから」、「送迎な

どの行く手段がないから」との回答、ひとり親世帯では（「費用がかかるから」、「送迎な

どの行く手段がないから」との回答が他の世帯に比べ高くなっている。  
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困りごとなどの相談相手 

●困りごとや悩みの相談相手について、全体では「親」、（「学校の友達」が上位となってい

る。等価世帯収入の水準が中央値の２分の１未満の世帯では「兄弟姉妹」との回答が他

の世帯に比べ低く、「学校以外の友達」との回答が他の世帯より高くなっている。ひと

り親世帯では、「学校の友達」、「学校の先生」、「兄弟姉妹」などの回答がふたり親世帯

に比べ低くなっている。 

 

支援場所の利用状況 

●支援場所を「利用したことがある」との回答は「平日の夜や休日を過ごすことができる

場所」で 16.9％、「ごはんを無料か安く食べることができる場所」で 12.1％、「勉強を

無料でみてくれる場所」で 7.8％、「何でも相談できる場所」で 2.6％となっている。 

また、「あれば利用したいと思う」との回答は、等価世帯収入の水準が中央値の２分の

１未満の世帯では「勉強を無料でみてくれる場所」の項目、「何でも相談できる場所」

の項目、ひとり親世帯では「何でも相談できる場所」の項目で全体に比べ高くなってい

る。 

 

子どもの心理的状況・生活の満足度 

●心理的な状況のスコアについて、「向社会性」の平均値は等価世帯収入の水準や世帯の

状況による大きな差はみられないが、一方、値が高いほど課題があるとされる「情緒の

問題」の平均値は全体で 3.30 であるのに対し、等価世帯収入の水準が中央値の２分の

１未満の世帯では 3.82、ひとり親世帯母子世帯のみでは 3.98、ひとり親世帯全体では

3.95 と全体よりも高くなっている。 

●生活の満足度について、（「８～10点」との回答が 58.1％と、全体の半数以上で満足度が

高い結果となっており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられないが、ひとり親

世帯母子世帯のみでは 52.8％と低くなっている。 

 

ヤングケアラーについて 

●ヤングケアラーの認知状況について、「聞いたことがあり、内容も知っている」との回

答が 13.8％、「聞いたことはあるが、よく知らない」との回答が 17.3％、「聞いたこと

はない」との回答が 66.6％となっている。 

●ヤングケアラーの自覚について、「あてはまる」との回答が 1.2％、「あてはまらない」

との回答が 66.7％となっており、「あてはまる」との回答は世帯による大きな差はみら

れない。 

  



Ⅱ 調査結果の総括 
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３ 求められる支援と今後の課題 

等価世帯収入の水準が低い世帯やひとり親世帯の子どもでは、学校の授業以外での学習

習慣、成績、授業の理解度などが低い結果となっており、大学への進学希望や部活動・文

化活動への参加状況も低くなっている。また、歯みがきや入浴の習慣、朝食をとる習慣が

整っている割合についても低い傾向となっている。保護者と子どもの関わりや、学校行事

への参加などの場面においても、等価世帯収入の水準が低い世帯やひとり親世帯では子ど

もと関わる機会が少ない結果となっている。一方、スマートフォン、自宅で使えるパソコ

ンやタブレットの所持状況については、保護者の経済状況による影響は少なくなっている

が、保護者の婚姻状況でみるとふたり親世帯に比べひとり親世帯で所持している割合が高

くなっている。このように、保護者の経済状況や婚姻状況の違いは、子どもの学習面、生

活面、心理面、進学や習いごとなどの機会など、あらゆる場面に影響を与えている。 

すべての子どもが、保護者の経済状況や婚姻状況の影響をうけることなく学習や体験、

食事などの機会を得られるよう、子ども食堂や育児サークルなどの運営への支援など、子

どもたちの居場所づくりを推進していく必要がある。 

 

等価世帯収入の水準が低い世帯やひとり親世帯の保護者では、現在の暮らしの状況を 苦

しい』と感じている人や、経済的な理由で必要なものが買えなかった経験がある人が多い

結果となっているが、支援制度の利用状況では利用している人が１割未満の制度も多くな

っている。経済面での支援が必要な人に届くよう、支援制度の周知や利用しやすい環境づ

くりなどによって利用促進を図る必要がある。 

 

保護者の心理的な状態（K6 スコア）について、等価世帯収入の水準が低い世帯やひとり

親世帯ではスコアが 10点以上の（「要注意」に該当する人が多くなっており、心理面のケア

も必要であると考えられる。K6スコアが要注意に該当する人では、全体に比べ「頼れる人

がいる」と考えている人が少なく（下図参照）、相談窓口の充実、相談しやすい場の提供な

ど、悩みを抱えた人が孤立しないための環境づくりが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

92.5 

85.8 

91.0 

79.5 

65.2 

58.0 

3.3 

8.7 

4.1 

11.9 

8.5 

20.5 

2.9 

2.7 

3.2 

5.0 

24.5 

18.3 

1.3 

2.7 

1.7 

3.7 

1.9 

3.2 

全体(n=1,226)

K6スコア10点以上
(n=219)

全体(n=1,226)

K6スコア10点以上
(n=219)

全体(n=1,226)

K6スコア10点以上
(n=219)

(%)0 20 40 60 80 100

子育てに

関する相談

重要な
事柄の相談

いざという時の
お金の援助

総括に貼付用の小さめサイズ

貼り付け後にトリミングする

頼れる人がいる いない そのことでは人に頼らない 無回答

【図表 頼れる人の有無（全体・K6 スコア 10点以上の比較）】 
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29.0 

26.4 

31.5 

4.5 

4.6 

4.4 

42.9 

43.4 

42.5 

6.0 

6.8 

5.2 

15.4 

16.5 

14.4 

0.6 

0.9 

0.3 

1.3 

1.5 

1.1 

0.3 

0.0 

0.6 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない(専業主婦／主夫を含む) わからない

無回答いない

Ⅲ 保護者の調査結果 

１ 保護者の状況について 

保護者票問 10 

お子さんの親の就労状況についてお答えください。（SA） 

■母親の就労状況 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の就労状況について、「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」との回答が 42.9％

と最も高く、次いで「正社員・正規職員・会社役員」（29.0％）、「働いていない（専業主婦／

主夫を含む）」（15.4％）などの順となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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26.4 

32.8 

31.5 

34.3 

27.4 

4.6 

3.8 

4.4 

4.6 

6.4 

43.4 

42.5 

42.5 

40.5 

42.8 

6.8 

7.3 

5.2 

6.6 

6.4 

16.5 

10.8 

14.4 

11.3 

14.6 

0.9 

0.2 

0.3 

0.2 

0.7 

1.5 

0.5 

1.1 

0.6 

0.0 

2.1 

0.6 

1.9 

1.6 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない(専業主婦／主夫を含む) わからない※

無回答いない

※国調査では「いない、わからない」

■母親の就労状況 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「正社員・正規職員・会社役員」との回答は周南市

が県を 6.4 ポイント下回っており、「働いていない（専業主婦／主夫を含む）」との回答は周

南市が県を 5.7 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、大きな差はみられない。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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29.0 

27.5 

22.0 

35.2 

60.4 

53.1 

26.4 

4.5 

4.2 

4.1 

4.8 

4.5 

3.9 

4.5 

42.9 

33.3 

51.5 

38.8 

24.3 

21.1 

45.7 

6.0 

13.3 

6.3 

4.1 

4.5 

3.9 

6.3 

15.4 

20.0 

13.5 

15.0 

5.4 

4.7 

16.5 

0.6 

0.8 

0.4 

0.5 

0.9 

1.6 

0.4 

1.3 

0.8 

1.7 

1.2 

0.0 

11.7 

0.0 

0.3 

0.0 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.4 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない(専業主婦／主夫を含む) わからない

無回答いない

■母親の就労状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「正社員・正規職員・会社役員」との回答は中央値以上の

世帯で 35.2％、「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」との回答は中央値の２分の１以

上中央値未満の世帯で 51.5％、「自営業（家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む）」

との回答は中央値の２分の１未満の世帯で13.3％、「働いていない（専業主婦／主夫を含む）」

との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 20.0％と高くなっている。 

世帯の状況別にみると、「正社員・正規職員・会社役員」との回答はひとり親世帯母子世帯

のみで 60.4％、ひとり親世帯全体で 53.1％、「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」

との回答はふたり親世帯で 45.7％、「働いていない（専業主婦／主夫を含む）」との回答はふ

たり親世帯で 16.5％と高くなっている。 
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84.4 

86.6 

82.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.2 

0.5 

6.9 

6.6 

7.1 

0.2 

0.2 

0.3 

0.8 

0.3 

1.3 

3.3 

2.7 

3.9 

3.8 

3.2 

4.4 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない(専業主婦／主夫を含む) わからない

無回答いない

■父親の就労状況 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の就労状況について、「正社員・正規職員・会社役員」との回答が 84.4％と最も高く、

次いで「自営業（家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む）」（6.9％）などの順とな

っている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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86.6 

77.0 

82.4 

77.9 

78.1 

0.2 

0.5 

0.2 

0.9 

1.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.4 

0.7 

6.6 

10.7 

7.1 

8.5 

9.8 

0.2 

0.7 

0.3 

0.7 

1.1 

0.3 

0.2 

1.3 

0.2 

3.2 

2.7 

3.3 

3.9 

3.0 

3.2 

7.3 

4.4 

8.4 

5.5 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない(専業主婦／主夫を含む) わからない※

無回答いない

※国調査では「いない、わからない」

■父親の就労状況 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「正社員・正規職員・会社役員」との回答は周南市

が県を 9.6 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、大きな差はみられない。 
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84.4 

41.7 

84.1 

93.9 

25.8 

91.9 

0.2 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

0.8 

0.2 

0.2 

0.8 

0.3 

6.9 

17.5 

7.6 

4.1 

7.0 

6.8 

0.2 

1.7 

0.2 

0.0 

0.8 

0.2 

0.8 

1.7 

0.7 
0.3 

3.9 
0.3 

3.3 

16.7 

3.0 

0.7 

29.7 

0.0 

3.8 

19.2 

3.9 

0.8 

32.0 

0.4 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業(家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む)

働いていない(専業主婦／主夫を含む) わからない

無回答いない

■父親の就労状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「正社員・正規職員・会社役員」との回答は中央値以上の

世帯で 93.9％、「自営業（家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む）」との回答は中

央値の２分の１未満の世帯で 17.5％と高くなっている。 

世帯の状況別にみると、「正社員・正規職員・会社役員」との回答はふたり親世帯で 91.9％

と高くなっている。 
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19.6 

17.5 

21.7 

49.7 

52.6 

46.7 

6.3 

6.2 

6.5 

7.4 

4.1 

10.9 

0.5 

1.0 

0.0 

13.2 

14.4 

12.0 

3.2 

4.1 

2.2 

全体(n=189)

小学５年生(n=97)

中学２年生(n=92)

(%)0 20 40 60 80 100

働きたいが、希望する条件の仕事がないため

子育てを優先したいため 家族の介護・介助のため

自分の病気や障害のため 通学しているため

その他の理由 無回答

問 10 で「５ 働いていない」と答えた人にお聞きします。 

保護者票問 11 

働いていない最も主な理由を教えてください。（SA） 

■母親の働いていない主な理由 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の働いていない主な理由について、（「子育てを優先したいため」との回答が 49.7％と最

も高く、次いで「働きたいが、希望する条件の仕事がないため」（19.6％）などの順となって

いる。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

 

「働いていない」と回答した父親は３人であり、働いていない主な理由をたずねた問の回

答者数が少ないため、回答傾向は記述しない。 
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17.5 

17.0 

21.7 

16.2 

18.2 

52.6 

49.6 

46.7 

44.9 

46.2 

6.2 

4.4 

6.5 

3.9 

4.5 

4.1 

7.1 

10.9 

9.4 

12.6 

1.0 

0.8 

0.0 

1.5 

0.5 

14.4 

16.8 

12.0 

18.7 

13.4 

4.1 

4.2 

2.2 

5.3 

4.5 

小学５年生(n=97)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=213)

中学２年生(n=92)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=208)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=396)

(%)0 20 40 60 80 100

働きたいが、希望する条件の仕事がないため

子育てを優先したいため 家族の介護・介助のため

自分の病気や障害のため 通学しているため

その他の理由 無回答

■母親の働いていない主な理由 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「働きたいが、希望する条件の仕事がない

ため」との回答は周南市が県を 5.5 ポイント上回っている。 
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19.6 

12.5 

21.0 

19.8 

33.3 

33.3 

19.6 

49.7 

54.2 

46.8 

53.8 

33.3 

33.3 

50.8 

6.3 

8.3 

6.5 

6.6 

0.0 

0.0 

6.1 

7.4 

16.7 

9.7 

2.2 

16.7 

16.7 

6.7 

0.5 

0.0 

1.6 

0.0 

16.7 

16.7 

0.0 

13.2 

8.3 

11.3 

14.3 

0.0 

0.0 

13.4 

3.2 

0.0 

3.2 

3.3 

0.0 

0.0 

3.4 

全体(n=189)

中央値の２分の１未満
(n=24)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=62)

中央値以上(n=91)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=6)

ひとり親世帯：
全体(n=6)

ふたり親世帯(n=179)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

働きたいが、希望する条件の仕事がないため

子育てを優先したいため 家族の介護・介助のため

自分の病気や障害のため 通学しているため

その他の理由 無回答

■母親の働いていない主な理由 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「働きたいが、希望する条件の仕事がないため」との回答

は中央値の２分の１未満の世帯で12.5％と他の世帯に比べ低く、（「子育てを優先したいため」

との回答は中央値の２分の１未満の世帯で54.2％と中央値の２分の１以上中央値未満の世帯

に比べ高く、（「自分の病気や障害のため」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 16.7％と

他の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別については、ひとり親世帯の回答者数が少ないため、回答傾向は記述しない。 
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32.6 

34.5 

30.9 

5.1 

6.0 

4.4 

2.0 

1.2 

2.7 

59.1 

56.8 

61.3 

0.4 

0.5 

0.3 

0.7 

1.0 

0.5 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

認可保育所・認定こども園 その他の教育・保育等の施設

親・親族以外の個人が面倒を見ていた もっぱら親・親族が面倒を見ていた

その他 無回答

２ 子どもとの関わりについて 

保護者票問 12 

お子さんが０～２歳の間に通っていた教育・保育施設等で最も主なもの（期間が長いもの）をお

答えください。（SA） 

■０～２歳の間に通っていた教育・保育施設等 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０～２歳の間に通っていた教育・保育施設等について、（「もっらら親・親族が面倒を見てい

た」との回答が 59.1％と最も高く、次いで「認可保育所・認定こども園」（32.6％）、「その他

の教育・保育等の施設」（5.1％）などの順となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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34.5 

45.2 

30.9 

38.7 

31.8 

6.0 

5.1 

4.4 

4.7 

4.8 

1.2 

2.6 

2.7 

2.2 

1.7 

56.8 

45.0 

61.3 

51.8 

60.7 

0.5 

0.8 

0.3 

0.9 

1.0 

1.2 

0.5 

1.6 

1.1 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

認可保育所・認定こども園 その他の教育・保育等の施設

親・親族以外の個人が面倒を見ていた もっぱら親・親族が面倒を見ていた

その他※ 無回答

※国調査にはない選択肢

■０～２歳の間に通っていた教育・保育施設等 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「認可保育所・認定こども園」との回答は周南市が

県を 10.7 ポイント下回っており、「もっらら親・親族が面倒を見ていた」との回答は周南市

が県を 11.8 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「認可保育所・認定こども園」との回答は

周南市が県を 7.8 ポイント下回っており、「もっらら親・親族が面倒を見ていた」との回答は

周南市が県を 9.5 ポイント上回っている。 
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32.6 

34.2 

31.5 

32.9 

54.1 

51.6 

30.1 

5.1 

8.3 

4.1 

5.5 

7.2 

7.0 

5.0 

2.0 

0.8 

2.2 

2.1 

1.8 

1.6 

2.0 

59.1 

54.2 

60.4 

59.0 

36.0 

39.1 

61.8 

0.4 

0.8 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.4 

0.7 

1.7 

1.3 

0.2 

0.9 

0.8 

0.7 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

認可保育所・認定こども園 その他の教育・保育等の施設

親・親族以外の個人が面倒を見ていた もっぱら親・親族が面倒を見ていた

その他 無回答

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

■０～２歳の間に通っていた教育・保育施設等 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「もっらら親・親族が面倒を見ていた」との回答は中央値

の２分の１未満の世帯で 54.2％と他の世帯に比べ低くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「認可保育所・認定こども園」との回答はひとり親世帯母子世帯の

みで 54.1％、ひとり親世帯全体で 51.6％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 

 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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95.4 

95.9 

95.0 

2.4 

2.4 

2.5 

0.1 

0.0 

0.2 

1.2 

0.7 

1.7 

0.2 

0.2 

0.2 

0.7 

0.9 

0.5 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

幼稚園・認可保育所・認定こども園 その他の教育・保育等の施設

親・親族以外の個人が面倒を見ていた もっぱら親・親族が面倒を見ていた

その他 無回答

保護者票問 13 

お子さんが３～５歳の間に通っていた教育・保育施設等で最も主なもの（期間が長いもの）をお

答えください。（SA） 

■３～５歳の間に通っていた教育・保育施設等 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～５歳の間に通っていた教育・保育施設等について、「幼稚園・認可保育所・認定こども

園」との回答が 95.4％と最も高くなっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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95.9 

95.9 

95.0 

94.4 

94.4 

2.4 

2.3 

2.5 

2.7 

3.5 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

0.1 

0.7 

1.1 

1.7 

1.5 

1.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.9 

0.6 

0.5 

1.2 

0.7 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

幼稚園・認可保育所・認定こども園 その他の教育・保育等の施設

親・親族以外の個人が面倒を見ていた もっぱら親・親族が面倒を見ていた

その他※ 無回答

※国調査にはない選択肢

■３～５歳の間に通っていた教育・保育施設等 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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95.4 

86.7 

95.4 

97.4 

92.8 

93.0 

95.9 

2.4 

7.5 

2.0 

1.8 

5.4 

5.5 

2.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.1 

1.2 

3.3 

1.5 

0.3 

0.0 

0.0 

1.4 

0.2 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.7 

1.7 

0.9 

0.3 

1.8 

1.6 

0.6 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

幼稚園・認可保育所・認定こども園 その他の教育・保育等の施設

親・親族以外の個人が面倒を見ていた もっぱら親・親族が面倒を見ていた

その他 無回答

■３～５歳の間に通っていた教育・保育施設等 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「幼稚園・認可保育所・認定こども園」との回答は中央値

の２分の１未満の世帯で 86.7％と他の世帯に比べ低く、「その他の教育・保育等の施設」との

回答は中央値の２分の１未満の世帯で 7.5％と他の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「幼稚園・認可保育所・認定こども園」との回答はすべての世帯で

90.0％以上となっており、世帯の状況による大きな差はみられない。 
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31.8 

19.9 

45.1 

42.7 

1.3 

44.2 

35.2 

35.0 

36.9 

6.1 

14.9 

27.7 

15.9 

15.4 

34.1 

8.7 

16.8 

3.5 

4.5 

58.1 

0.3 

0.3 

0.5 

0.4 

0.4 

a.テレビ・ゲーム・インターネット等の
視聴時間等のルールを決めている

b.お子さんに本や新聞を読むように
勧めている

c.お子さんが小さいころ、
絵本の読み聞かせをしていた

d.お子さんから、勉強や成績の
ことについて話をしてくれる

e.お子さんの話を
無視することがある

(%)0 20 40 60 80 100

全体(n=1,226)

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

保護者票問 14 

あなたとお子さんの関わり方について、以下のことにどれくらいあてはまりますか。（SA） 

■子どもとの関わり方 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもとの関わり方について、 あてはまる』（「あてはまる」＋（「どちらかといえば、あて

はまる」）との回答は「c.お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをしていた」、「d.お子さ

んから、勉強や成績のことについて話をしてくれる」の項目で 80.0％前後、 あてはまらな

い』（「あてはまらない」＋（「どちらかといえば、あてはまらない」）との回答は（「e.お子さん

の話を無視することがある」の項目で 92.2％と高くなっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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39.6 

24.3 

44.0 

41.8 

1.0 

42.3 

34.5 

34.4 

38.9 

8.5 

12.9 

26.9 

18.0 

15.0 

36.2 

4.9 

14.1 

3.4 

4.1 

53.9 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

a.テレビ・ゲーム・インターネット等の
視聴時間等のルールを決めている

b.お子さんに本や新聞を読むように
勧めている

c.お子さんが小さいころ、
絵本の読み聞かせをしていた

d.お子さんから、勉強や成績のことについて
話をしてくれる

e.お子さんの話を無視することがある

(%)0 20 40 60 80 100

小学５年生(n=588)

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■子どもとの関わり方 

【小学５年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生では、 あてはまる』との回答は「a.テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴

時間等のルールを決めている」の項目で 81.9％、 あてはまらない』との回答は「e.お子さん

の話を無視することがある」の項目で 90.1％と高くなっている。 
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24.6 

15.8 

46.1 

43.6 

1.6 

45.9 

35.9 

35.6 

35.1 

3.9 

16.8 

28.5 

13.9 

15.8 

32.1 

12.2 

19.3 

3.6 

4.9 

61.9 

0.5 

0.5 

0.8 

0.6 

0.5 

a.テレビ・ゲーム・インターネット等の
視聴時間等のルールを決めている

b.お子さんに本や新聞を読むように
勧めている

c.お子さんが小さいころ、
絵本の読み聞かせをしていた

d.お子さんから、勉強や成績のことについて
話をしてくれる

e.お子さんの話を無視することがある

(%)0 20 40 60 80 100

中学２年生(n=638)

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■子どもとの関わり方 

【中学２年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生では、 あてはまる』との回答は「c.お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせ

をしていた」の項目で 81.7％、 あてはまらない』との回答は「e.お子さんの話を無視するこ

とがある」の項目で 94.0％と高くなっている。 

 

 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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39.6 

35.4 

24.6 

21.7 

24.5 

42.3 

39.0 

45.9 

36.3 

37.6 

12.9 

16.7 

16.8 

24.6 

22.3 

4.9 

8.3 

12.2 

15.9 

15.0 

0.2 

0.7 

0.5 

1.5 

0.6 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴時間等のルールを決めている 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴時間等のルールを決めているかについて、小学

５年生を山口県調査と比較すると、 あてはまる』との回答は周南市が県を 7.5 ポイント上回

っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、 あてはまる』との回答は周南市が県を12.5

ポイント、国を 8.4 ポイント上回っている。 
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31.8 

25.0 

32.8 

31.7 

22.5 

27.3 

32.5 

44.2 

40.8 

43.5 

46.8 

38.7 

36.7 

44.9 

14.9 

20.0 

14.3 

14.0 

25.2 

23.4 

14.0 

8.7 

14.2 

9.1 

7.1 

12.6 

11.7 

8.4 

0.3 

0.0 

0.2 

0.3 

0.9 

0.8 

0.3 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴時間等のルールを決めている 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（ あてはまる』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

65.8％と他の世帯に比べ低く、等価世帯収入の水準が高いほど高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（ あてはまる』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 61.2％、ひ

とり親世帯全体で 64.0％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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24.3 

18.0 

15.8 

14.7 

22.4 

34.5 

35.6 

35.9 

31.9 

37.9 

26.9 

27.6 

28.5 

31.0 

24.8 

14.1 

17.8 

19.3 

20.8 

14.3 

0.2 

1.0 

0.5 

1.7 

0.6 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■子どもに本や新聞を読むように勧めている 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもに本や新聞を読むように勧めているかについて、小学５年生を山口県調査と比較す

ると、 あてはまる』との回答は周南市が県を 5.2 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、 あてはまる』との回答は周南市が県を 5.1

ポイント上回っており、国を 8.6 ポイント下回っている。 
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19.9 

14.2 

18.9 

21.3 

9.9 

10.9 

21.0 

35.2 

31.7 

28.5 

42.1 

27.0 

25.0 

36.7 

27.7 

33.3 

34.1 

22.0 

41.4 

41.4 

26.1 

16.8 

20.8 

18.3 

14.2 

20.7 

21.9 

16.0 

0.3 

0.0 

0.2 

0.3 

0.9 

0.8 

0.3 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■子どもに本や新聞を読むように勧めている 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 あてはまる』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

45.9％と中央値以上の世帯に比べ低く、等価世帯収入の水準が高いほど高くなっている。 

世帯の状況別にみると、 あてはまる』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 36.9％、ひ

とり親世帯全体で 35.9％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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44.0 

39.7 

46.1 

39.7 

45.9 

34.4 

35.6 

35.6 

35.4 

32.3 

18.0 

17.3 

13.9 

18.3 

16.1 

3.4 

6.5 

3.6 

5.0 

5.1 

0.2 

1.0 

0.8 

1.6 

0.6 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■子どもが小さいころ、絵本の読み聞かせをしていた 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが小さいころ、絵本の読み聞かせをしていたかについて、小学５年生を山口県調査

と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、 あてはまる』との回答は周南市が県を 6.6

ポイント上回っている。 
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45.1 

37.5 

42.8 

47.8 

36.9 

36.7 

46.2 

35.0 

35.0 

33.5 

36.4 

39.6 

39.1 

34.7 

15.9 

20.8 

18.5 

13.4 

18.0 

18.8 

15.4 

3.5 

6.7 

4.3 

2.3 

4.5 

4.7 

3.1 

0.5 

0.0 

0.9 

0.2 

0.9 

0.8 

0.5 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■子どもが小さいころ、絵本の読み聞かせをしていた 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 あてはまる』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

72.5％と中央値以上の世帯に比べ低く、等価世帯収入の水準が高いほど高くなっている。 

世帯の状況別にみると、 あてはまる』との回答はひとり親世帯全体で 75.8％とふたり親世

帯に比べ低くなっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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41.8 

37.9 

43.6 

43.2 

45.0 

38.9 

39.7 

35.1 

32.3 

33.4 

15.0 

15.1 

15.8 

16.8 

14.8 

4.1 

6.4 

4.9 

6.1 

6.3 

0.2 

0.8 

0.6 

1.6 

0.6 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■子どもから、勉強や成績のことについて話をしてくれる 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもから、勉強や成績のことについて話をしてくれるかについて、山口県調査・国調査

と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 
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42.7 

41.7 

41.1 

44.3 

36.0 

34.4 

43.9 

36.9 

36.7 

37.2 

36.5 

38.7 

41.4 

36.0 

15.4 

16.7 

15.7 

14.9 

18.0 

17.2 

15.3 

4.5 

4.2 

5.9 

3.8 

6.3 

6.3 

4.3 

0.4 

0.8 

0.2 

0.5 

0.9 

0.8 

0.4 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■子どもから、勉強や成績のことについて話をしてくれる 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 あてはまる』との回答はすべての世帯で 80.0％前後とな

っており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、 あてはまる』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 74.7％とふ

たり親世帯に比べ低くなっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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1.3 

3.3 

0.9 

1.3 

2.7 

2.3 

1.2 

6.1 

7.5 

6.7 

5.5 

11.7 

11.7 

5.5 

34.1 

25.0 

37.4 

33.2 

29.7 

28.9 

34.5 

58.1 

63.3 

54.8 

59.7 

54.1 

55.5 

58.5 

0.4 

0.8 

0.2 

0.3 

1.8 

1.6 

0.3 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

あてはまる

どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない

あてはまらない

無回答

『あてはまる』 『あてはまらない』 

■子どもの話を無視することがある 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの話を無視することがあるかについて、等価世帯収入の水準別にみると、 あてはま

らない』との回答はすべての世帯で 90.0％前後となっており、等価世帯収入の水準による大

きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、 あてはまらない』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで83.8％、

ひとり親世帯全体で 84.4％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 
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72.8 

28.9 

79.1 

32.0 

66.9 

26.0 

23.9 

44.5 

18.7 

41.2 

28.7 

47.6 

2.9 

19.7 

1.9 

20.4 

3.8 

19.1 

0.3 

6.7 

0.3 

6.5 

0.3 

6.9 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.3 

0.3 

a.授業参観や運動会
などの学校行事

b.PTA活動や保護者会、
放課後学習支援等の
ボランティアなど

a.授業参観や運動会
などの学校行事

b.PTA活動や保護者会、
放課後学習支援等の
ボランティアなど

a.授業参観や運動会
などの学校行事

b.PTA活動や保護者会、
放課後学習支援等の
ボランティアなど

全体

(n=1,226)

小学５年生
(n=588)

中学２年生
(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

よく参加している ときどき参加している

あまり参加していない まったく参加していない 無回答

『参加している』 『参加していない』 

保護者票問 15 

あなたは以下のことにどの程度参加していますか。（SA） 

■学校行事への参加状況 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校行事への参加状況について、（ 参加している』（（「よく参加している」＋（「ときどき参加

している」）との回答は「a.授業参観や運動会などの学校行事」の項目で 96.7％、「b.PTA 活

動や保護者会、放課後学習支援等のボランティアなど」の項目で 73.4％となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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『参加していない』 『参加している』 

79.1 

80.0 

66.9 

63.9 

73.1 

18.7 

16.5 

28.7 

29.5 

17.6 

1.9 

2.8 

3.8 

4.4 

5.3 

0.3 

0.2 

0.3 

0.8 

3.4 

0.0 

0.6 

0.3 

1.3 

0.5 

よく参加している ときどき参加している

あまり参加していない まったく参加していない 無回答

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

■授業参観や運動会などの学校行事 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業参観や運動会などの学校行事の参加状況について、山口県調査・国調査と比較すると、

いずれの学年でも大きな差はみられない。 
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72.8 

69.2 

74.1 

72.4 

50.5 

51.6 

75.2 

23.9 

26.7 

22.0 

25.1 

39.6 

37.5 

22.3 

2.9 

4.2 

3.3 

2.1 

9.0 

10.2 

2.0 

0.3 

0.0 

0.4 

0.2 

0.9 

0.8 

0.3 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.2 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

よく参加している ときどき参加している

あまり参加していない まったく参加していない 無回答

『参加している』 『参加していない』 

■授業参観や運動会などの学校行事 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（ 参加している』との回答はすべての世帯で 95.0％以上と

なっており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、（ 参加している』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 90.1％、

ひとり親世帯全体で 89.1％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 

 

 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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32.0 

25.3 

26.0 

20.8 

33.4 

41.2 

39.8 

47.6 

40.4 

36.1 

20.4 

25.1 

19.1 

28.4 

19.1 

6.5 

9.1 

6.9 

9.0 

10.7 

0.0 

0.7 

0.3 

1.4 

0.7 

よく参加している ときどき参加している

あまり参加していない まったく参加していない 無回答

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

『参加している』 『参加していない』 

■PTA活動や保護者会、放課後学習支援等のボランティアなど 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTA 活動や保護者会、放課後学習支援等のボランティアなどの参加状況について、小学５年

生を山口県調査と比較すると、（ 参加している』との回答は周南市が県を 8.1 ポイント上回っ

ている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、（ 参加している』との回答は周南市が県を

12.4 ポイント上回っている。 
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28.9 

30.0 

28.0 

29.3 

18.9 

18.0 

30.3 

44.5 

34.2 

46.1 

46.0 

35.1 

36.7 

45.6 

19.7 

27.5 

17.0 

19.7 

28.8 

28.1 

18.5 

6.7 

8.3 

8.7 

5.0 

17.1 

17.2 

5.4 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.2 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

よく参加している ときどき参加している

あまり参加していない まったく参加していない 無回答

『参加している』 『参加していない』 

■PTA活動や保護者会、放課後学習支援等のボランティアなど 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 参加している』との回答は中央値の２分の１未満の世帯

で 64.2％と他の世帯に比べ低く、等価世帯収入の水準が高いほど高くなっている。 

世帯の状況別にみると、 参加している』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 54.0％、

ひとり親世帯全体で 54.7％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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0.2 

0.0 

0.3 

20.9 

20.7 

21.0 

18.2 

17.2 

19.1 

33.6 

32.8 

34.3 

26.4 

28.4 

24.6 

0.7 

0.9 

0.6 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

中学校まで 高等学校まで

短期大学・５年制の高等専門学校・専門学校まで

大学またはそれ以上 まだわからない 無回答

保護者票問 16 

お子さんは将来、どの段階まで進学すると思いますか。（SA） 

■想定している子どもの最終学歴 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定している子どもの最終学歴について、（「高等学校まで」との回答が 20.9％、（「短大大学・

５年制の高等専門学校・専門学校まで」との回答が 18.2％、（「大学またはそれ以上」との回答

が 33.6％となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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0.0 

0.7 

0.3 

0.2 

0.5 

20.7 

22.2 

21.0 

23.5 

16.3 

17.2 

22.4 

19.1 

23.1 

19.7 

32.8 

36.2 

34.3 

37.8 

50.1 

0.5 

0.3 

28.4 

17.3 

24.6 

13.3 

12.8 

0.9 

0.8 

0.6 

1.8 

0.6 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

中学校まで 高等学校まで

短期大学・５年制の高等専門学校・専門学校まで

大学またはそれ以上 その他※

無回答まだわからない

※周南市調査・国調査にはない選択肢

■想定している子どもの最終学歴 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「短大大学・５年制の高等専門学校・専門学校まで」

との回答は周南市が県を 5.2 ポイント下回っており、「まだわからない」との回答は周南市が

県を 11.1 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「大学またはそれ以上」との回答は周南市

が国を 15.8 ポイント下回っており、（「まだわからない」との回答は周南市が県を 11.3 ポイン

ト、国を 11.8 ポイント上回っている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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0.2 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.2 

20.9 

33.3 

26.1 

14.4 

33.3 

35.2 

19.0 

18.2 

22.5 

20.4 

16.0 

22.5 

21.1 

17.8 

33.6 

19.2 

21.3 

46.1 

22.5 

23.4 

34.9 

26.4 

24.2 

31.3 

22.5 

20.7 

19.5 

27.3 

0.7 

0.8 

0.9 

0.7 

0.9 

0.8 

0.7 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

中学校まで 高等学校まで

短期大学・５年制の高等専門学校・専門学校まで

大学またはそれ以上 まだわからない 無回答

■想定している子どもの最終学歴 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「高等学校まで」との回答は中央値の２分の１未満の世帯

で 33.3％と他の世帯に比べ高く、「大学またはそれ以上」との回答は中央値の２分の１未満の

世帯で 19.2％と中央値以上の世帯に比べ低くなっている。 

世帯の状況別にみると、「高等学校まで」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 33.3％、

ひとり親世帯全体で 35.2％とふたり親世帯に比べ高く、「大学またはそれ以上」との回答はひ

とり親世帯母子世帯のみで 22.5％、ひとり親世帯全体で 23.4％とふたり親世帯に比べ低くな

っている。 
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49.2 

30.2 

25.5 

9.6 

4.7 

7.1 

0.3 

40.6 

28.4 

32.2 

10.6 

6.0 

8.2 

0.2 

56.6 

31.9 

19.7 

8.8 

3.6 

6.1 

0.4 

0 20 40 60

お子さんがそう希望しているから

お子さんの学力から考えて

一般的な進路だと思うから

家庭の経済的な状況から考えて

その他の理由

特に理由はない

無回答

(%)

全体(n=893)

小学５年生(n=416)

中学２年生(n=477)

問 16 で「１～４」と答えた人にお聞きします。 

保護者票問 17 

その理由を教えてください。（MA） 

■想定している学校に進学すると考えている理由 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定している学校に進学すると考えている理由について、「お子さんがそう希望しているか

ら」との回答が 49.2％と最も高く、次いで「お子さんの学力から考えて」（30.2％）、「一般的

な進路だと思うから」（25.5％）などの順となっている。 

小学５年生では、（「お子さんがそう希望しているから」との回答が 40.6％と最も高く、次い

で「一般的な進路だと思うから」（32.2％）、「お子さんの学力から考えて」（28.4％）などの

順となっている。 

中学２年生では、「お子さんがそう希望しているから」との回答が 56.6％と全体に比べ高

く、「一般的な進路だと思うから」との回答が 19.7％と全体に比べ低いものの、おおむね全体

と同様の傾向となっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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40.6 

28.4 

32.2 

10.6 

6.0 

8.2 

0.2 

33.1 

25.3 

36.5 

12.2 

3.6 

10.8 

1.0 

56.6 

31.9 

19.7 

8.8 

3.6 

6.1 

0.4 

53.5 

31.4 

23.1 

9.9 

2.9 

5.9 

1.4 

53.2 

36.6 

28.5 

12.3 

3.8 

3.7 

0.3 

0 20 40 60

お子さんがそう希望しているから

お子さんの学力から考えて

一般的な進路だと思うから

家庭の経済的な状況から考えて

その他の理由

特に理由はない

無回答

(%)

小学５年生(n=416)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=1,618)

中学２年生(n=477)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=1,572)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=2,351)

■想定している学校に進学すると考えている理由 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「お子さんがそう希望しているから」との回答は周

南市が県を 7.5 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「一般的な進路だと思うから」との回答は

周南市が国を 8.8 ポイント下回っている。 
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49.2 

30.2 

25.5 

9.6 

4.7 

7.1 

0.3 

44.4 

28.9 

18.9 

20.0 

7.8 

8.9 

0.0 

42.6 

26.3 

23.4 

12.8 

4.5 

7.4 

1.0 

53.3 

34.4 

28.4 

5.8 

4.3 

6.0 

0.0 

0 20 40 60

お子さんがそう希望しているから

お子さんの学力から考えて

一般的な進路だと思うから

家庭の経済的な状況から考えて

その他の理由

特に理由はない

無回答

(%)

全体(n=893)

中央値の２分の１未満

(n=90)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=312)

中央値以上(n=465)

■想定している学校に進学すると考えている理由 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「お子さんがそう希望しているから」との回答は中央値の

２分の１未満の世帯で 44.4％、「お子さんの学力から考えて」との回答は中央値の２分の１未

満の世帯で 28.9％、「一般的な進路だと思うから」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

18.9％と中央値以上の世帯に比べ低く、「家庭の経済的な状況から考えて」との回答は中央値

の２分の１未満の世帯で 20.0％と他の世帯に比べ高くなっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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49.2 

30.2 

25.5 

9.6 

4.7 

7.1 

0.3 

47.1 

28.7 

19.5 

16.1 

5.7 

9.2 

0.0 

44.1 

30.4 

21.6 

14.7 

5.9 

8.8 

0.0 

50.1 

29.9 

25.7 

8.8 

4.6 

6.8 

0.4 

0 20 40 60

お子さんがそう希望しているから

お子さんの学力から考えて

一般的な進路だと思うから

家庭の経済的な状況から考えて

その他の理由

特に理由はない

無回答

(%)

全体(n=893)

ふたり親世帯(n=783)

ひとり親世帯：

全体(n=102)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=87)

■想定している学校に進学すると考えている理由 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、「お子さんがそう希望しているから」との回答はひとり親世帯全体

で 44.1％、「一般的な進路だと思うから」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 19.5％と

ふたり親世帯に比べ低く、「家庭の経済的な状況から考えて」との回答はひとり親世帯母子世

帯のみで 16.1％、ひとり親世帯全体で 14.7％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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92.5 

93.0 

92.0 

3.3 

3.1 

3.6 

2.9 

2.2 

3.4 

1.3 

1.7 

0.9 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

頼れる人がいる いない

そのことでは人に頼らない 無回答

３ 頼れる相手について 

保護者票問 18 

あなたは、次に挙げる事柄で頼れる人はいますか。（SA） 

また、「頼れる人がいる」場合、それはだれですか。（MA） 

■子育てに関する相談で頼れる相手の有無 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てに関する相談で頼れる相手の有無について、「頼れる人がいる」との回答が 92.5％と

最も高くなっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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93.0 

65.0 

92.0 

65.4 

92.4 

3.1 

2.8 

3.6 

3.3 

3.9 

2.2 

1.8 

3.4 

2.1 

2.9 

1.7 

30.4 

0.9 

29.2 

0.7 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

頼れる人がいる いない

そのことでは人に頼らない 無回答

■子育てに関する相談で頼れる相手の有無 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生を国調査と比較すると、大きな差はみられない。 

山口県調査は無回答が高いため、回答傾向の比較はしない。 
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92.5 

92.5 

92.0 

92.6 

91.9 

89.1 

92.8 

3.3 

4.2 

2.6 

3.8 

2.7 

5.5 

3.1 

2.9 

2.5 

2.6 

3.3 

4.5 

3.9 

2.8 

1.3 

0.8 

2.8 

0.3 

0.9 

1.6 

1.3 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

頼れる人がいる いない

そのことでは人に頼らない 無回答

■子育てに関する相談で頼れる相手の有無 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別、世帯の状況別にみると、「頼れる人がいる」との回答はすべての世

帯で 90.0％前後となっており、等価世帯収入の水準（・世帯の状況による大きな差はみられな

い。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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92.8 

70.0 

31.7 

10.1 

3.9 

0.4 

1.8 

0.9 

92.0 

70.6 

31.6 

11.0 

4.6 

0.5 

2.0 

1.1 

93.5 

69.5 

31.9 

9.2 

3.2 

0.3 

1.5 

0.7 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

職場の人

近所の人

相談・支援機関や福祉の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

全体(n=1,134)

小学５年生(n=547)

中学２年生(n=587)

■子育てに関する相談相手 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てに関する相談相手について、「家族・親族」との回答が 92.8％と最も高く、次いで

「友人・知人」（70.0％）、「職場の人」（31.7％）などの順となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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92.0 

70.6 

31.6 

11.0 

4.6 

0.5 

2.0 

1.1 

92.5 

65.2 

34.2 

11.5 

5.7 

1.1 

2.0 

3.3 

93.5 

69.5 

31.9 

9.2 

3.2 

0.3 

1.5 

0.7 

92.5 

66.5 

31.7 

9.4 

3.2 

0.5 

1.4 

2.2 

90.4 

64.5 

30.3 

11.3 

4.5 

0.6 

1.3 

0.7 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

職場の人

近所の人

相談・支援機関や福祉の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

小学５年生(n=547)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=1,283)

中学２年生(n=587)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=1,210)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=2,508)

■子育てに関する相談相手 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「友人・知人」との回答は周南市が県を 5.4 ポイン

ト上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、（「友人・知人」との回答は周南市が国を 5.0

ポイント上回っている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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92.8 

70.0 

31.7 

10.1 

3.9 

0.4 

1.8 

0.9 

87.4 

61.3 

26.1 

10.8 

2.7 

1.8 

3.6 

1.8 

93.4 

75.4 

30.5 

9.7 

3.5 

0.7 

1.9 

0.9 

93.9 

67.0 

34.1 

10.2 

4.6 

0.0 

1.4 

0.5 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

職場の人

近所の人

相談・支援機関や福祉の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

全体(n=1,134)

中央値の２分の１未満

(n=111)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=423)

中央値以上(n=560)

■子育てに関する相談相手 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「家族・親族」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

87.4％と他の世帯に比べ低く、「友人・知人」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で61.3％

と中央値の２分の１以上中央値未満の世帯に比べ低く、「職場の人」との回答は中央値の２分

の１未満の世帯で 26.1％と中央値以上の世帯に比べ低くなっている。 
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92.8 

70.0 

31.7 

10.1 

3.9 

0.4 

1.8 

0.9 

88.2 

70.6 

39.2 

7.8 

4.9 

0.0 

2.9 

0.0 

88.6 

68.4 

37.7 

7.9 

5.3 

0.0 

3.5 

0.0 

93.5 

70.5 

31.0 

10.4 

3.5 

0.5 

1.5 

1.0 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

職場の人

近所の人

相談・支援機関や福祉の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

全体(n=1,134)

ふたり親世帯(n=1,010)

ひとり親世帯：

全体(n=114)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=102)

■子育てに関する相談相手 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、（「家族・親族」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 88.2％とふ

たり親世帯に比べ低く、「職場の人」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 39.2％、ひとり

親世帯全体で 37.7％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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91.0 

91.8 

90.3 

4.1 

4.3 

3.9 

3.2 

1.7 

4.5 

1.7 

2.2 

1.3 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

頼れる人がいる いない

そのことでは人に頼らない 無回答

■重要な事柄の相談で頼れる相手の有無 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な事柄の相談で頼れる相手の有無について、「頼れる人がいる」との回答が 91.0％と最

も高くなっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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91.8 

62.6 

90.3 

63.4 

90.7 

4.3 

3.6 

3.9 

3.5 

5.0 

1.7 

2.2 

4.5 

2.3 

3.2 

2.2 

31.6 

1.3 

30.8 

1.0 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

頼れる人がいる いない

そのことでは人に頼らない 無回答

■重要な事柄の相談で頼れる相手の有無 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生を国調査と比較すると、大きな差はみられない。 

山口県調査は無回答が高いため、回答傾向の比較はしない。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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91.0 

85.8 

91.1 

91.7 

85.6 

83.6 

91.8 

4.1 

8.3 

3.5 

3.8 

6.3 

7.8 

3.7 

3.2 

3.3 

2.2 

4.0 

6.3 

6.3 

2.8 

1.7 

2.5 

3.3 

0.5 

1.8 

2.3 

1.7 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

頼れる人がいる いない

そのことでは人に頼らない 無回答

■重要な事柄の相談で頼れる相手の有無 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「頼れる人がいる」との回答は中央値の２分の１未満の世

帯で 85.8％と他の世帯に比べ低く、等価世帯収入の水準が高いほど高くなっている。 

世帯の状況別にみると、「頼れる人がいる」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで85.6％、

ひとり親世帯全体で 83.6％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 
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95.3 

37.0 

8.7 

1.7 

1.1 

0.2 

0.5 

1.0 

95.4 

34.6 

7.8 

2.2 

1.1 

0.2 

0.2 

1.3 

95.3 

39.2 

9.5 

1.2 

1.0 

0.2 

0.9 

0.7 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

職場の人

相談・支援機関や福祉の人

近所の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

全体(n=1,116)

小学５年生(n=540)

中学２年生(n=576)

■重要な事柄の相談相手 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な事柄の相談相手について、「家族・親族」との回答が 95.3％と最も高く、次いで「友

人・知人」（37.0％）、「職場の人」（8.7％）などの順となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 

 

67 

 

95.4 

34.6 

7.8 

2.2 

1.1 

0.2 

0.2 

1.3 

94.7 

34.9 

9.8 

1.7 

1.5 

0.3 

1.1 

3.4 

95.3 

39.2 

9.5 

1.2 

1.0 

0.2 

0.9 

0.7 

95.6 

33.1 

8.8 

1.2 

1.6 

0.3 

1.1 

2.0 

95.5 

33.8 

8.8 

2.1 

1.5 

0.2 

1.0 

0.7 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

職場の人

相談・支援機関や福祉の人

近所の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

小学５年生(n=540)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=1,236)

中学２年生(n=576)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=1,174)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=2,463)

■重要な事柄の相談相手 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「友人・知人」との回答は周南市が県を 6.1

ポイント、国を 5.4 ポイント上回っている。 
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95.3 

37.0 

8.7 

1.7 

1.1 

0.2 

0.5 

1.0 

88.3 

37.9 

5.8 

1.9 

1.9 

0.0 

1.0 

1.9 

95.9 

42.0 

7.4 

1.9 

1.4 

0.5 

0.5 

1.0 

96.6 

33.9 

10.3 

1.6 

0.7 

0.0 

0.5 

0.7 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

職場の人

相談・支援機関や福祉の人

近所の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

全体(n=1,116)

中央値の２分の１未満

(n=103)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=419)

中央値以上(n=555)

■重要な事柄の相談相手 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「家族・親族」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

88.3％と他の世帯に比べ低く、等価世帯収入の水準が高いほど高くなっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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95.3 

37.0 

8.7 

1.7 

1.1 

0.2 

0.5 

1.0 

88.4 

48.4 

10.5 

1.1 

0.0 

0.0 

1.1 

0.0 

88.8 

46.7 

10.3 

1.9 

0.0 

0.0 

0.9 

0.0 

96.3 

36.1 

8.4 

1.4 

1.2 

0.2 

0.4 

1.1 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

職場の人

相談・支援機関や福祉の人

近所の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

全体(n=1,116)

ふたり親世帯(n=999)

ひとり親世帯：

全体(n=107)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=95)

■重要な事柄の相談相手 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、（「家族・親族」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 88.4％、ひ

とり親世帯全体で 88.8％とふたり親世帯に比べ低く、「友人・知人」との回答はひとり親世帯

母子世帯のみで 48.4％、ひとり親世帯全体で 46.7％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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65.2 

68.4 

62.2 

8.5 

7.8 

9.1 

24.5 

21.8 

27.0 

1.9 

2.0 

1.7 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

頼れる人がいる いない

そのことでは人に頼らない 無回答

■いざという時のお金の援助で頼れる相手の有無 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いざという時のお金の援助で頼れる相手の有無について、「頼れる人がいる」との回答が

65.2％と最も高く、次いで「そのことでは人に頼らない」（24.5％）、「いない」（8.5％）など

の順となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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68.4 

48.1 

62.2 

48.0 

66.5 

7.8 

10.1 

9.1 

9.8 

13.3 

21.8 

14.9 

27.0 

17.0 

18.8 

2.0 

27.0 

1.7 

25.1 

1.4 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

頼れる人がいる いない

そのことでは人に頼らない 無回答

■いざという時のお金の援助で頼れる相手の有無 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生を国調査と比較すると、（「そのことでは人に頼らない」との回答は周南市が国を

8.2 ポイント上回っている。 

山口県調査は無回答が高いため、回答傾向の比較はしない。 
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65.2 

66.7 

67.0 

63.3 

59.5 

57.0 

66.1 

8.5 

15.8 

10.9 

5.3 

17.1 

18.0 

7.4 

24.5 

15.0 

18.7 

30.7 

20.7 

21.1 

24.8 

1.9 

2.5 

3.5 

0.7 

2.7 

3.9 

1.7 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

頼れる人がいる いない

そのことでは人に頼らない 無回答

■いざという時のお金の援助で頼れる相手の有無 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「いない」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

15.8％と中央値以上の世帯に比べ高く、「そのことでは人に頼らない」との回答は中央値の２

分の１未満の世帯で 15.0％と中央値以上の世帯に比べ低くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「頼れる人がいる」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで59.5％、

ひとり親世帯全体で 57.0％とふたり親世帯に比べ低く、「いない」との回答はひとり親世帯母

子世帯のみで 17.1％、ひとり親世帯全体で 18.0％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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97.6 

2.0 

0.5 

0.4 

0.1 

0.0 

1.1 

1.3 

97.8 

3.2 

0.5 

0.2 

0.2 

0.0 

1.5 

1.2 

97.5 

0.8 

0.5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.8 

1.3 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

相談・支援機関や福祉の人

職場の人

近所の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

全体(n=799)

小学５年生(n=402)

中学２年生(n=397)

■いざという時のお金の援助で頼れる相手 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いざという時のお金の援助で頼れる相手について、「家族・親族」との回答が 97.6％と最も

高くなっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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97.8 

3.2 

0.5 

0.2 

0.2 

0.0 

1.5 

1.2 

95.9 

1.8 

0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

0.6 

3.9 

97.5 

0.8 

0.5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.8 

1.3 

97.6 

3.0 

0.5 

0.9 

0.1 

0.0 

0.2 

2.3 

98.0 

2.9 

1.2 

0.7 

0.0 

0.1 

0.7 

0.5 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

相談・支援機関や福祉の人

職場の人

近所の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

小学５年生(n=402)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=949)

中学２年生(n=397)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=889)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=1,805)

■いざという時のお金の援助で頼れる相手 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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97.6 

2.0 

0.5 

0.4 

0.1 

0.0 

1.1 

1.3 

93.8 

1.3 

1.3 

1.3 

0.0 

0.0 

1.3 

2.5 

98.4 

4.2 

0.0 

0.3 

0.3 

0.0 

1.3 

1.0 

97.7 

0.5 

0.8 

0.3 

0.0 

0.0 

1.0 

1.3 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

相談・支援機関や福祉の人

職場の人

近所の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

全体(n=799)

中央値の２分の１未満

(n=80)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=308)

中央値以上(n=383)

■いざという時のお金の援助で頼れる相手 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「家族・親族」との回答はすべての世帯で 90.0％以上とな

っており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 
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97.6 

2.0 

0.5 

0.4 

0.1 

0.0 

1.1 

1.3 

95.5 

4.5 

0.0 

1.5 

0.0 

0.0 

4.5 

0.0 

95.9 

5.5 

0.0 

1.4 

0.0 

0.0 

4.1 

0.0 

97.9 

1.7 

0.4 

0.3 

0.1 

0.0 

0.8 

1.4 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

相談・支援機関や福祉の人

職場の人

近所の人

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

全体(n=799)

ふたり親世帯(n=719)

ひとり親世帯：

全体(n=73)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=66)

■いざという時のお金の援助で頼れる相手 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、「家族・親族」との回答はすべての世帯で 95.0％以上となってお

り、世帯の状況による大きな差はみられない。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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2.0 

2.6 

1.6 

11.0 

10.9 

11.1 

61.0 

62.8 

59.4 

20.6 

19.7 

21.5 

4.6 

3.7 

5.3 

0.7 

0.3 

1.1 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう

苦しい 大変苦しい 無回答

『ゆとりがある』 『苦しい』 

４ 暮らしの状況について 

保護者票問 19 

あなたは、現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。（SA） 

■現在の暮らしの状況 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の暮らしの状況について、（ ゆとりがある』（「大変ゆとりがある」＋（「ゆとりがある」）

との回答が 13.0％、「ふつう」との回答が 61.0％、 苦しい』（「大変苦しい」＋「苦しい」）

との回答が 25.2％となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

 

  



 

78 

 

2.6 

1.2 

1.6 

1.5 

1.5 

10.9 

11.2 

11.1 

10.4 

14.0 

62.8 

59.0 

59.4 

59.7 

58.5 

19.7 

21.7 

21.5 

20.9 

19.7 

3.7 

5.7 

5.3 

5.9 

5.6 

0.3 

1.1 

1.1 

1.5 

0.7 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう

苦しい 大変苦しい 無回答

『ゆとりがある』 『苦しい』 

■現在の暮らしの状況 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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2.0 

0.8 

0.4 

3.5 

1.8 

2.3 

2.0 

11.0 

1.7 

4.1 

18.3 

3.6 

3.1 

12.0 

61.0 

34.2 

60.4 

67.8 

40.5 

43.0 

63.2 

20.6 

45.0 

29.6 

8.9 

39.6 

38.3 

18.5 

4.6 

18.3 

5.4 

1.2 

12.6 

11.7 

3.6 

0.7 

0.0 

0.0 

0.3 

1.8 

1.6 

0.6 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう

苦しい 大変苦しい 無回答

『ゆとりがある』 『苦しい』 

■現在の暮らしの状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 苦しい』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

63.3％と他の世帯に比べ高く、等価世帯収入の水準が高いほど低くなっている。 

世帯の状況別にみると、（ 苦しい』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 52.2％、ひとり

親世帯全体で 50.0％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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0.3 
0.7 0.9 

1.3 
2.2 2.0 

4.1 3.6 
4.8 

6.9 

13.7 

12.5 
13.1 

8.5 
7.7 

14.8 

2.9 

0.2 
0.5 

1.0 
1.2 

2.4 

1.4 

3.9 
3.2 

5.6 

7.7 

16.3 

12.9 
13.8 

9.2 
8.3 

10.4 

2.0 

0.5 
0.8 

0.8 
1.4 

2.0 
2.7 

4.2 3.9 4.1 

6.3 

11.3 
12.1 

12.4 

7.8 
7.2 

19.0 

3.6 

0

5

10

15

20

(%) 全体(n=1,226) 小学５年生(n=588) 中学２年生(n=638)

保護者票問 20 

世帯全体のおよその年間収入（税込）はいくらですか。（SA） 

■世帯収入 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯収入について、「1000 万円以上」との回答が 14.8％と最も高く、次いで「500～600 万

円未満」（13.7％）、「700～800 万円未満」（13.1％）などの順となっている。 

小学５年生では、「500～600 万円未満」との回答が 16.3％と最も高く、次いで「700～800

万円未満」（13.8％）、「600～700 万円未満」（12.9％）などの順となっている。 

中学２年生では、「1000 万円以上」との回答が 19.0％と最も高く、次いで「700～800 万円

未満」（12.4％）、「600～700 万円未満」（12.1％）などの順となっている。 

 

 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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9.7 

9.2 

9.9 

8.0 

12.9 

41.2 

31.8 

34.2 

30.8 

36.9 

46.8 

49.7 

51.7 

51.5 

50.2 

2.4 

9.4 

4.2 

9.6 

中央値の２分の１未満 中央値の２分の１以上中央値未満

中央値以上 無回答※

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,623)

(%)0 20 40 60 80 100

※国調査では「無回答」の集計なし

9.8 

9.7 

9.9 

37.5 

41.2 

34.2 

49.3 

46.8 

51.7 

3.3 

2.4 

4.2 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

中央値以上

中央値の２分の１以上中央値未満中央値の２分の１未満

無回答

■等価世帯収入の水準 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■等価世帯収入の水準 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯収入と同居家族の構成人数から等価世帯収入を算出し、中央値は 325 万円であった。

この中央値を基準に３項目に分類すると、「中央値の２分の１未満」が 9.8％、「中央値の２分

の１以上中央値未満」が 37.5％、「中央値以上」が 49.3％となった。 

  



 

82 

 

9.8 

49.5 

43.8 

5.5 

37.5 

37.8 

40.6 

37.4 

49.3 

7.2 

10.9 

54.0 

3.3 

5.4 

4.7 

3.0 

中央値の２分の１未満 中央値の２分の１以上中央値未満

中央値以上 無回答

全体(n=1,226)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

■等価世帯収入の水準 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、「中央値の２分の１未満」に該当する人はひとり親世帯母子世帯の

みで 49.5％、ひとり親世帯全体で 43.8％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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1.4 

1.7 

1.1 

4.4 

3.9 

4.9 

7.8 

7.8 

7.8 

85.8 

86.4 

85.3 

0.6 

0.2 

0.9 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

よくあった ときどきあった

まれにあった まったくなかった 無回答

『あった』 

保護者票問 21 

あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて家族が必要とする食料が買えないことがあり

ましたか。ただし、嗜好品は含みません。（SA） 

■経済的理由により必要な食料を買えなかった経験 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的理由により必要な食料を買えなかった経験について、（ あった』（「よくあった」＋（「と

きどきあった」＋（「まれにあった」）との回答が 13.6％、（「まったくなかった」との回答が 85.8％

となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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1.7 

1.4 

1.1 

1.7 

1.7 

3.9 

6.0 

4.9 

4.4 

2.7 

7.8 

8.8 

7.8 

9.7 

6.9 

86.4 

82.3 

85.3 

82.2 

87.8 

0.2 

1.5 

0.9 

2.0 

0.9 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

よくあった ときどきあった

まれにあった まったくなかった 無回答

『あった』 

■経済的理由により必要な食料を買えなかった経験 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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1.4 

6.7 

1.3 

0.5 

4.5 

4.7 

1.0 

4.4 

18.3 

4.8 

1.3 

13.5 

12.5 

3.4 

7.8 

14.2 

12.6 

3.0 

17.1 

15.6 

6.7 

85.8 

60.8 

81.3 

95.2 

62.2 

64.8 

88.5 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

2.7 

2.3 

0.4 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

よくあった ときどきあった

まれにあった まったくなかった 無回答

『あった』 

■経済的理由により必要な食料を買えなかった経験 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 あった』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

39.2％と他の世帯に比べ高く、等価世帯収入の水準が高いほど低くなっている。 

世帯の状況別にみると、 あった』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 35.1％、ひとり

親世帯全体で 32.8％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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1.9 

2.4 

1.4 

4.8 

4.6 

5.0 

9.1 

9.2 

8.9 

83.7 

83.7 

83.7 

0.6 

0.2 

0.9 

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

よくあった ときどきあった

まれにあった まったくなかった 無回答

『あった』 

保護者票問 22 

あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて家族が必要とする衣服が買えないことがあり

ましたか。ただし、高価な衣服や貴金属・宝飾品は含みません。（SA） 

■経済的理由により必要な衣服を買えなかった経験 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的理由により必要な衣服を買えなかった経験について、（ あった』との回答が 15.8％、

「まったくなかった」との回答が 83.7％となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 

 

87 

 

2.4 

2.3 

1.4 

2.5 

2.4 

4.6 

5.7 

5.0 

4.7 

3.7 

9.2 

10.7 

8.9 

11.3 

10.2 

83.7 

79.9 

83.7 

79.7 

82.9 

0.2 

1.4 

0.9 

1.8 

0.8 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

よくあった ときどきあった

まれにあった まったくなかった 無回答

『あった』 

■経済的理由により必要な衣服を買えなかった経験 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 
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1.9 

9.2 

1.5 

0.8 

5.4 

5.5 

1.5 

4.8 

17.5 

5.9 

1.7 

15.3 

14.1 

3.7 

9.1 

15.0 

12.4 

5.0 

14.4 

12.5 

8.3 

83.7 

58.3 

80.2 

92.6 

62.2 

65.6 

86.2 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

2.7 

2.3 

0.4 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

よくあった ときどきあった

まれにあった まったくなかった 無回答

『あった』 

■経済的理由により必要な衣服を買えなかった経験 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 あった』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

41.7％と他の世帯に比べ高く、等価世帯収入の水準が高いほど低くなっている。 

世帯の状況別にみると、 あった』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 35.1％、ひとり

親世帯全体で 32.1％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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3.0 

2.4 

2.2 

1.9 

1.2 

93.9 

0.8 

3.6 

2.0 

2.7 

2.4 

1.9 

93.7 

0.2 

2.5 

2.7 

1.7 

1.4 

0.6 

94.0 

1.4 

0 20 40 60 80 100

通信費（電話・インターネット回線料など）

水道料金

電気料金

ガス料金

家賃

該当するものはない

無回答

(%)

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

保護者票問 23 

あなたの世帯では、過去１年の間に、以下の料金について、経済的な理由で未払いになったことが

ありましたか。（MA） 

■経済的理由により公共料金等が未払いになった経験 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的理由により公共料金等が未払いになった経験について、「該当するものはない」との

回答が 93.9％と最も高くなっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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3.6 

2.0 

2.7 

2.4 

1.9 

93.7 

0.2 

3.5 

3.8 

2.2 

93.0 

1.5 

2.5 

2.7 

1.7 

1.4 

0.6 

94.0 

1.4 

2.9 

2.8 

2.1 

93.2 

1.6 

3.7 

3.8 

3.5 

94.3 

0 20 40 60 80 100

通信費（電話・インターネット回線料など）
※山口県調査・国調査にはない選択肢

水道料金

電気料金

ガス料金

家賃
※山口県調査・国調査にはない選択肢

該当するものはない
※国調査にはない選択肢

※山口県調査では「あてはまるものはない」

無回答

(%)

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=2,715)

■経済的理由により公共料金等が未払いになった経験 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 
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3.0 

2.4 

2.2 

1.9 

1.2 

93.9 

0.8 

11.7 

7.5 

8.3 

9.2 

6.7 

79.2 

0.8 

3.9 

2.4 

2.2 

1.7 

0.9 

94.3 

0.4 

0.8 

1.3 

1.2 

0.5 

0.5 

97.4 

0.0 

0 20 40 60 80 100

通信費（電話・インターネット回線料など）

水道料金

電気料金

ガス料金

家賃

該当するものはない

無回答

(%)

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満

(n=120)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

■経済的理由により公共料金等が未払いになった経験 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「通信費（電話・インターネット回線料など）」、「水道料

金」、「電気料金」、「ガス料金」、「家賃」のすべての回答で、中央値の２分の１未満の世帯が

他の世帯に比べ 5.0 ポイント以上高くなっている。 
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3.0 

2.4 

2.2 

1.9 

1.2 

93.9 

0.8 

6.3 

5.4 

5.4 

6.3 

3.6 

84.7 

3.6 

7.0 

5.5 

6.3 

6.3 

3.9 

84.4 

3.9 

2.5 

2.0 

1.7 

1.4 

0.9 

95.0 

0.5 

0 20 40 60 80 100

通信費（電話・インターネット回線料など）

水道料金

電気料金

ガス料金

家賃

該当するものはない

無回答

(%)

全体(n=1,226)

ふたり親世帯(n=1,088)

ひとり親世帯：

全体(n=128)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=111)

■経済的理由により公共料金等が未払いになった経験 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、「通信費（電話・インターネット回線料など）」、「電気料金」との

回答はひとり親世帯全体がふたり親世帯に比べ 4.5 ポイント以上、（「ガス料金」との回答はひ

とり親世帯母子世帯のみ、ひとり親世帯全体がふたり親世帯に比べ 4.5 ポイント以上高く、

「該当するものはない」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 84.7％、ひとり親世帯全体

で 84.4％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 
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3.8 

1.4 

1.3 

2.2 

4.2 

2.3 

7.1 

2.6 

4.1 

4.2 

7.6 

3.5 

23.4 

11.2 

15.3 

16.8 

23.7 

10.2 

21.9 

15.7 

24.9 

26.5 

31.3 

15.3 

43.0 

68.5 

53.8 

49.6 

32.3 

68.0 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.8 

0.7 

a.神経過敏に感じた

b.絶望的だと感じた

c.そわそわ、落ち着かなく感じた

d.気分が沈み込んで、何が起こっても
気が晴れないように感じた

e.何をするのも面倒だと感じた

f.自分は価値のない人間だと感じた

(%)0 20 40 60 80 100

全体(n=1,226)

いつも たいてい ときどき

少しだけ まったくない 無回答

５ 生活状況への感じ方について 

保護者票問 24 

以下の質問について、この１か月間のあなたの気持ちはどのようでしたか。（SA） 

■保護者の心理的な状態 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の心理的な状態について、（ 感じた』（「いつも」＋（「たいてい」＋（「ときどき」＋（「少

しだけ」）との回答は「e.何をするのも面倒だと感じた」の項目で 66.8％、「a.神経過敏に感

じた」の項目で 56.2％と高くなっている 
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59.2 

58.3 

56.9 

59.8 

53.8 

22.4 

22.7 

23.7 

21.5 

25.3 

9.0 

7.8 

9.6 

7.5 

9.7 

8.7 

8.1 

8.5 

7.3 

9.2 

0.7 

3.1 

1.4 

3.9 

2.1 

０～４点 ５～９点 10～12点 13点以上 無回答

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

58.0 

59.2 

56.9 

23.1 

22.4 

23.7 

9.3 

9.0 

9.6 

8.6 

8.7 

8.5 

1.1 

0.7 

1.4 

０～４点 ５～９点 10～12点 13点以上 無回答

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

■K6※スコア 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6 スコアを算出すると、「０～４点」に該当する人が 58.0％、「５～９点」に該当する人が

23.1％、「10～12 点」に該当する人が 9.3％、「13 点以上」に該当する人が 8.6％となってい

る。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

 

■K6 スコア 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 

  

※Ｋ６：６項目の質問でこころの健康状態をチェックすることができる尺度。 

いつも：４点、たいてい：３点、ときどき：２点、少しだけ：１点、まったくない：０点と点数化し、合

計０点～24 点で判定する。合計点が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとされている。 
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58.0 

41.7 

55.0 

64.6 

40.5 

43.0 

59.7 

23.1 

26.7 

24.1 

22.0 

21.6 

20.3 

23.4 

9.3 

12.5 

11.7 

6.8 

15.3 

15.6 

8.5 

8.6 

19.2 

8.7 

6.1 

19.8 

18.8 

7.4 

1.1 

0.0 

0.4 

0.5 

2.7 

2.3 

0.9 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

０～４点 ５～９点 10～12点 13点以上 無回答

■K6 スコア 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「０～４点」に該当する人は中央値の２分の１未満の世帯

で 41.7％と他の世帯に比べ低く、「13 点以上」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

19.2％と他の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「０～４点」に該当する人はひとり親世帯母子世帯のみで 40.5％、

ひとり親世帯全体で 43.0％とふたり親世帯に比べ低く、「13 点以上」に該当する人はひとり

親世帯母子世帯のみで 19.8％、ひとり親世帯全体で 18.8％とふたり親世帯に比べ高くなって

いる。 
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5.5 

4.1 

6.7 

12.8 

13.3 

12.4 

16.9 

18.5 

15.4 

24.9 

24.7 

25.1 

39.2 

38.9 

39.5 

0.7 

0.5 

0.9 

０～２点 ３～４点 ５点

６～７点 ８～10点 無回答

全体(n=1,226)

小学５年生(n=588)

中学２年生(n=638)

(%)0 20 40 60 80 100

保護者票問 25 

全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。（SA） 

■生活の満足度 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活の満足度について、「０～２点」との回答が 5.5％、「３～４点」との回答が 12.8％、

「５点」との回答が 16.9％、「６～７点」との回答が 24.9％、「８～10 点」との回答が 39.2％

となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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4.1 

6.5 

6.7 

5.7 

13.3 

13.3 

12.4 

14.3 

18.5 

15.5 

15.4 

17.1 

24.7 

25.5 

25.1 

24.9 

38.9 

37.6 

39.5 

36.2 

0.5 

1.7 

0.9 

1.8 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

(%)0 20 40 60 80 100

０～２点 ３～４点 ５点

６～７点 ８～10点 無回答

■生活の満足度 

【山口県調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 
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5.5 

15.8 

6.7 

2.3 

15.3 

14.8 

4.3 

12.8 

22.5 

18.5 

6.4 

18.0 

17.2 

12.2 

16.9 

22.5 

15.7 

15.7 

23.4 

22.7 

16.1 

24.9 

20.0 

25.4 

26.4 

19.8 

20.3 

25.4 

39.2 

19.2 

33.5 

48.8 

21.6 

23.4 

41.4 

0.7 

0.0 

0.2 

0.3 

1.8 

1.6 

0.6 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

０～２点 ３～４点 ５点

６～７点 ８～10点 無回答

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

■生活の満足度 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「０～２点」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

15.8％と他の世帯に比べ高く、「８～10 点」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 19.2％

と他の世帯に比べ低くなっており、等価世帯収入の水準が高いほど点数が高い傾向がみられ

る。 

世帯の状況別にみると、（「０～２点」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 15.3％、ひと

り親世帯全体で 14.8％とふたり親世帯に比べ高く、「８～10 点」との回答はひとり親世帯母

子世帯のみで 21.6％、ひとり親世帯全体で 23.4％とふたり親世帯に比べ低くなっており、ひ

とり親世帯に比べふたり親世帯で点数が高い傾向がみられる。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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21.6 

68.9 

16.7 

17.4 

12.7 

27.9 

14.8 

1.7 

3.0 

5.3 

5.3 

4.2 

62.8 

28.6 

79.4 

76.3 

81.2 

67.2 

0.7 

0.7 

0.8 

1.0 

0.7 

0.7 

増えた 減った 変わらない 無回答

a.世帯全体の収入の変化

b.生活に必要な支出の変化

c.お金が足りなくて、
必要な食料や衣服を買えないこと

d.お子さんと話をすること

e.家庭内で言い争ったり、
もめごとが起こること

f.あなた自身がイライラや不安を
感じたり、気分が沈むこと

(%)0 20 40 60 80 100

全体(n=1,226)

保護者票問 26 

あなたのご家庭の現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校する前

（2020年２月以前）から比べて、どのように変わりましたか。（SA） 

■新型コロナウイルス感染症の影響 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響について、（「増えた」との回答は「b.生活に必要な支出の

変化」の項目で 68.9％、「減った」との回答は「a.世帯全体の収入の変化」の項目で 14.8％

と高くなっている。 
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19.4 

67.7 

16.3 

17.6 

11.0 

27.4 

16.6 

2.2 

2.5 

5.6 

5.5 

4.2 

62.9 

29.0 

79.8 

75.7 

82.3 

67.2 

1.1 

1.1 

1.4 

1.1 

1.3 

1.1 

増えた 減った 変わらない 無回答

a.世帯全体の収入の変化

b.生活に必要な支出の変化

c.お金が足りなくて、
必要な食料や衣服を買えないこと

d.お子さんと話をすること

e.家庭内で言い争ったり、
もめごとが起こること

f.あなた自身がイライラや不安を
感じたり、気分が沈むこと

(%)0 20 40 60 80 100

中学２年生(n=638)

24.0 

70.2 

17.2 

17.2 

14.6 

28.4 

12.9 

1.2 

3.6 

4.9 

5.1 

4.3 

62.8 

28.2 

79.1 

77.0 

80.1 

67.2 

0.3 

0.3 

0.2 

0.9 

0.2 

0.2 

増えた 減った 変わらない 無回答

a.世帯全体の収入の変化

b.生活に必要な支出の変化

c.お金が足りなくて、
必要な食料や衣服を買えないこと

d.お子さんと話をすること

e.家庭内で言い争ったり、
もめごとが起こること

f.あなた自身がイライラや不安を
感じたり、気分が沈むこと

(%)0 20 40 60 80 100

小学５年生(n=588)

■新型コロナウイルス感染症の影響 

【小学５年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学２年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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19.4 

2.4 

67.7 

43.4 

16.3 

10.6 

17.6 

33.6 

11.0 

15.6 

27.4 

36.1 

16.6 

32.5 

2.2 

8.1 

2.5 

1.8 

5.6 

2.1 

5.5 

4.5 

4.2 

1.9 

62.9 

64.1 

29.0 

47.5 

79.8 

86.3 

75.7 

63.5 

82.3 

79.0 

67.2 

61.1 

1.1 

1.0 

1.1 

1.0 

1.4 

1.3 

1.1 

0.8 

1.3 

1.0 

1.1 

0.9 

中学２年生(n=638)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

中学２年生(n=638)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

中学２年生(n=638)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

中学２年生(n=638)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

中学２年生(n=638)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

中学２年生(n=638)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

増えた 減った 変わらない 無回答

a.世帯全体の収入の変化

b.生活に必要な支出の変化

c.お金が足りなくて、
必要な食料や衣服を

買えないこと

d.お子さんと話をすること

e.家庭内で言い争ったり、
もめごとが起こること

f.あなた自身がイライラや
不安を感じたり、

気分が沈むこと

■新型コロナウイルス感染症の影響 

【国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響について、中学２年生を国調査と比較すると上記グラフ

のようになっているが、国調査の実施された令和２年と、周南市調査の実施された令和６年

では新型コロナウイルス感染症の影響が大きく異なるので回答傾向は記述しない。 
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21.6 

10.0 

17.8 

27.9 

13.5 

13.3 

22.7 

14.8 

48.3 

16.7 

6.8 

33.3 

31.3 

12.9 

62.8 

41.7 

64.8 

64.8 

51.4 

53.9 

63.9 

0.7 

0.0 

0.7 

0.5 

1.8 

1.6 

0.6 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

増えた 減った 変わらない 無回答

■世帯全体の収入の変化 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯全体の収入の変化について、等価世帯収入の水準別にみると、（「増えた」との回答は中

央値の２分の１未満の世帯で 10.0％と他の世帯に比べ低く、（「減った」との回答は中央値の２

分の１未満の世帯で 48.3％と他の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「増えた」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 13.5％、ひとり

親世帯全体で 13.3％とふたり親世帯に比べ低く、（「減った」との回答はひとり親世帯母子世帯

のみで 33.3％、ひとり親世帯全体で 31.3％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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68.9 

75.0 

70.4 

67.9 

68.5 

66.4 

69.4 

1.7 

6.7 

2.0 

0.7 

3.6 

4.7 

1.4 

28.6 

18.3 

26.7 

31.1 

26.1 

27.3 

28.7 

0.7 

0.0 

0.9 

0.3 

1.8 

1.6 

0.6 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

増えた 減った 変わらない 無回答

■生活に必要な支出の変化 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活に必要な支出の変化について、等価世帯収入の水準別にみると、「増えた」との回答は

中央値の２分の１未満の世帯で 75.0％、「減った」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

6.7％と中央値以上の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「増えた」との回答はすべての世帯で 65.0％以上となっており、世

帯の状況による大きな差はみられない。 
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16.7 

38.3 

21.7 

9.4 

33.3 

31.3 

15.0 

3.0 

2.5 

3.3 

2.6 

3.6 

3.1 

3.0 

79.4 

59.2 

74.3 

87.3 

61.3 

64.1 

81.3 

0.8 

0.0 

0.7 

0.7 

1.8 

1.6 

0.6 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

増えた 減った 変わらない 無回答

■お金が足りなくて、必要な食料や衣服を買えないこと 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お金が足りなくて、必要な食料や衣服を買えないことについて、等価世帯収入の水準別に

みると、（「増えた」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 38.3％と他の世帯に比べ高く、

等価世帯収入の水準が高いほど低くなっている。 

世帯の状況別にみると、「増えた」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 33.3％、ひとり

親世帯全体で 31.3％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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17.4 

25.8 

20.4 

14.2 

18.9 

18.8 

17.4 

5.3 

7.5 

6.7 

3.6 

8.1 

7.8 

5.1 

76.3 

65.8 

71.5 

81.8 

70.3 

71.1 

76.8 

1.0 

0.8 

1.3 

0.3 

2.7 

2.3 

0.7 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

増えた 減った 変わらない 無回答

■子どもと話をすること 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもと話をすることについて、等価世帯収入の水準別にみると、（「増えた」との回答は中

央値の２分の１未満の世帯で 25.8％と他の世帯に比べ高く、等価世帯収入の水準が高いほど

低くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「増えた」との回答はすべての世帯で 15.0％以上となっており、世

帯の状況による大きな差はみられない。 
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12.7 

15.8 

15.0 

10.2 

12.6 

12.5 

12.7 

5.3 

4.2 

5.0 

6.0 

7.2 

7.8 

5.1 

81.2 

80.0 

79.3 

83.3 

78.4 

78.1 

81.7 

0.7 

0.0 

0.7 

0.5 

1.8 

1.6 

0.6 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

増えた 減った 変わらない 無回答

■家庭内で言い争ったり、もめごとが起こること 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭内で言い争ったり、もめごとが起こることについて、等価世帯収入の水準別にみると、

「増えた」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 15.8％と中央値以上の世帯に比べ高く

なっている。 

世帯の状況別にみると、「増えた」との回答はすべての世帯で 15.0％未満となっており、世

帯の状況による大きな差はみられない。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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27.9 

40.8 

31.5 

23.1 

35.1 

34.4 

27.0 

4.2 

5.0 

4.1 

4.3 

5.4 

4.7 

4.1 

67.2 

54.2 

63.7 

72.2 

57.7 

59.4 

68.4 

0.7 

0.0 

0.7 

0.3 

1.8 

1.6 

0.5 

全体(n=1,226)

中央値の２分の１未満
(n=120)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=460)

中央値以上(n=605)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=111)

ひとり親世帯：
全体(n=128)

ふたり親世帯(n=1,088)

(%)0 20 40 60 80 100

世
帯
の
状
況
別

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

増えた 減った 変わらない 無回答

■自身がイライラや不安を感じたり、気分が沈むこと 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自身がイライラや不安を感じたり、気分が沈むことについて、等価世帯収入の水準別にみ

ると、「増えた」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 40.8％と他の世帯に比べ高く、等

価世帯収入の水準が高いほど低くなっている。 

世帯の状況別にみると、「増えた」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 35.1％、ひとり

親世帯全体で 34.4％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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0.3 

0.0 

0.2 

18.8 

0.5 

0.2 

11.2 

0.3 

0.2 

0.2 

2.9 

0.6 

0.5 

7.1 

95.8 

96.3 

96.2 

76.3 

95.7 

95.9 

79.6 

3.6 

3.4 

3.5 

1.9 

3.3 

3.4 

2.1 

a.生活福祉資金

b.生活保護

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

d.児童扶養手当

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

f.ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

g.就学援助

(%)0 20 40 60 80 100

全体(n=1,226)

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

６ 支援制度の利用状況について 

保護者票問 27 

あなたのご家庭では、以下の支援制度をこれまでに利用したことがありますか。（SA） 

■支援制度の利用状況 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援制度の利用状況について、（「現在利用している」との回答は「d.児童扶養手当」の項目

で 18.8％、「g.就学援助」の項目で 11.2％と高くなっている。また、「b.生活保護」の項目で

は「現在利用している」との回答が 0.0％となっている。 

 

 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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0.3 

0.0 

0.3 

20.1 

0.8 

0.3 

12.4 

0.5 

0.5 

0.2 

2.8 

0.9 

0.6 

8.8 

94.8 

95.5 

95.3 

74.6 

94.4 

95.0 

76.3 

4.4 

4.1 

4.2 

2.5 

3.9 

4.1 

2.5 

a.生活福祉資金

b.生活保護

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

d.児童扶養手当

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

f.ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

g.就学援助

(%)0 20 40 60 80 100

中学２年生(n=638)

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

0.3 

0.0 

0.0 

17.5 

0.2 

0.0 

9.9 

0.2 

0.0 

0.2 

3.1 

0.2 

0.3 

5.3 

96.8 

97.3 

97.1 

78.2 

97.1 

96.9 

83.2 

2.7 

2.7 

2.7 

1.2 

2.6 

2.7 

1.7 

a.生活福祉資金

b.生活保護

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

d.児童扶養手当

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

f.ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

g.就学援助

(%)0 20 40 60 80 100

小学５年生(n=588)

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

■支援制度の利用状況 

【小学５年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学２年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。  
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1.7 

0.0 

0.8 

53.3 

4.2 

0.8 

51.7 

0.8 

0.0 

0.0 

5.0 

1.7 

0.0 

3.3 

90.0 

92.5 

91.7 

40.8 

87.5 

91.7 

42.5 

7.5 

7.5 

7.5 

0.8 

6.7 

7.5 

2.5 

a.生活福祉資金

b.生活保護

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

d.児童扶養手当

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

f.ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

g.就学援助

(%)0 20 40 60 80 100

中央値の２分の１未満の世帯

(n=120)

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

■支援制度の利用状況 

【中央値の２分の１未満の世帯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援制度の利用状況について、中央値の２分の１未満の世帯の状況をみると、（「現在利用し

ている」との回答は「d.児童扶養手当」の項目で 53.3％、「g.就学援助」の項目で 51.7％と

高くなっている。 

 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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1.8 

0.0 

1.8 

70.3 

5.4 

1.8 

62.2 

0.9 

1.8 

0.0 

14.4 

3.6 

1.8 

9.0 

84.7 

86.5 

86.5 

10.8 

81.1 

85.6 

24.3 

12.6 

11.7 

11.7 

4.5 

9.9 

10.8 

4.5 

a.生活福祉資金

b.生活保護

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

d.児童扶養手当

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

f.ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

g.就学援助

(%)0 20 40 60 80 100

ひとり親世帯母子世帯のみ

(n=111)

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

■支援制度の利用状況 

【ひとり親世帯母子世帯のみ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり親世帯母子世帯のみの状況をみると、（「現在利用している」との回答は「d.児童扶養

手当」の項目で 70.3％、「g.就学援助」の項目で 62.2％と高くなっている。 
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1.6 

0.0 

1.6 

63.3 

4.7 

1.6 

57.0 

0.8 

1.6 

0.0 

14.1 

3.9 

2.3 

8.6 

85.9 

87.5 

87.5 

18.0 

82.0 

85.9 

29.7 

11.7 

10.9 

10.9 

4.7 

9.4 

10.2 

4.7 

a.生活福祉資金

b.生活保護

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

d.児童扶養手当

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

f.ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

g.就学援助

(%)0 20 40 60 80 100

ひとり親世帯全体

(n=128)

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

■支援制度の利用状況 

【ひとり親世帯全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり親世帯全体の状況をみると、「現在利用している」との回答は「d.児童扶養手当」の

項目で 63.3％、「g.就学援助」の項目で 57.0％と高くなっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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0.0 

0.4 

0.0 

0.3 

1.0 

0.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.7 

97.3 

87.9 

95.5 

88.8 

93.2 

2.7 

11.1 

4.1 

10.3 

5.2 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

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

■生活保護 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活保護の利用状況について、山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大き

な差はみられない。 
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17.5 

11.2 

20.1 

11.5 

11.9 

3.1 

3.3 

2.8 

3.2 

2.6 

78.2 

76.7 

74.6 

77.3 

81.7 

1.2 

8.8 

2.5 

8.0 

3.8 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

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

■児童扶養手当 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童扶養手当の利用状況について、小学５年生を山口県調査と比較すると、「現在利用して

いる」との回答は周南市が県を 6.3 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「現在利用している」との回答は周南市が

県を 8.6 ポイント、国を 8.2 ポイント上回っている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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9.9 

14.2 

12.4 

13.5 

12.6 

5.3 

7.2 

8.8 

8.7 

5.2 

83.2 

70.9 

76.3 

69.8 

78.4 

1.7 

7.8 

2.5 

7.9 

3.8 

小学５年生(n=588)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,975)

中学２年生(n=638)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,851)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

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

■就学援助 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学援助の利用状況について、山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大き

な差はみられない。 
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82.5 

86.6 

84.3 

88.6 

84.3 

83.9 

88.3 

1.5 

0.9 

1.5 

0.6 

1.8 

1.7 

1.2 

2.8 

0.6 

1.4 

0.4 

1.1 

1.2 

0.5 

1.2 

0.8 

0.9 

0.6 

1.4 

1.4 

1.5 

6.4 

5.5 

6.4 

4.0 

5.6 

6.4 

4.2 

5.5 

5.5 

5.4 

5.8 

5.7 

5.4 

4.2 

a.生活福祉資金(n=1,174)

b.生活保護(n=1,181)

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

(n=1,179)

d.児童扶養手当(n=936)

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

(n=1,173)

f.ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

(n=1,176)

g.就学援助(n=976)

(%)0 20 40 60 80 100

全体

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

問 27 で「３ 利用したことがない」と答えた人にお聞きします。 

保護者票問 28 

その理由を教えてください。（SA） 

■支援制度を利用したことがない理由 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援制度を利用したことがない理由について、すべての支援制度で「制度の対象外（収入

等の条件を満たさない）だと思うから」との回答が 80.0％以上と高くなっている。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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83.0 

88.0 

85.2 

90.3 

85.9 

84.7 

88.9 

1.3 

0.7 

1.5 

0.4 

1.8 

2.1 

1.4 

2.8 

0.7 

1.5 

0.2 

1.3 

1.5 

0.2 

1.3 

1.0 

1.0 

0.6 

1.3 

1.3 

1.6 

7.1 

5.4 

6.7 

3.8 

5.1 

6.3 

4.1 

4.5 

4.3 

4.1 

4.6 

4.5 

4.1 

3.7 

a.生活福祉資金(n=605)

b.生活保護(n=609)

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

(n=608)

d.児童扶養手当(n=476)

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

(n=602)

f.ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

(n=606)

g.就学援助(n=487)

(%)0 20 40 60 80 100

中学２年生

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

82.1 

85.1 

83.4 

86.7 

82.7 

83.2 

87.7 

1.8 

1.2 

1.6 

0.9 

1.8 

1.2 

1.0 

2.8 

0.5 

1.2 

0.7 

0.9 

0.9 

0.8 

1.1 

0.7 

0.9 

0.7 

1.6 

1.4 

1.4 

5.6 

5.6 

6.1 

4.1 

6.1 

6.5 

4.3 

6.7 

6.8 

6.8 

7.0 

7.0 

6.8 

4.7 

a.生活福祉資金(n=569)

b.生活保護(n=572)

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

(n=571)

d.児童扶養手当(n=460)

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

(n=571)

f.ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

(n=570)

g.就学援助(n=489)

(%)0 20 40 60 80 100

小学５年生

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

■支援制度を利用したことがない理由 

【小学５年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学２年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。  

※凡例は下部のグラフを参照 
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42.6 

57.7 

50.9 

67.3 

49.5 

46.4 

60.8 

3.7 

3.6 

3.6 

2.0 

6.7 

7.3 

5.9 

17.6 

4.5 

10.9 

4.1 

7.6 

8.2 

3.9 

6.5 

4.5 

5.5 

4.1 

9.5 

9.1 

3.9 

22.2 

23.4 

22.7 

16.3 

19.0 

22.7 

17.6 

7.4 

6.3 

6.4 

6.1 

7.6 

6.4 

7.8 

a.生活福祉資金(n=108)

b.生活保護(n=111)

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

(n=110)

d.児童扶養手当(n=49)

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

(n=105)
f.ひとり親家庭

高等職業訓練促進給付金
(n=110)

g.就学援助(n=51)

(%)0 20 40 60 80 100

中央値の２分の１未満の世帯

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

■支援制度を利用したことがない理由 

【中央値の２分の１未満の世帯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援制度を利用したことがない理由について、中央値の２分の１未満の世帯の状況をみる

と、（「制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから」との回答は「d.児童扶養手

当」の項目で 67.3％、「g.就学援助」の項目で 60.8％、「利用したいが、今までこの支援制度

を知らなかったから」との回答は「a.生活福祉資金」の項目で 17.6％と高く、「利用したいが、

手続きがわからなかったり、利用しにくいから」との回答は「e.ひとり親家庭自立支援教育

訓練給付金」の項目で 9.5％、「f.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の項目で 9.1％と

やや高くなっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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37.2 

56.3 

41.7 

91.7 

36.7 

32.6 

55.6 

9.6 

5.2 

10.4 

0.0 

15.6 

15.8 

7.4 

12.8 

3.1 

9.4 

0.0 

8.9 

9.5 

0.0 

4.3 

3.1 

4.2 

0.0 

11.1 

9.5 

7.4 

26.6 

21.9 

25.0 

0.0 

15.6 

22.1 

25.9 

9.6 

10.4 

9.4 

8.3 

12.2 

10.5 

3.7 

a.生活福祉資金(n=94)

b.生活保護(n=96)

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

(n=96)

d.児童扶養手当(n=12)

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

(n=90)
f.ひとり親家庭

高等職業訓練促進給付金
(n=95)

g.就学援助(n=27)

(%)0 20 40 60 80 100

ひとり親世帯母子世帯のみ

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

■支援制度を利用したことがない理由 

【ひとり親世帯母子世帯のみ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり親世帯母子世帯のみの状況をみると、「制度の対象外（収入等の条件を満たさない）

だと思うから」との回答は「d.児童扶養手当」の項目で 91.7％と高く、（「利用はできるが、特

に利用したいと思わなかったから」との回答は「e.ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」

の項目で 15.6％、「f.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の項目で 15.8％、「利用したい

が、手続きがわからなかったり、利用しにくいから」との回答は「e.ひとり親家庭自立支援

教育訓練給付金」の項目で 11.1％、「f.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の項目で 9.5％

とやや高くなっている。 
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43.6 

60.7 

46.4 

91.3 

42.9 

39.1 

60.5 

9.1 

4.5 

9.8 

0.0 

14.3 

14.5 

7.9 

11.8 

3.6 

8.0 

0.0 

7.6 

8.2 

0.0 

3.6 

2.7 

3.6 

0.0 

9.5 

8.2 

5.3 

23.6 

19.6 

24.1 

4.3 

15.2 

20.9 

23.7 

8.2 

8.9 

8.0 

4.3 

10.5 

9.1 

2.6 

a.生活福祉資金(n=110)

b.生活保護(n=112)

c.母子父子寡婦
福祉資金貸付金

(n=112)

d.児童扶養手当(n=23)

e.ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

(n=105)
f.ひとり親家庭

高等職業訓練促進給付金
(n=110)

g.就学援助の利用状況(n=38)

(%)0 20 40 60 80 100

ひとり親世帯全体

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

■支援制度を利用したことがない理由 

【ひとり親世帯全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり親世帯全体の状況をみると、「制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思う

から」との回答は「d.児童扶養手当」の項目で 91.3％と高く、（「利用はできるが、特に利用し

たいと思わなかったから」との回答は「e.ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」の項目で

14.3％、「f.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の項目で 14.5％、「利用したいが、手続

きがわからなかったり、利用しにくいから」との回答は「e.ひとり親家庭自立支援教育訓練

給付金」の項目で 9.5％、「f.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の項目で 8.2％とやや

高くなっている。 

 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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85.1 

77.6 

88.0 

77.3 

86.0 

1.2 

0.7 

0.7 

0.7 

1.0 

0.5 

0.1 

0.7 

0.1 

0.1 

0.7 

0.6 

1.0 

0.7 

0.4 

5.6 

3.1 

5.4 

2.9 

3.4 

6.8 

17.9 

4.3 

18.3 

9.1 

小学５年生(n=572)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,737)

中学２年生(n=609)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,644)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,531)

(%)0 20 40 60 80 100

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

■生活保護 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活保護を利用したことがない理由について、中学２年生を国調査と比較すると、大きな

差はみられない。 

山口県調査は無回答が高いため、回答傾向の比較はしない。 
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86.7 

79.7 

90.3 

78.6 

86.9 

0.9 

0.1 

0.4 

0.4 

0.6 

0.7 

0.2 

0.2 

0.1 

0.3 

0.7 

0.4 

0.6 

0.6 

0.5 

4.1 

3.0 

3.8 

2.3 

2.7 

7.0 

16.5 

4.6 

17.9 

9.1 

小学５年生(n=460)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,514)

中学２年生(n=476)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,431)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,219)

(%)0 20 40 60 80 100

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

■児童扶養手当 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童扶養手当を利用したことがない理由について、中学２年生を国調査と比較すると、大

きな差はみられない。 

山口県調査は無回答が高いため、回答傾向の比較はしない。 

  



Ⅲ 保護者の調査結果 
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87.7 

81.3 

88.9 

79.8 

85.7 

1.0 

0.7 

1.4 

0.7 

2.0 

0.8 

0.2 

0.2 

0.2 

0.6 

1.4 

1.0 

1.6 

0.8 

1.2 

4.3 

2.0 

4.1 

1.9 

2.2 

4.7 

14.8 

3.7 

16.6 

8.4 

小学５年生(n=489)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,399)

中学２年生(n=487)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,292)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,129)

(%)0 20 40 60 80 100

制度の対象外（収入等の条件を満たさない）だと思うから

利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから

利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから

利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由 無回答

■就学援助 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学援助を利用したことがない理由について、中学２年生を国調査と比較すると、大きな

差はみられない。 

山口県調査は無回答が高いため、回答傾向の比較はしない。 

 



 

 

 

 

 

 



Ⅳ 子どもの調査結果 
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79.1 

41.3 

34.7 

22.4 

2.1 

1.7 

1.6 

4.5 

3.8 

0.6 

75.0 

52.2 

24.7 

18.9 

1.1 

1.0 

2.3 

5.0 

5.2 

0.8 

83.4 

29.9 

45.1 

26.0 

3.0 

2.4 

0.8 

3.9 

2.4 

0.3 

0 20 40 60 80 100

自分で勉強する

家の人に教えてもらう

塾で勉強する

友達と勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

(%)

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

Ⅳ 子どもの調査結果 

１ 学校や勉強のことについて 

子ども票問３ 

あなたは、ふだん学校の授業以外で、どのように勉強をしていますか。（MA） 

※勉強には学校の宿題もふくみます。 

■授業以外での勉強の仕方 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業以外での勉強の仕方について、「自分で勉強する」との回答が 79.1％と最も高く、次い

で「家の人に教えてもらう」（41.3％）、「塾で勉強する」（34.7％）、「友達と勉強する」（22.4％）

などの順となっている。 

小学５年生では、（「家の人に教えてもらう」との回答が 52.2％と全体に比べ高く、「塾で勉

強する」との回答が 24.7％と低いものの、おおむね全体と同様の傾向となっている。 

中学２年生では、（「自分で勉強する」との回答が 83.4％と最も高く、次いで（「塾で勉強する」

（45.1％）、「家の人に教えてもらう」（29.9％）、「友達と勉強する」（26.0％）などの順とな

っている。  
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75.0 

52.2 

24.7 

18.9 

2.3 

1.1 

1.0 

5.0 

5.2 

0.8 

73.5 

49.6 

20.3 

22.5 

1.4 

2.7 

1.0 

7.4 

7.5 

1.9 

83.4 

29.9 

45.1 

26.0 

0.8 

3.0 

2.4 

3.9 

2.4 

0.3 

79.7 

25.9 

46.4 

24.2 

1.1 

2.9 

2.1 

3.5 

5.2 

2.6 

76.7 

24.4 

47.2 

26.5 

0.9 

4.9 

2.7 

4.9 

4.9 

0.7 

0 20 40 60 80 100

自分で勉強する

家の人に教えてもらう

塾で勉強する

友達と勉強する

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

(%)

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=2,715)

■授業以外での勉強の仕方 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「自分で勉強する」との回答は周南市が国

を 6.7 ポイント、「家の人に教えてもらう」との回答は周南市が国を 5.5 ポイント上回ってい

る。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 
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79.1 

41.3 

34.7 

22.4 

2.1 

1.7 

1.6 

4.5 

3.8 

0.6 

77.4 

33.0 

27.0 

23.5 

5.2 

2.6 

2.6 

3.5 

7.0 

0.0 

81.1 

42.7 

26.9 

23.5 

2.3 

0.9 

2.3 

5.3 

4.6 

0.5 

78.8 

42.2 

43.2 

21.3 

1.2 

2.1 

0.9 

4.6 

3.0 

0.9 

0 20 40 60 80 100

自分で勉強する

家の人に教えてもらう

塾で勉強する

友達と勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

(%)

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満

(n=115)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

■授業以外での勉強の仕方 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「家の人に教えてもらう」との回答は中央値の２分の１未

満の世帯で 33.0％と他の世帯に比べ低く、「塾で勉強する」との回答は中央値の２分の１未満

の世帯で 27.0％と中央値以上の世帯に比べ低くなっている。 
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79.1 

41.3 

34.7 

22.4 

2.1 

1.7 

1.6 

4.5 

3.8 

0.6 

74.5 

28.3 

29.2 

26.4 

6.6 

3.8 

1.9 

3.8 

7.5 

0.0 

76.4 

27.6 

26.0 

25.2 

5.7 

3.3 

2.4 

4.1 

7.3 

0.0 

79.6 

43.1 

36.6 

22.3 

1.8 

1.5 

1.5 

4.7 

3.6 

0.7 

0 20 40 60 80 100

自分で勉強する

家の人に教えてもらう

塾で勉強する

友達と勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

(%)

全体(n=1,211)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：

全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

■授業以外での勉強の仕方 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、（「自分で勉強する」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで74.5％、

「家の人に教えてもらう」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 28.3％、ひとり親世帯全

体で 27.6％、「塾で勉強する」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 29.2％、ひとり親世

帯全体で 26.0％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 

 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 
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2.7 

12.1 

1.6 

14.7 

3.9 

9.3 

15.9 

22.3 

15.3 

25.2 

16.4 

19.3 

44.2 

30.4 

49.4 

31.5 

38.7 

29.2 

29.6 

23.3 

25.5 

18.7 

33.8 

28.0 

5.2 

7.4 

4.4 

4.4 

6.1 

10.6 

2.2 

2.7 

3.2 

2.9 

1.2 

2.5 

0.2 

1.8 

0.5 

2.6 

0.0 

1.0 

a.学校がある日

b.学校がない日

a.学校がある日

b.学校がない日

a.学校がある日

b.学校がない日

(%)0 20 40 60 80 100

全体

(n=1,211)

小学５年生
(n=619)

中学２年生
(n=592)

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 無回答

子ども票問４ 

あなたは、ふだん学校の授業以外に、1日あたりどれくらいの時間、勉強をしますか。（SA） 

※学校の宿題をする時間や、塾などでの勉強時間もふくみます。 

■授業以外の勉強時間 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業以外の勉強時間について、学校がある日は（ 30 分より少ない』（「まったくしない」＋

「30分より少ない」）との回答が 18.6％、（「30 分以上１時間より少ない」との回答が 44.2％、

 １時間以上』（「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」）との回答が 37.0％となっている。学校がない日は 30 分より少ない』との回答

が 34.4％、（「30 分以上１時間より少ない」との回答が 30.4％、（ １時間以上』との回答が 33.4％

となっている。また、「まったくしない」との回答は学校がない日で 12.1％と学校がある日に

比べ高くなっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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1.6 

2.9 

3.9 

6.0 

5.3 

15.3 

18.5 

16.4 

18.2 

15.4 

49.4 

44.5 

38.7 

34.2 

28.5 

25.5 

24.2 

33.8 

28.0 

32.6 

4.4 

5.3 

6.1 

9.2 

12.6 

3.2 

2.7 

1.2 

2.4 

4.8 

0.5 

1.8 

0.0 

1.9 

0.8 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

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 無回答

■学校がある日の授業以外の勉強時間 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校がある日の授業以外の勉強時間について、小学５年生を山口県調査と比較すると、大

きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、（ １時間以上』との回答は周南市が国を 8.9

ポイント下回っている。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 
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2.7 

4.3 

3.4 

1.6 

5.7 

5.7 

2.2 

15.9 

19.1 

16.0 

15.0 

19.8 

19.5 

15.4 

44.2 

43.5 

47.3 

43.0 

46.2 

45.5 

44.4 

29.6 

23.5 

27.2 

32.5 

20.8 

22.0 

30.5 

5.2 

6.1 

3.9 

6.0 

4.7 

4.9 

5.4 

2.2 

3.5 

2.1 

1.8 

2.8 

2.4 

1.9 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.2 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

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 無回答

■学校がある日の授業以外の勉強時間 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（ １時間以上』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

33.1％、中央値の２分の１以上中央値未満の世帯で 33.2％と中央値以上の世帯に比べ低くな

っている。 

世帯の状況別にみると、（ １時間以上』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 28.3％、ひ

とり親世帯全体で 29.3％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 
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14.7 

15.1 

9.3 

10.5 

12.6 

25.2 

27.6 

19.3 

19.5 

15.3 

31.5 

30.9 

29.2 

29.3 

22.6 

18.7 

14.6 

28.0 

22.2 

23.8 

4.4 

3.9 

10.6 

9.4 

14.5 

2.9 

1.5 

2.5 

4.3 

9.5 

2.6 

6.3 

1.0 

4.7 

1.8 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

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 無回答

■学校がない日の勉強時間 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校がない日の勉強時間について、小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差はみ

られない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、（ １時間以上』との回答は周南市が国を 6.7

ポイント下回っている。 
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12.1 

21.7 

13.0 

9.3 

19.8 

18.7 

10.9 

22.3 

17.4 

24.7 

22.4 

20.8 

19.5 

23.0 

30.4 

30.4 

30.1 

30.9 

34.9 

35.8 

30.2 

23.3 

20.0 

21.2 

24.7 

17.9 

17.9 

23.8 

7.4 

8.7 

6.2 

8.1 

1.9 

4.1 

7.8 

2.7 

0.9 

2.1 

3.2 

2.8 

2.4 

2.5 

1.8 

0.9 

2.7 

1.4 

1.9 

1.6 

1.9 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

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 無回答

■学校がない日の勉強時間 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 １時間以上』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

29.6％、中央値の２分の１以上中央値未満の世帯で 29.5％と中央値以上の世帯に比べ低くな

っている。 

世帯の状況別にみると、 １時間以上』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 22.6％、ひ

とり親世帯全体で 24.4％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 
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11.4 

10.7 

12.2 

17.9 

17.4 

18.4 

32.1 

34.2 

29.9 

14.3 

12.3 

16.4 

11.7 

6.6 

17.1 

11.0 

16.2 

5.6 

1.6 

2.6 

0.5 

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

(%)0 20 40 60 80 100

上のほう やや上のほう まん中あたり

やや下のほう 下のほう わからない 無回答

『上のほう』 『下のほう』 

子ども票問５ 

あなたの成績は、クラスの中でどのくらいだと思いますか。（SA） 

■クラスの中での自分の成績 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラスの中での自分の成績について、 上のほう』（「上のほう」＋「やや上のほう」）との

回答が 29.3％、「まん中あたり」との回答が 32.1％、 下のほう』（「下のほう」＋（「やや下の

ほう」）との回答が 26.0％、「わからない」との回答が 11.0％となっている。 

小学５年生では、（ 下のほう』との回答が 18.9％と低く、（「わからない」との回答が 16.2％

と高くなっている。 

中学２年生では、 下のほう』との回答が 33.5％と高く、「わからない」との回答が 5.6％

と低くなっている。 
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10.7 

10.2 

12.2 

10.0 

13.4 

17.4 

17.9 

18.4 

20.2 

20.8 

34.2 

35.9 

29.9 

28.7 

27.8 

12.3 

12.4 

16.4 

16.5 

15.7 

6.6 

9.6 

17.1 

19.6 

17.3 

16.2 

12.7 

5.6 

3.7 

4.8 

2.6 

1.3 

0.5 

1.4 

0.2 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

上のほう やや上のほう まん中あたり

やや下のほう 下のほう わからない 無回答

『上のほう』 『下のほう』 

■クラスの中での自分の成績 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 
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11.4 

7.8 

8.9 

14.1 

6.6 

7.3 

12.3 

17.9 

10.4 

16.9 

20.6 

7.5 

8.1 

19.2 

32.1 

31.3 

32.0 

32.6 

37.7 

37.4 

31.7 

14.3 

13.9 

17.1 

12.7 

14.2 

12.2 

14.6 

11.7 

21.7 

12.1 

8.6 

24.5 

23.6 

9.8 

11.0 

12.2 

10.7 

10.2 

6.6 

8.9 

10.8 

1.6 

2.6 

2.3 

1.1 

2.8 

2.4 

1.6 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

上のほう やや上のほう まん中あたり

やや下のほう 下のほう わからない 無回答

『上のほう』 『下のほう』 

■クラスの中での自分の成績 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 上のほう』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

18.2％と他の世帯に比べ低く、（ 下のほう』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 35.6％

と他の世帯に比べ高くなっており、等価世帯収入の水準が高いほどクラスの中での自分の成

績を「上のほう」と考えている割合が高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（ 上のほう』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 14.1％、ひと

り親世帯全体で 15.4％とふたり親世帯に比べ低く、「まん中あたり」との回答はひとり親世帯

母子世帯のみで 37.7％、ひとり親世帯全体で 37.4％、 下のほう』との回答はひとり親世帯

母子世帯のみで 38.7％、ひとり親世帯全体で 35.8％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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14.4 

16.5 

12.2 

41.9 

45.6 

38.2 

35.0 

30.7 

39.5 

5.4 

4.0 

6.8 

1.7 

1.0 

2.5 

1.6 

2.3 

0.8 

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

(%)0 20 40 60 80 100

いつもわかる だいたいわかる 教科によってはわからないことがある

わからないことが多い ほとんどわからない 無回答

『わかる』 『わからない』 

子ども票問６ 

あなたは、学校の授業の内容がわからないことがありますか。（SA） 

■授業の理解状況 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の理解状況について、 わかる』（「いつもわかる」＋「だいたいわかる」）との回答が

56.3％、「教科によってはわからないことがある」との回答が 35.0％、 わからない』（「ほと

んどわからない」＋「わからないことが多い」）との回答が 7.1％となっている。 

小学５年生では、（ わかる』との回答が 62.1％と全体に比べ高いものの、おおむね全体と同

様の傾向となっている。 

中学２年生では、（ わかる』との回答が 50.4％と全体に比べ低いものの、おおむね全体と同

様の傾向となっている。 

  



 

138 

 

16.5 

22.2 

12.2 

13.9 

10.1 

45.6 

47.1 

38.2 

40.8 

34.3 

30.7 

25.4 

39.5 

37.7 

44.0 

4.0 

3.7 

6.8 

4.7 

8.6 

1.0 

0.7 

2.5 

1.8 

2.8 

2.3 

0.9 

0.8 

1.0 

0.2 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

いつもわかる だいたいわかる 教科によってはわからないことがある

わからないことが多い ほとんどわからない 無回答

『わかる』 『わからない』 

■授業の理解状況 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、 わかる』との回答は周南市が県を 7.2 ポイント下

回っており、「教科によってはわからないことがある」との回答は周南市が県を 5.3 ポイント

上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、 わかる』との回答は周南市が国を 6.0 ポ

イント上回っている。 
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14.4 

8.7 

11.6 

16.8 

4.7 

4.9 

15.1 

41.9 

32.2 

41.1 

45.1 

31.1 

32.5 

43.3 

35.0 

43.5 

36.5 

32.5 

49.1 

48.0 

33.9 

5.4 

8.7 

6.4 

3.4 

7.5 

6.5 

4.8 

1.7 

4.3 

2.1 

1.2 

4.7 

4.9 

1.5 

1.6 

2.6 

2.3 

1.1 

2.8 

3.3 

1.5 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

いつもわかる だいたいわかる 教科によってはわからないことがある

わからないことが多い ほとんどわからない 無回答

『わかる』 『わからない』 

■授業の理解状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 わかる』との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

40.9％と他の世帯に比べ低く、「教科によってはわからないことがある」との回答は中央値の

２分の１未満の世帯で 43.5％と他の世帯に比べ高く、 わからない』との回答は中央値の２分

の１未満の世帯で 13.0％と中央値以上の世帯に比べ高くなっている。等価世帯収入の水準が

低いほど授業の内容が「わからない」と考えている割合が高くなっている。 

世帯の状況別にみると、 わかる』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 35.8％、ひとり

親世帯全体で 37.4％とふたり親世帯に比べ低く、「教科によってはわからないことがある」と

の回答はひとり親世帯母子世帯のみで 49.1％、ひとり親世帯全体で 48.0％、 わからない』

との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 12.2％、ひとり親世帯全体で 11.4％とふたり親世帯

に比べ高くなっている。 
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8.6 19.5 33.0 38.5 0.5 

(%)0 20 40 60 80 100

小学５年生(n=221)

１・２年生のころ ３年生のころ ４年生のころ

５年生になってから 無回答

2.1 

6.9 23.5 49.5 17.0 1.0 

(%)0 20 40 60 80 100

中学２年生(n=289)

小学１・２年生のころ 小学３・４年生のころ 小学５・６年生のころ

中学１年生のころ 中学２年生になってから 無回答

問６で「３～５」と答えた人にお聞きします。 

子ども票問７ 

いつごろから、授業の内容でわからないことがあるようになりましたか。（SA） 

■授業がわからなくなった時期 

【小学５年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学２年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業がわからなくなった時大について、小学５年生では（ １・２・３年生のころ』（「１・２

年生のころ」＋「３年生のころ」）との回答が 28.1％、「４年生のころ」との回答が 33.0％、

「５年生のころ」との回答が 38.5％となっている。 

中学２年生では（ 小学生のころ』（「小学１・２年生のころ」＋「小学３（・４年生のころ」＋

「小学５（・６年生のころ」）との回答が 32.5％、（「中学１年生のころ」との回答が 49.5％、（「中

学２年生になってから」との回答が 17.0％となっている。  
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8.6 

7.5 

19.5 

18.7 

33.0 

37.1 

38.5 

34.4 

0.5 

2.4 

小学５年生(n=221)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=588)

(%)0 20 40 60 80 100

１・２年生のころ ３年生のころ ４年生のころ

５年生になってから 無回答

2.1 

2.1 

3.0 

6.9 

4.4 

6.8 

23.5 

18.2 

17.8 

49.5 

52.2 

50.5 

17.0 

22.0 

21.7 

1.0 

1.1 

0.2 

中学２年生(n=289)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=820)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=1,504)

(%)0 20 40 60 80 100

小学１・２年生のころ 小学３・４年生のころ 小学５・６年生のころ

中学１年生のころ 中学２年生になってから 無回答

■授業がわからなくなった時期 

【山口県調査と比較（小学５年生）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【山口県調査・国調査と比較（中学２年生）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、（ 小学生のころ』との回答は周南市が県を

7.8 ポイント上回っている。 
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8.6 

14.3 

9.8 

5.7 

5.3 

8.7 

8.4 

19.5 

17.9 

23.2 

17.0 

26.3 

21.7 

20.1 

33.0 

28.6 

31.7 

33.0 

36.8 

39.1 

30.2 

38.5 

39.3 

35.4 

43.2 

31.6 

30.4 

40.8 

0.5 

0.0 

0.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.6 

全体(n=221)

中央値の２分の１未満
(n=28)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=82)

中央値以上(n=88)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=19)

ひとり親世帯：
全体(n=23)

ふたり親世帯(n=179)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

１・２年生のころ ３年生のころ ４年生のころ

５年生になってから 無回答

■授業がわからなくなった時期 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別（小学５年生）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を等価世帯収入の水準別にみると、（ １・２・３年生のころ』との回答は中央値

の２分の１未満の世帯で 32.2％、中央値の２分の１以上中央値未満の世帯で 33.0％と中央値

以上の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「４年生のころ」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 36.8％、

ひとり親世帯全体で 39.1％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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2.1 

0.0 

1.7 

3.3 

0.0 

0.0 

2.6 

6.9 

13.5 

3.5 

8.2 

6.5 

6.0 

7.3 

23.5 

35.1 

25.2 

19.7 

32.6 

32.0 

21.9 

49.5 

37.8 

53.0 

50.0 

43.5 

44.0 

50.6 

17.0 

13.5 

15.7 

17.2 

17.4 

18.0 

16.3 

1.0 

0.0 

0.9 

1.6 

0.0 

0.0 

1.3 

全体(n=289)

中央値の２分の１未満
(n=37)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=115)

中央値以上(n=122)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=46)

ひとり親世帯：
全体(n=50)

ふたり親世帯(n=233)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

小学１・２年生のころ 小学３・４年生のころ 小学５・６年生のころ

中学１年生のころ 中学２年生になってから 無回答

■授業がわからなくなった時期 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別（中学２年生）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生を等価世帯収入の水準別にみると、（ 小学生のころ』との回答は中央値の２分の

１未満の世帯で 48.6％と他の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（ 小学生のころ』との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 39.1％、

ひとり親世帯全体で 38.0％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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1.1 

1.8 

0.3 

19.2 

18.9 

19.6 

18.1 

17.3 

18.9 

30.7 

27.6 

34.0 

28.1 

30.9 

25.2 

2.8 

3.6 

2.0 

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

(%)0 20 40 60 80 100

中学校まで 高等学校まで

短期大学・５年制の高等専門学校・専門学校まで

大学またはそれ以上 まだわからない 無回答

子ども票問８ 

あなたは、将来、どの学校まで進学したいですか。（SA） 

■希望する最終学歴 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する最終学歴について、（「高等学校まで」との回答が 19.2％、「短大大学・５年制の高

等専門学校・専門学校まで」との回答が 18.1％、「大学またはそれ以上」との回答が 30.7％

となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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1.8 

1.6 

0.3 

0.1 

0.3 

18.9 

22.8 

19.6 

22.3 

14.8 

17.3 

19.2 

18.9 

21.7 

16.3 

27.6 

24.6 

34.0 

29.7 

49.7 

0.7 

0.5 

30.9 

29.1 

25.2 

23.3 

18.2 

3.6 

2.0 

2.0 

2.4 

0.7 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)
0 20 40 60 80 100

中学校まで 高等学校まで

短期大学・５年制の高等専門学校・専門学校まで

大学またはそれ以上 まだわからない 無回答その他※

※周南市調査・国調査にはない選択肢

■希望する最終学歴 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「大学またはそれ以上」との回答は周南市

が国を 15.7 ポイント下回っている。 
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1.1 

2.6 

0.7 

0.5 

3.8 

3.3 

0.6 

19.2 

26.1 

21.9 

15.2 

28.3 

27.6 

18.4 

18.1 

17.4 

18.7 

17.3 

21.7 

21.1 

17.4 

30.7 

22.6 

24.0 

39.7 

22.6 

23.6 

32.5 

28.1 

26.1 

31.1 

25.4 

18.9 

20.3 

28.3 

2.8 

5.2 

3.7 

1.9 

4.7 

4.1 

2.7 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

中学校まで 高等学校まで

短期大学・５年制の高等専門学校・専門学校まで

大学またはそれ以上 まだわからない 無回答

■希望する最終学歴 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「高等学校まで」との回答は中央値の２分の１未満の世帯

で 26.1％と中央値以上の世帯に比べ高く、「大学またはそれ以上」との回答は中央値の２分の

１未満の世帯で 22.6％と中央値以上の世帯に比べ低くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「高等学校まで」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 28.3％、

ひとり親世帯全体で 27.6％とふたり親世帯に比べ高く、「大学またはそれ以上」との回答はひ

とり親世帯母子世帯のみで 22.6％、ひとり親世帯全体で 23.6％とふたり親世帯に比べ低くな

っている。 
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15.8 
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3.9 
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1.7 

8.6 

17.2 

1.0 

56.1 

14.6 

17.6 

8.6 

6.0 

3.5 

3.5 

5.8 

16.9 

0.2 

0 20 40 60 80

希望する学校や職業があるから

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

早く働く必要があるから

家にお金がないと思うから

まわりの先輩や友達がそうしているから

その他

特に理由はない

無回答

(%)

全体(n=837)

小学５年生(n=406)

中学２年生(n=431)

問８で「１～４」と答えた人にお聞きします。 

子ども票問９ 

その理由を答えてください。（MA） 

■最終学歴の希望理由 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終学歴の希望理由について、「希望する学校や職業があるから」との回答が 57.6％と最も

高く、次いで「自分の成績から考えて」（15.2％）、「親がそう言っているから」（14.5％）など

の順となっている。また、「特に理由はない」との回答も 17.1％と高くなっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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17.2 
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49.8 

13.3 
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5.9 

5.0 
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22.9 

1.4 

56.1 

14.6 

17.6 

8.6 

6.0 

3.5 

3.5 

5.8 

16.9 

0.2 

55.8 

23.1 

18.1 

7.3 

3.2 

2.2 

4.2 

4.7 

18.2 

1.5 

53.9 

18.9 

18.5 

5.9 

4.1 

3.3 

5.7 

8.9 

17.0 

1.3 

0 20 40 60 80

希望する学校や職業があるから

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

早く働く必要があるから

家にお金がないと思うから

まわりの先輩や友達がそうしているから

その他

特に理由はない

無回答

(%)

小学５年生(n=406)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=1,363)

中学２年生(n=431)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=1,377)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=2,200)

■最終学歴の希望理由 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「希望する学校や職業があるから」との回答は周南

市が県を 9.3 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「自分の成績から考えて」との回答は周南

市が県を 8.5 ポイント下回っている。 
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0.0 

54.5 

13.6 

12.9 
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6.6 

3.1 
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7.3 

18.2 

0.3 

61.2 

15.3 

16.3 

8.0 

4.6 

1.9 

2.9 

7.3 

16.7 

0.5 

0 20 40 60 80

希望する学校や職業があるから

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

早く働く必要があるから

家にお金がないと思うから

まわりの先輩や友達がそうしているから

その他

特に理由はない

無回答

(%)

全体(n=837)

中央値の２分の１未満

(n=79)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=286)

中央値以上(n=412)

■最終学歴の希望理由 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「希望する学校や職業があるから」との回答は中央値の２

分の１未満の世帯で 50.6％と中央値以上の世帯に比べ低く、「家にお金がないと思うから」と

の回答は中央値の２分の１未満の世帯で 7.6％と中央値以上の世帯に比べ高くなっている。 
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14.3 

15.0 
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8.1 

17.1 

0.6 

0 20 40 60 80

希望する学校や職業があるから

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

早く働く必要があるから

家にお金がないと思うから

まわりの先輩や友達がそうしているから

その他

特に理由はない

無回答

(%)

全体(n=837)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=81)

ひとり親世帯：

全体(n=93)

ふたり親世帯(n=708)

■最終学歴の希望理由 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、（「希望する学校や職業があるから」との回答はひとり親世帯母子世

帯のみで 48.1％、ひとり親世帯全体で 47.3％とふたり親世帯に比べ低く、「自分の成績から

考えて」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 23.5％、ひとり親世帯全体で 21.5％、「家

にお金がないと思うから」との回答はひとり親世帯全体で 7.5％とふたり親世帯に比べ高く

なっている。 
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(%)

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

※小学生票では「学校（児童クラブ・放課後子供教室）」

※

２ 放課後・休日の過ごし方について 

子ども票問 10 

あなたは、平日の放課後（夕方６時くらいまで）はどこで過ごしていますか。１週間のうち、一番

多く過ごす場所を１つ答えてください。（SA） 

■平日の放課後によく過ごす場所 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日の放課後によく過ごす場所について、「自分の家」との回答が 57.6％と最も高く、次い

で「学校（児童クラブ・部活動）」（18.2％）、「公園」（5.7％）、「スポーツ少年団やクラブチー

ム」（5.1％）などの順となっている。 

小学５年生では、（「自分の家」との回答が 62.7％と最も高く、次いで「公園」（10.8％）、「ス

ポーツ少年団やクラブチーム」（5.8％）、「塾・習いごと」（5.5％）などの順となっている。 

中学２年生では、（「自分の家」との回答が 52.2％と最も高く、次いで「学校（児童クラブ・

部活動）」（34.0％）などの順となっている。 
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※小学生票では「学校（児童クラブ・放課後子供教室）」
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※

■平日の放課後によく過ごす場所 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「自分の家」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

55.7％と中央値の２分の１以上中央値未満の世帯に比べ低くなっている。 

 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、「自分の家」との回答はすべての世帯で 55.0％以上となっており、

世帯の状況による大きな差はみられない。  
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全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

(%)0 20 40 60 80 100

子ども票問 11 

あなたは、スポーツ少年団やクラブチーム、吹奏楽などの文化活動、学校の部活動などに参加して

いますか。（SA） 

■クラブチーム・部活動等への参加状況 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブチーム・部活動等への参加状況について、「参加している」との回答が 69.8％、（「参

加していない」との回答が 29.0％となっている。 

小学５年生では、（「参加している」との回答が 49.6％、（「参加していない」との回答が 48.5％

となっている。 

中学２年生では、（「参加している」との回答が 90.9％、（「参加していない」との回答が 8.6％

となっている。 
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■クラブチーム・部活動等への参加状況 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「参加している」との回答は周南市が県を 9.4 ポイ

ント下回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「参加している」との回答は周南市が国を

5.8 ポイント上回っている。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 

 

155 

 

69.8 

66.1 

67.1 

73.0 

68.9 

65.0 

70.9 

29.0 

31.3 

31.1 

26.3 

28.3 

32.5 

27.9 

1.2 

2.6 

1.8 

0.7 

2.8 

2.4 

1.2 

参加している 参加していない 無回答

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

■クラブチーム・部活動等への参加状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「参加している」との回答は中央値の２分の１未満の世帯

で 66.1％と中央値以上の世帯に比べ低くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「参加している」との回答はひとり親世帯全体で 65.0％とふたり親

世帯に比べ低くなっている。 
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46.2 

24.5 

10.0 

9.7 

9.4 

8.5 

22.5 

0.3 

46.3 

25.7 

10.0 

9.3 

10.7 

8.7 

20.0 

0.3 

45.1 

17.6 

9.8 

11.8 

2.0 

7.8 

37.3 

0.0 

0 10 20 30 40 50

入りたい部活動・クラブなどがないから※

塾や習いごとが忙しいから

一緒に入る友達がいないから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話・家事など）があるから

送迎などの行く手段がないから

その他

無回答

(%)

全体(n=351)

小学５年生(n=300)

中学２年生(n=51)

※小学生票では「参加したい活動・クラブなどがないから」

問 11 で「２ 参加していない」と答えた人にお聞きします。 

子ども票問 12 

参加していない理由は何ですか。（MA） 

■クラブチーム・部活動等へ参加していない理由 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブチーム・部活動等へ参加していない理由について、「入りたい部活動・クラブなどが

ないから」との回答が 46.2％と最も高く、次いで「塾や習いごとが忙しいから」（24.5％）、

「一緒に入る友達がいないから」（10.0％）などの順となっている。 

小学５年生では、全体と同様の傾向となっている。 

中学２年生では、（「塾や習いごとが忙しいから」との回答が 17.6％、「家の事情（家族の世

話・家事など）があるから」との回答が 2.0％と全体に比べ低いものの、おおむね全体と同様

の傾向となっている。 
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46.3 

25.7 

10.7 

10.0 

9.3 

8.7 

20.0 

0.3 

39.2 

21.5 

11.6 

11.5 

7.9 

30.0 

2.0 

45.1 

17.6 

2.0 

9.8 

11.8 

7.8 

37.3 

0.0 

45.3 

12.6 

8.8 

11.4 

10.4 

32.4 

3.2 

41.2 

14.9 

4.0 

6.8 

9.3 

39.6 

2.3 

0 10 20 30 40 50

入りたい部活動・クラブなどがないから※１

塾や習いごとが忙しいから

家の事情(家族の世話・家事など)があるから

一緒に入る友達がいないから

費用がかかるから

送迎などの行く手段がないから※２

その他

無回答

(%)

小学５年生(n=300)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=761)

中学２年生(n=51)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=204)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=396)

※１ 小学生票では「参加したい活動・クラブなどがないから」

山口県調査・国調査では「入りたいクラブ・部活動がないから」

※２ 山口県調査・国調査にはない選択肢

■クラブチーム・部活動等へ参加していない理由 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「入りたい部活動・クラブなどがないから」との回

答は周南市が県を 7.1 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「塾や習いごとが忙しいから」との回答は

周南市が県を 5.0 ポイント上回っており、「家の事情（家族の世話・家事など）があるから」

との回答は周南市が県を 6.8 ポイント下回っている。 
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46.2 

24.5 

10.0 

9.7 

9.4 

8.5 

22.5 

0.3 

44.4 

13.9 

5.6 

16.7 

16.7 

16.7 

22.2 

0.0 

47.1 

18.4 

10.3 

8.1 

8.8 

7.4 

25.7 

0.7 

45.0 

32.9 

10.7 

10.1 

8.1 

6.7 

20.8 

0.0 

0 10 20 30 40 50

入りたい部活動・クラブなどがないから※

塾や習いごとが忙しいから

一緒に入る友達がいないから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話・家事など）があるから

送迎などの行く手段がないから

その他

無回答

(%)

全体(n=351)

中央値の２分の１未満

(n=36)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=136)

中央値以上(n=149)

※小学生票では「参加したい活動・クラブなどがないから」

■クラブチーム・部活動等へ参加していない理由 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「塾や習いごとが忙しいから」との回答は中央値の２分の

１未満の世帯で 13.9％、「一緒に入る友達がいないから」との回答は中央値の２分の１未満の

世帯で 5.6％と中央値以上の世帯に比べ低く、「費用がかかるから」、「家の事情（家族の世話・

家事など）があるから」、「送迎などの行く手段がないから」との回答は中央値の２分の１未

満の世帯でいずれも 16.7％と他の世帯に比べ高くなっている。 
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46.2 

24.5 

10.0 

9.7 

9.4 

8.5 

22.5 

0.3 

43.3 

3.3 

6.7 

23.3 

10.0 

23.3 

30.0 

3.3 

47.5 

5.0 

7.5 

17.5 

10.0 

20.0 

27.5 

2.5 

46.0 

27.2 

10.8 

9.1 

8.4 

7.0 

22.3 

0.0 

0 10 20 30 40 50

入りたい部活動・クラブなどがないから※

塾や習いごとが忙しいから

一緒に入る友達がいないから

費用がかかるから

家の事情（家族の世話・家事など）があるから

送迎などの行く手段がないから

その他

無回答

(%)

全体(n=351)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=30)

ひとり親世帯：

全体(n=40)

ふたり親世帯(n=287)

※小学生票では「参加したい活動・クラブなどがないから」

■クラブチーム・部活動等へ参加していない理由 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、（「塾や習いごとが忙しいから」との回答はひとり親世帯母子世帯の

みで 3.3％、ひとり親世帯全体で 5.0％とふたり親世帯に比べ低く、「費用がかかるから」と

の回答はひとり親世帯母子世帯のみで 23.3％、ひとり親世帯全体で 17.5％、「送迎などの行

く手段がないから」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 23.3％、ひとり親世帯全体で

20.0％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 

 

  



 

160 

 

91.0 

48.8 

18.2 

14.4 

10.0 

8.3 

3.1 

92.7 

34.2 

1.5 

15.2 

6.5 

9.9 

4.5 

89.2 

64.0 

35.8 

13.5 

13.7 

6.8 

1.5 

0 20 40 60 80 100

家族（祖父母、親せきなどもふくむ）

学校の友達

児童クラブ、部活動、その他の施設の先生※

学校以外の友達

一人でいる

その他の大人（近所の大人、
塾や習いごとの先生など）

無回答

(%)

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

※小学生票では「児童クラブ、その他の施設の先生」

子ども票問 13 

あなたは、休日はだれと過ごしますか。（MA） 

■休日に一緒に過ごす人 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日に一緒に過ごす人について、「家族（祖父母、親せきなどもふくむ）」との回答が 91.0％

と最も高く、次いで「学校の友達」（48.8％）、「児童クラブ、部活動、その他の施設の先生」

（18.2％）などの順となっている。 

小学５年生では、「家族（祖父母、親せきなどもふくむ）」との回答が 92.7％と最も高く、

次いで「学校の友達」（34.2％）、「学校以外の友達」（15.2％）などの順となっている。 

中学２年生では、（「学校の友達」との回答が 64.0％、「児童クラブ、部活動、その他の施設

の先生」との回答が 35.8％と全体に比べ高いものの、おおむね全体と同様の傾向となってい

る。 
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91.0 

48.8 

18.2 

14.4 

10.0 

8.3 

3.1 

88.7 

47.0 

19.1 

19.1 

10.4 

6.1 

3.5 

91.3 

46.6 

16.4 

12.8 

8.9 

6.8 

3.4 

91.0 

52.2 

20.6 

13.8 

9.7 

10.1 

2.8 

0 20 40 60 80 100

家族（祖父母、親せきなどもふくむ）

学校の友達

児童クラブ、部活動、その他の施設の先生※

学校以外の友達

一人でいる

その他の大人（近所の大人、
塾や習いごとの先生など）

無回答

(%)

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満

(n=115)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

※小学生票では「児童クラブ、その他の施設の先生」

■休日に一緒に過ごす人 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「学校の友達」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

47.0％と中央値以上の世帯に比べ低く、「学校以外の友達」との回答は中央値の２分の１未満

の世帯で 19.1％と他の世帯に比べ高くなっている。 
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91.0 

48.8 

18.2 

14.4 

10.0 

8.3 

3.1 

89.6 

57.5 

20.8 

17.0 

14.2 

8.5 

3.8 

89.4 

56.9 

20.3 

17.1 

14.6 

8.1 

3.3 

91.1 

48.6 

18.8 

13.7 

9.4 

8.5 

3.2 

0 20 40 60 80 100

家族（祖父母、親せきなどもふくむ）

学校の友達

児童クラブ、部活動、その他の施設の先生※

学校以外の友達

一人でいる

その他の大人（近所の大人、
塾や習いごとの先生など）

無回答

(%)

全体(n=1,211)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：

全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

※小学生票では「児童クラブ、その他の施設の先生」

■休日に一緒に過ごす人 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、（「学校の友達」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 57.5％、ひ

とり親世帯全体で 56.9％、「一人でいる」との回答はひとり親世帯全体で 14.6％とふたり親

世帯に比べ高くなっている。 
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無
回
答

(%)

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

※小学生票では「学校（児童クラブ・放課後子供教室）」

※

子ども票問 14 

あなたは、休日はどこで過ごしますか。一番多く過ごす場所を１つ答えてください。（SA） 

■休日によく過ごす場所 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日によく過ごす場所について、「自分の家」との回答が 75.4％と最も高く、次いで（「スポ

ーツ少年団やクラブチーム」（7.7％）、「ショッピングセンターなどの商業施設」（5.8％）な

どの順となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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(%)

全体(n=1,211)

ひとり親世帯：母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

※小学生票では「学校（児童クラブ・放課後子供教室）」

※
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無
回
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(%) ※小学生票では「学校（児童クラブ・放課後子供教室）」

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満(n=115)

中央値の２分の１以上中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

※

■休日によく過ごす場所 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「自分の家」との回答はすべての世帯で 75.0％前後となっ

ており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、「スポーツ少年団やクラブチーム」との回答はひとり親世帯母子世

帯のみで 2.8％とふたり親世帯に比べ低くなっている。  
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（風呂・シャワー）

a.歯みがき

b.入浴
（風呂・シャワー）

a.歯みがき

b.入浴
（風呂・シャワー）

(%)0 20 40 60 80 100

全体

(n=1,211)

小学５年生
(n=619)

中学２年生
(n=592)

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

３ 食事や生活のことについて 

子ども票問 15 

あなたは週にどのくらい歯みがきや入浴（風呂・シャワー）をしていますか。（SA） 

■歯みがきや入浴の頻度 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯みがきや入浴の頻度について、「毎日している」との回答は「a.歯みがき」の項目で90.9％、

「b.入浴」の項目で 95.3％となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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90.9 

88.7 

87.2 

94.5 

87.7 

86.2 

91.7 

5.7 

7.8 

7.5 

3.7 

7.5 

8.9 

5.1 

1.3 

0.0 

2.3 

0.7 

1.9 

2.4 

1.2 

0.8 

1.7 

1.6 

0.2 

1.9 

1.6 

0.8 

1.2 

1.7 

1.4 

0.9 

0.9 

0.8 

1.3 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

■歯みがきの頻度 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯みがきの頻度について、等価世帯収入の水準別にみると、（「毎日している」との回答は中

央値の２分の１未満の世帯で 88.7％と中央値以上の世帯に比べ低くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「毎日している」との回答はひとり親世帯全体で 86.2％とふたり親

世帯に比べ低くなっている。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 
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95.3 

91.3 

94.3 

96.8 

95.3 

93.5 

95.5 

2.5 

6.1 

2.7 

1.8 

3.8 

4.9 

2.2 

0.4 

0.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.8 

0.4 

0.1 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

1.7 

2.6 

1.6 

1.4 

0.9 

0.8 

1.8 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

■入浴の頻度 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入浴の頻度について、等価世帯収入の水準別にみると、「毎日している」との回答は中央値

の２分の１未満の世帯で 91.3％と中央値以上の世帯に比べ低くなっている。 

世帯の状況別にみると、「毎日している」との回答はすべての世帯で 95.0％前後となってお

り、世帯の状況による大きな差はみられない。 
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85.3 

96.5 

91.0 

85.0 

94.3 

91.3 

85.6 

98.8 

90.7 

7.6 

1.5 

5.2 

7.4 

1.9 

4.0 

7.8 

1.0 

6.4 

3.1 

0.2 

1.6 

3.1 

0.5 

1.0 

3.2 

0.0 

2.2 

2.6 

0.1 

0.5 

1.9 

0.2 

0.5 

3.4 

0.0 

0.5 

1.3 

1.7 

1.7 

2.6 

3.1 

3.2 

0.0 

0.2 

0.2 

a.朝食

b.夕食

c.長期休暇中の昼食

a.朝食

b.夕食

c.長期休暇中の昼食

a.朝食

b.夕食

c.長期休暇中の昼食

(%)0 20 40 60 80 100

全体

(n=1,211)

小学５年生
(n=619)

中学２年生
(n=592)

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

子ども票問 16 

あなたは週にどのくらい食事をしていますか。（SA） 

■食事の頻度 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事の頻度について、「毎日している」との回答は「a.朝食」の項目で 85.3％、「b.夕食」

の項目で 96.5％、「c.長大休暇中の昼食」の項目で 91.0％となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 

 

169 

 

85.0 

83.1 

85.6 

78.9 

82.0 

7.4 

9.6 

7.8 

11.1 

10.3 

3.1 

2.4 

3.2 

3.7 

2.8 

1.9 

3.6 

3.4 

5.5 

4.6 

2.6 

1.3 

0.0 

0.8 

0.3 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

■朝食をとる頻度 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食をとる頻度について、小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「毎日している」との回答は周南市が県を 6.7

ポイント上回っている。 
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85.3 

85.2 

81.3 

88.9 

72.6 

72.4 

86.9 

7.6 

5.2 

8.4 

6.7 

12.3 

12.2 

6.7 

3.1 

2.6 

5.3 

1.8 

6.6 

7.3 

2.8 

2.6 

5.2 

3.4 

1.8 

7.5 

7.3 

2.2 

1.3 

1.7 

1.6 

0.9 

0.9 

0.8 

1.4 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

■朝食をとる頻度 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「毎日している」との回答はすべての世帯で 80.0％以上とな

っており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、（「毎日している」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 72.6％、ひ

とり親世帯全体で 72.4％とふたり親世帯に比べ低く、「週５～６日」との回答はひとり親世帯母

子世帯のみで 12.3％、ひとり親世帯全体で 12.2％、「週１～２日、ほとんどしていない」との

回答はひとり親世帯母子世帯のみで 7.5％、ひとり親世帯全体で 7.3％とふたり親世帯に比べ高

くなっている。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 
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94.3 

96.1 

98.8 

95.4 

97.9 

1.9 

1.6 

1.0 

2.2 

1.4 

0.5 

0.3 

0.0 

0.6 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

0.4 

0.0 

3.1 

1.9 

0.2 

1.5 

0.4 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

■夕食をとる頻度 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食をとる頻度について、山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差は

みられない。 
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96.5 

96.5 

95.9 

97.7 

96.2 

95.9 

97.0 

1.5 

0.9 

2.1 

0.9 

2.8 

3.3 

1.2 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

2.6 

1.8 

1.2 

0.9 

0.8 

1.7 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

■夕食をとる頻度 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「毎日している」との回答はすべての世帯で 95.0％以上とな

っており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、「毎日している」との回答はすべての世帯で 95.0％以上となってお

り、世帯の状況による大きな差はみられない。 

 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 
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91.3 

89.3 

90.7 

84.4 

89.1 

4.0 

6.6 

6.4 

8.7 

7.1 

1.0 

1.4 

2.2 

3.6 

2.7 

0.5 

0.6 

0.5 

1.4 

0.6 

3.2 

2.1 

0.2 

1.9 

0.5 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

■長期休暇中の昼食をとる頻度 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長大休暇中の昼食をとる頻度について、小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差は

みられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「毎日している」との回答は周南市が県を 6.3

ポイント上回っている。 
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91.0 

89.6 

88.6 

93.7 

86.8 

87.0 

91.7 

5.2 

5.2 

6.2 

4.1 

6.6 

6.5 

5.0 

1.6 

2.6 

2.5 

0.9 

5.7 

5.7 

1.2 

0.5 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

1.7 

2.6 

1.8 

1.4 

0.9 

0.8 

1.8 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

毎日している 週５～６日 週３～４日

週１～２日、ほとんどしていない 無回答

■長期休暇中の昼食をとる頻度 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「毎日している」との回答はすべての世帯で 90.0％前後とな

っており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、「毎日している」との回答はすべての世帯で 85.0％以上となってお

り、世帯の状況による大きな差はみられない。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 
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93.5 

67.3 

8.3 

1.5 

0.1 

1.2 

92.9 

66.9 

4.2 

1.6 

0.0 

2.4 

94.1 

67.7 

12.5 

1.4 

0.2 

0.0 

0 20 40 60 80 100

親

兄弟姉妹、祖父母など

一人で食べる

家族以外の人

夕食は食べない

無回答

(%)

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

子ども票問 17 

あなたは、ふだん（月曜日～金曜日）、だれと夕食を食べていますか。（MA） 

■平日に夕食を一緒に食べる人 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日に夕食を一緒に食べる人について、「親」との回答が 93.5％と最も高く、次いで「兄弟姉

妹、祖父母など」（67.3％）、「一人で食べる」（8.3％）などの順となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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93.5 

67.3 

8.3 

1.5 

0.1 

1.2 

89.6 

68.7 

9.6 

1.7 

0.0 

1.7 

93.6 

65.5 

7.8 

2.1 

0.2 

1.4 

94.2 

68.8 

8.6 

0.9 

0.0 

0.9 

0 20 40 60 80 100

親

兄弟姉妹、祖父母など

一人で食べる

家族以外の人

夕食は食べない

無回答

(%)

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満

(n=115)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

■平日に夕食を一緒に食べる人 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「親」との回答はすべての世帯で 85.0％以上、「兄弟姉妹、

祖父母など」との回答はすべての世帯で 65.0％以上となっており、等価世帯収入の水準による

大きな差はみられない。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 
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93.5 

67.3 

8.3 

1.5 

0.1 

1.2 

91.5 

56.6 

12.3 

1.9 

0.0 

0.9 

91.1 

56.9 

10.6 

1.6 

0.0 

0.8 

93.9 

68.7 

8.1 

1.4 

0.1 

1.3 

0 20 40 60 80 100

親

兄弟姉妹、祖父母など

一人で食べる

家族以外の人

夕食は食べない

無回答

(%)

全体(n=1,211)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：

全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

■平日に夕食を一緒に食べる人 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、（「兄弟姉妹、祖父母など」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで

56.6％、ひとり親世帯全体で 56.9％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 
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36.5 

36.8 

36.1 

45.6 

41.8 

49.5 

10.9 

11.6 

10.1 

5.8 

7.4 

4.1 

1.2 

2.3 

0.2 

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

(%)0 20 40 60 80 100

そうである どちらかといえばそうである

どちらかといえばそうではない そうではない 無回答

『そうである』 『そうではない』 

子ども票問 18 

あなたは、ふだん（月曜日～金曜日）、ほぼ同じ時間に寝ていますか。（SA） 

■平日に同じ時間に就寝しているか 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日に同じ時間に就寝しているかについて、（ そうである』（（「そうである」＋（「どちらかとい

えばそうである」）との回答が 82.1％、（ そうではない』（（「そうではない」＋（「どちらかといえ

ばそうではない」）との回答が 16.7％となっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 

 

 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 
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36.8 

32.2 

36.1 

34.3 

33.9 

41.8 

44.8 

49.5 

46.8 

48.2 

11.6 

15.0 

10.1 

11.4 

12.4 

7.4 

7.1 

4.1 

6.9 

4.9 

2.3 

1.0 

0.2 

0.6 

0.6 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

そうである どちらかといえばそうである

どちらかといえばそうではない そうではない 無回答

『そうである』 『そうではない』 

■平日に同じ時間に就寝しているか 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県調査・国調査と比較すると、いずれの学年でも大きな差はみられない。 
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36.5 

37.4 

37.9 

34.7 

30.2 

33.3 

36.4 

45.6 

42.6 

45.0 

48.5 

48.1 

46.3 

46.2 

10.9 

10.4 

9.8 

11.1 

13.2 

12.2 

10.6 

5.8 

7.8 

5.7 

4.9 

7.5 

7.3 

5.6 

1.2 

1.7 

1.6 

0.7 

0.9 

0.8 

1.3 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

そうである どちらかといえばそうである

どちらかといえばそうではない そうではない 無回答

『そうである』 『そうではない』 

■平日に同じ時間に就寝しているか 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、 そうである』との回答はすべての世帯で 80.0％以上となっ

ており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、（ そうである』との回答はすべての世帯で 80.0％前後となっており、

世帯の状況による大きな差はみられない。 
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77.9 

62.1 

37.2 

26.0 

17.6 

11.0 

9.8 

5.0 

2.0 

6.1 

1.2 

81.6 

55.9 

41.2 

27.5 

19.5 

10.3 

10.3 

4.7 

1.0 

5.5 

2.3 

74.0 

68.6 

33.1 

24.5 

15.5 

11.7 

9.3 

5.2 

3.0 

6.8 

0.2 

0 20 40 60 80 100

親

学校の友達

学校の先生

兄弟姉妹

祖父母など

学校以外の友達

スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（児童クラブ・塾・
習いごとなどの先生、地域の人など）

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、相談したくない

無回答

(%)

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

４ 相談できる相手について 

子ども票問 19 

あなたに困っていることや悩みごとがあるとき、あなたが相談できると思う人はだれですか。（MA） 

■困りごとや悩みの相談相手 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困りごとや悩みの相談相手について、「親」との回答が 77.9％と最も高く、次いで「学校の友

達」（62.1％）、「学校の先生」（37.2％）などの順となっている。 

小学５年生では、（「学校の友達」との回答が 55.9％と全体に比べ低いものの、おおむね全体と

同様の傾向となっている。 

中学２年生では、（「学校の友達」との回答が 68.6％と全体に比べ高いものの、おおむね全体と

同様の傾向となっている。  
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81.6 

55.9 

41.2 

27.5 

19.5 

10.3 

10.3 

4.7 

1.0 

5.5 

2.3 

80.1 

60.0 

39.3 

28.1 

21.9 

14.6 

7.3 

5.2 

3.0 

7.3 

1.6 

74.0 

68.6 

33.1 

24.5 

15.5 

11.7 

9.3 

5.2 

3.0 

6.8 

0.2 

67.1 

69.1 

31.5 

26.0 

16.1 

15.6 

5.7 

5.6 

6.8 

7.8 

1.7 

65.1 

67.3 

23.4 

21.0 

11.6 

13.9 

4.1 

6.8 

5.0 

8.9 

1.0 

0 20 40 60 80 100

親

学校の友達

学校の先生

兄弟姉妹※１

祖父母など

学校以外の友達※２

スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人(児童クラブ・塾・
習いごとなどの先生、地域の人など)※３

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、相談したくない

無回答

(%)

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=2,715)

※１ 山口県調査・国調査では「きょうだい」

※２ 山口県調査・国調査では「学校外の友達」

※３ 山口県調査・国調査では

「その他の大人(塾・習い事の先生、地域の人など)」

■困りごとや悩みの相談相手 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「親」との回答は周南市が県を 6.9 ポイント、

国を 8.9 ポイント、「学校の先生」との回答は周南市が国を 9.7 ポイント、「スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカーなど」との回答は周南市が国を 5.2 ポイント上回っている。 
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77.9 

62.1 

37.2 

26.0 

17.6 

11.0 

9.8 

5.0 

2.0 

6.1 

1.2 

76.5 

60.0 

38.3 

16.5 

20.0 

15.7 

12.2 

7.0 

2.6 

5.2 

1.7 

80.4 

61.4 

36.8 

25.6 

15.8 

9.4 

11.4 

4.6 

2.1 

5.3 

1.6 

77.4 

63.5 

37.0 

27.7 

18.0 

10.6 

9.2 

4.4 

1.8 

6.3 

0.7 

0 20 40 60 80 100

親

学校の友達

学校の先生

兄弟姉妹

祖父母など

学校以外の友達

スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（児童クラブ・塾・
習いごとなどの先生、地域の人など）

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、相談したくない

無回答

(%)

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満

(n=115)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

■困りごとや悩みの相談相手 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「兄弟姉妹」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

16.5％と他の世帯に比べ低く、「学校以外の友達」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で

15.7％と他の世帯に比べ高くなっている。 
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77.9 

62.1 

37.2 

26.0 

17.6 

11.0 

9.8 

5.0 

2.0 

6.1 

1.2 

74.5 

51.9 

30.2 

17.9 

19.8 

12.3 

10.4 

6.6 

4.7 

9.4 

0.9 

74.0 

54.5 

32.5 

17.9 

19.5 

12.2 

10.6 

6.5 

4.9 

8.9 

0.8 

78.4 

62.9 

37.1 

26.5 

16.5 

10.4 

9.8 

4.9 

1.7 

5.6 

1.3 

0 20 40 60 80 100

親

学校の友達

学校の先生

兄弟姉妹

祖父母など

学校以外の友達

スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカーなど

その他の大人（児童クラブ・塾・
習いごとなどの先生、地域の人など）

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、相談したくない

無回答

(%)

全体(n=1,211)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：

全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

■困りごとや悩みの相談相手 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、（「学校の友達」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 51.9％、ひと

り親世帯全体で 54.5％、（「学校の先生」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 30.2％、「兄弟

姉妹」との回答はひとり親世帯母子世帯のみ、ひとり親世帯全体でともに 17.9％とふたり親世

帯に比べ低くなっている。 
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2.6 

2.3 

3.0 

5.6 

5.5 

5.7 

11.8 

12.3 

11.3 

20.0 

15.8 

24.3 

58.1 

61.2 

54.9 

1.8 

2.9 

0.7 

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

(%)0 20 40 60 80 100

０～２点 ３～４点 ５点

６～７点 ８～10点 無回答

５ ふだん考えていることについて 

子ども票問 20 

全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。「０（まったく満足していない）」

から「10（十分に満足している）」の数字で答えてください。（SA） 

■生活の満足度 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活の満足度について、「０～２点」との回答が 2.6％、「３～４点」との回答が 5.6％、「５

点」との回答が 11.8％、「６～７点」との回答が 20.0％、「８～10 点」との回答が 58.1％とな

っている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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2.3 

1.5 

3.0 

2.8 

4.8 

5.5 

5.7 

5.7 

9.2 

10.6 

12.3 

10.3 

11.3 

12.1 

12.9 

15.8 

19.0 

24.3 

23.9 

23.5 

61.2 

61.9 

54.9 

51.1 

47.1 

2.9 

1.5 

0.7 

0.9 

1.1 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

０～２点 ３～４点 ５点

６～７点 ８～10点 無回答

■生活の満足度 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「８～10 点」との回答は周南市が国を 7.8 ポ

イント上回っている。 
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2.6 

2.6 

2.5 

2.8 

2.8 

2.4 

2.7 

5.6 

7.8 

5.0 

5.6 

5.7 

6.5 

5.5 

11.8 

11.3 

13.0 

10.9 

16.0 

14.6 

11.4 

20.0 

16.5 

20.5 

21.5 

21.7 

20.3 

20.6 

58.1 

60.0 

56.2 

58.0 

52.8 

55.3 

57.9 

1.8 

1.7 

2.7 

1.1 

0.9 

0.8 

1.9 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

０～２点 ３～４点 ５点

６～７点 ８～10点 無回答

■生活の満足度 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「８～10 点」との回答はすべての世帯で 55.0％以上となっ

ており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、「８～10 点」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 52.8％とふた

り親世帯に比べ低くなっている。 

 

  



 

188 

 

2.6 

52.1 

61.7 

80.9 

57.4 

8.6 

7.3 

53.4 

14.5 

31.9 

4.0 

76.9 

23.0 

54.6 

50.1 

51.2 

30.2 

26.2 

11.6 

27.6 

55.9 

7.8 

29.1 

56.5 

39.9 

33.1 

15.3 

50.8 

31.5 

29.1 

42.9 

14.4 

8.8 

4.2 

11.3 

32.2 

81.4 

13.9 

25.2 

24.9 

59.6 

4.2 

22.7 

10.2 

17.2 

3.2 

3.3 

3.4 

3.2 

3.7 

3.3 

3.6 

3.6 

3.9 

3.4 

3.3 

3.6 

3.5 

3.7 

3.6 

a.私は、他人に対して親切にするようにしている。
私は、他人の気持ちをよく考える。

b.私は、よく頭やお腹がいたくなったり、
気持ちが悪くなったりする。

c.私は、他の子どもたちと、
食べ物・ゲーム・文房具などを分け合うことが多い。

d.私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも
一人で遊ぶか、人と付き合うことを避ける。

e.私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。

f.私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、
嫌な思いをしているときなど、すすんで助ける。

g.私は、仲の良い友達が少なくとも一人はいる。

h.私は、落ち込んでしずんでいたり、
涙ぐんだりすることがよくある。

i.私は、同じくらいの年齢の子どもからは、
だいたいは好かれている。

j.私は、新しい場面に直面すると不安になり、
自信をなくしやすい。

k.私は、年下の子どもたちに対して
やさしくしている。

l.私は、他の子どもから、
いじめられたり、からかわれたりする。

m.私は、自分からすすんでよくお手伝いをする
（親・先生・他の子どもたちなど）。

n.私は、他の子どもたちより、
大人といる方がうまくいく。

o.私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。

(%)0 20 40 60 80 100

全体(n=1,211)

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答

子ども票問 21 

下のそれぞれの質問について、「１ あてはまらない」、「２ まああてはまる」、「３ あてはまる」のどれ

かから回答してください。あなたのここ半年くらいのことを考えて答えてください。（SA） 

■心理的な状態について 

【全体】 
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※「（g）私は、仲の良い友達が少なくとも一人はいる。」と「（i）私は、同じくらいの年齢の子どもからは、

だいたいは好かれている。」の項目は逆転項目としてスコアを算出した。 

 

  

子どもの心理的な状態に関して、「情緒（不安や抑うつなど）の問題」、「仲間関係の問題」、「向社会

性」を把握するための各５項目を設定し、スコアの算出を行った（「あてはまらない」を０点、「まああ

てはまる」を１点、「あてはまる」を２点とした計 10 点満点。）。 

情緒の問題 
抑うつや不安など情緒の問題を以下の５項目で測定。 

より高い得点がより高い問題行動、すなわち低い社会性を示す。 

（b）私は、よく頭やお腹がいたくなったり、気持ちが悪くなったりする。 

（e）私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。 

（h）私は、落ち込んでしずんでいたり、涙ぐんだりすることがよくある。 

（j）私は、新しい場面に直面すると不安になり、自信をなくしやすい。 

（o）私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。 

仲間関係 

の問題 

友人からの孤立や不人気などの友人関係の問題を以下の５項目で測定。 

より高い得点がより高い問題行動、すなわち低い社会性を示す。 

（d）私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避ける。 

（g）私は、仲の良い友達が少なくとも一人はいる。 

（i）私は、同じくらいの年齢の子どもからは、だいたいは好かれている。 

（l）私は、他の子どもから、いじめられたり、からかわれたりする。 

（n）私は、他の子どもたちより、大人といる方がうまくいく。 

向社会性 
協調性や共感性などの向社会的行動傾向を以下の５項目で測定。 

より高い得点がより高い社会性を示す。 

（a）私は、他人に対して親切にするようにしている。私は、他人の気持ちをよく考える。 

（c）私は、他の子どもたちと、食べ物・ゲーム・文房具などを分け合うことが多い。 

（f）私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすんで 

助ける。 

（k）私は、年下の子どもたちに対してやさしくしている。 

（m）私は、自分からすすんでよくお手伝いをする（親・先生・他の子どもたちなど）。 
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3.31 

2.32 

5.77 

3.28 

1.90 

5.60 

0

5

10

(点)

小学５年生 中学２年生

情緒の問題

小学５年生（n=579）
中学２年生（n=579）

仲間関係の問題

小学５年生（n=578）
中学２年生（n=578）

向社会性

小学５年生（n=584）
中学２年生（n=582）

3.30 

2.11 

5.69 

0

5

10

情緒の問題

全体（n=1,158）

仲間関係の問題

全体（n=1,156）

向社会性

全体（n=1,166）

(点)

■スコアの平均点 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「情緒の問題」の平均値は 3.30、「仲間関係の問題」の平均値は 2.11、「向社会性」の平均値

は 5.69 となっている。 

 

■スコアの平均点 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「情緒の問題」の平均値は小学５年生で 3.31、中学２年生で 3.28、「仲間関係の問題」の平

均値は小学５年生で 2.32、中学２年生で 1.90、「向社会性」の平均値は小学５年生で 5.77、中

学２年生で 5.60 となっている。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 

 

191 

 

3.30 

2.11 

5.69 

3.82 
2.21 

5.76 

3.31

2.16

5.75

3.17

2.01

5.58

0

5

10

(点)

情緒の問題

（n=1,158）

（n=113）

（n=414）

（n=544）

仲間関係の問題

（n=1,156）

（n=112）

（n=416）

（n=544）

向社会性

（n=1,166）

（n=114）

（n=419）

（n=546）

全体

中央値の２分の１未満

中央値の２分の１以上中央値未満

中央値以上

全体

中央値の２分の１未満

中央値の２分の１以上中央値未満

中央値以上

3.28 

1.90 

5.60 

3.40 

2.06 

6.05 

0

5

10

(点)

中学２年生 Ｒ２国調査中学２年生

情緒の問題

周南市（n=579）
国（n=2,687）

仲間関係の問題

周南市（n=578）
国（n=2,686）

向社会性

周南市（n=582）
国（n=2,679）

【国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生を国調査と比較すると、すべての項目で周南市が国のスコアを下回っており、（「向

社会性」の平均値は周南市が国を 0.45 下回っている。 

 

■スコアの平均点 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「情緒の問題」の平均値は中央値の２分の１未満の世帯で

3.82、中央値の２分の１以上中央値未満の世帯で 3.31、中央値以上の世帯で 3.17 となってい

る。 

「仲間関係の問題」の平均値は中央値の２分の１未満の世帯で 2.21、中央値の２分の１以上

中央値未満の世帯で 2.16、中央値以上の世帯で 2.01 となっている。 

「向社会性」の平均値は中央値の２分の１未満の世帯で 5.76、中央値の２分の１以上中央値

未満の世帯で 5.75、中央値以上の世帯で 5.58 となっている。 

すべての項目において、等価世帯収入の水準が低いほど、スコアの平均点が高くなっている。  
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3.30 

2.11 

5.69 

3.98 

2.39 

5.67 

3.95

2.40

5.62

3.20

2.05

5.66

0

5

10

(点)

情緒の問題

（n=1,158）

（n=100）

（n=116）

（n=982）

仲間関係の問題

（n=1,156）

（n=102）

（n=119）

（n=980）

向社会性

（n=1,166）

（n=102）

（n=119）

（n=987）

全体

ひとり親世帯：母子世帯のみ

ひとり親世帯：全体

ふたり親世帯

全体

ひとり親世帯：母子世帯のみ

ひとり親世帯：全体

ふたり親世帯

■スコアの平均点 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、「情緒の問題」の平均値はひとり親世帯母子世帯のみで 3.98、ひとり

親世帯全体で 3.95、ふたり親世帯で 3.20 となっている。 

「仲間関係の問題」の平均値はひとり親世帯母子世帯のみで 2.39、ひとり親世帯全体で 2.40、

ふたり親世帯で 2.05 となっている。 

「向社会性」の平均値はひとり親世帯母子世帯のみで 5.67、ひとり親世帯全体で 5.62、ふた

り親世帯で 5.66 となっている。 

「情緒の問題」、「仲間関係の問題」の項目において、ふたり親世帯よりひとり親世帯でスコ

アの平均点が高くなっている。 
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71.5 

71.1 

72.0 

18.5 

17.3 

19.8 

2.4 

1.6 

3.2 

0.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.3 

9.5 

5.1 

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

(%)0 20 40 60 80 100

ひとつもあてはまらない １～２個あてはまる ３～４個あてはまる

５～７個あてはまる すべてあてはまる 無回答

子ども票問 22 

あなたは今までに、以下のようなことがありましたか。あてはまる個数を答えてください。（SA） 

ａ 一緒に住んでいる大人から、あなたの悪口を言われる、けなされる、恥をかかされる、

または、身体を傷つけられる危険を感じるようなふるまいをされることがよくある 

ｂ 一緒に住んでいる大人から、押される、つかまれる、たたかれる、物を投げつけられる

といったことがよくある 

または、けがをするほど強くなぐられたことが一度でもある 

ｃ 家族のだれからも愛されていない、大切にされていない、支えてもらえていないと感じ

たりすることがある 

ｄ 必要な食事や衣服を与えられなかったり、自分を守ってくれる人はだれもいないと感じ

ることがある 

ｅ 両親が、別居または離婚をしたことが一度でもある 

ｆ 一緒に住んでいる家族が、だれかに押されたり、つかまれたり、けられたりしたことが

よくある、または、くり返しなぐられたり、刃物などでおどされたりしたことが一度で

もある 

ｇ 一緒に住んでいる人に、お酒を飲んだり薬物などで自身の生活や人間関係を損なうよう

なふるまいをした人がいる 

ｈ 一緒に住んでいる人に、うつ病やその他の心の病気の人、または自殺しようとした人が

いる 

 

■逆境体験 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逆境体験について、「ひとつもあてはまらない」との回答が 71.5％、「１～２個あてはまる」

との回答が 18.5％などとなっている。 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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72.0 

75.5 

19.8 

18.9 

3.2 

2.3 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

5.1 

2.9 

中学２年生(n=592)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

ひとつもあてはまらない １～２個あてはまる ３～４個あてはまる

５～７個あてはまる すべてあてはまる 無回答

■逆境体験 

【国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生を国調査と比較すると、大きな差はみられない。 
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71.5 

51.3 

68.7 

78.0 

20.8 

22.8 

78.1 

18.5 

38.3 

20.1 

13.6 

65.1 

64.2 

12.6 

2.4 

6.1 

2.5 

1.8 

7.5 

6.5 

1.9 

0.2 

0.0 

0.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.3 

4.3 

8.2 

6.5 

6.6 

6.5 

7.2 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

ひとつもあてはまらない １～２個あてはまる ３～４個あてはまる

５～７個あてはまる すべてあてはまる 無回答

■逆境体験 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「ひとつもあてはまらない」との回答は中央値の２分の１未

満の世帯で 51.3％と他の世帯に比べ低く、「１～２個あてはまる」との回答は中央値の２分の１

未満の世帯で 38.3％と他の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「ひとつもあてはまらない」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで

20.8％、ひとり親世帯全体で 22.8％とふたり親世帯に比べ低く、「１～２個あてはまる」との回

答はひとり親世帯母子世帯のみで 65.1％、ひとり親世帯全体で 64.2％、（「３～４個あてはまる」

との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 7.5％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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16.9 

12.1 

7.8 

2.6 

19.1 

36.8 

41.2 

25.9 

32.0 

21.7 

23.0 

32.6 

28.9 

26.2 

24.9 

35.5 

3.1 

3.2 

3.2 

3.4 

a.平日の夜や休日を
過ごすことができる場所

b.ごはんを無料か安く
食べることができる場所

c.勉強を無料でみてくれる場所

d.何でも相談できる場所

(%)0 20 40 60 80 100

全体(n=1,211)

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

６ 支援場所の利用状況について 

子ども票問 23 

あなたは、下のような場所を利用したことがありますか。 

また、利用したことがない場合、今後利用したいと思いますか。（SA） 

■支援場所の利用状況 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援場所の利用状況について、（「利用したことがある」との回答は「a.平日の夜や休日を過ご

すことができる場所」の項目で 16.9％、「あれば利用したいと思う」との回答は「b.ごはんを無

料か安く食べることができる場所」の項目で 36.8％、（「c.勉強を無料でみてくれる場所」の項目

で 41.2％と高くなっている。 
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17.9 

14.9 

7.3 

2.6 

18.7 

38.8 

41.5 

28.8 

30.0 

19.7 

23.7 

29.6 

28.6 

22.1 

22.6 

34.2 

4.7 

4.5 

4.8 

4.8 

a.平日の夜や休日を
過ごすことができる場所

b.ごはんを無料か安く
食べることができる場所

c.勉強を無料でみてくれる場所

d.何でも相談できる場所

(%)0 20 40 60 80 100

小学５年生(n=619)

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

15.9 

9.1 

8.3 

2.5 

19.4 

34.8 

40.9 

23.0 

34.0 

23.8 

22.1 

35.8 

29.2 

30.4 

27.2 

36.8 

1.5 

1.9 

1.5 

1.9 

a.平日の夜や休日を
過ごすことができる場所

b.ごはんを無料か安く
食べることができる場所

c.勉強を無料でみてくれる場所

d.何でも相談できる場所

(%)0 20 40 60 80 100

中学２年生(n=592)

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

■支援場所の利用状況 

【小学５年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学２年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生、中学２年生いずれの学年でも同様の傾向となっている。 
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17.9 

51.7 

15.9 

65.7 

11.9 

18.7 

8.4 

19.4 

10.4 

16.3 

30.0 

15.1 

34.0 

8.3 

38.6 

28.6 

18.0 

29.2 

11.9 

30.6 

4.7 

6.8 

1.5 

3.7 

2.6 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

■平日の夜や休日を過ごすことができる場所の利用状況 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日の夜や休日を過ごすことができる場所の利用状況について、小学５年生を山口県調査と

比較すると、「利用したことがある」との回答は周南市が県を 33.8 ポイント下回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「利用したことがある」との回答は周南市が

県を 49.8 ポイント下回っている。 
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16.9 

20.0 

14.2 

16.9 

17.0 

17.1 

16.2 

19.1 

20.0 

18.0 

20.1 

23.6 

23.6 

19.0 

32.0 

27.0 

35.4 

31.9 

30.2 

30.1 

33.2 

28.9 

28.7 

29.0 

28.9 

25.5 

26.0 

28.8 

3.1 

4.3 

3.4 

2.1 

3.8 

3.3 

2.8 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

■平日の夜や休日を過ごすことができる場所の利用状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「利用したことがある」との回答は中央値の２分の１未満の

世帯で 20.0％と中央値の２分の１以上中央値未満の世帯に比べ高く、「今後も利用したいと思

わない」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 27.0％と中央値の２分の１以上中央値未満

の世帯に比べ低くなっている。 

世帯の状況別にみると、「利用したことがある」との回答はすべての世帯で 15.0％以上となっ

ており、世帯の状況による大きな差はみられない。 
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14.9 

12.0 

9.1 

9.4 

2.8 

38.8 

37.2 

34.8 

33.9 

20.1 

19.7 

20.5 

23.8 

21.9 

40.7 

22.1 

23.2 

30.4 

30.8 

33.6 

4.5 

7.0 

1.9 

3.9 

2.8 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

■ごはんを無料か安く食べることができる場所の利用状況 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごはんを無料か安く食べることができる場所の利用状況について、小学５年生を山口県調査

と比較すると、大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「利用したことがある」との回答は周南市が

国を 6.3 ポイント、「あれば利用したいと思う」との回答は周南市が国を 14.7 ポイント上回っ

ており、「今後も利用したいと思わない」との回答は周南市が国を 16.9 ポイント下回っている。 
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12.1 

21.7 

11.6 

9.9 

17.0 

16.3 

11.2 

36.8 

35.7 

38.4 

36.0 

35.8 

36.6 

36.5 

21.7 

19.1 

21.9 

23.6 

22.6 

25.2 

22.4 

26.2 

19.1 

25.1 

28.0 

20.8 

18.7 

27.0 

3.2 

4.3 

3.0 

2.5 

3.8 

3.3 

2.9 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

■ごはんを無料か安く食べることができる場所の利用状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「利用したことがある」との回答は中央値の２分の１未満の

世帯で 21.7％と他の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、「利用したことがある」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで

17.0％、ひとり親世帯全体で 16.3％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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7.3 

5.1 

8.3 

5.6 

4.1 

41.5 

38.3 

40.9 

44.2 

37.7 

23.7 

23.7 

22.1 

20.3 

28.8 

22.6 

25.3 

27.2 

25.8 

26.8 

4.8 

7.7 

1.5 

4.1 

2.6 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

■勉強を無料でみてくれる場所の利用状況 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強を無料でみてくれる場所の利用状況について、小学５年生を山口県調査と比較すると、

大きな差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「今後も利用したいと思わない」との回答は

周南市が国を 6.7 ポイント下回っている。 
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7.8 

11.3 

7.8 

7.4 

8.5 

8.1 

7.5 

41.2 

47.0 

41.6 

39.7 

37.7 

40.7 

41.7 

23.0 

17.4 

22.6 

24.7 

27.4 

26.8 

22.8 

24.9 

20.0 

24.7 

25.9 

22.6 

21.1 

25.1 

3.2 

4.3 

3.4 

2.3 

3.8 

3.3 

2.9 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

■勉強を無料でみてくれる場所の利用状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「あれば利用したいと思う」との回答は中央値の２分の１未

満の世帯で 47.0％と他の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「利用したことがある」との回答はすべての世帯で 10.0％未満、「あ

れば利用したいと思う」との回答はすべての世帯で 35.0％以上となっており、世帯の状況によ

る大きな差はみられない。 
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2.6 

3.8 

2.5 

3.7 

2.7 

28.8 

24.6 

23.0 

22.7 

15.9 

29.6 

29.1 

35.8 

30.9 

39.7 

34.2 

35.0 

36.8 

38.4 

39.1 

4.8 

7.5 

1.9 

4.3 

2.6 

小学５年生(n=619)

Ｒ５県調査
小学５年生(n=1,976)

中学２年生(n=592)

Ｒ５県調査
中学２年生(n=1,854)

Ｒ２国調査
中学２年生(n=2,715)

(%)0 20 40 60 80 100

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

■何でも相談できる場所の利用状況 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何でも相談できる場所の利用状況について、小学５年生を山口県調査と比較すると、大きな

差はみられない。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、「あれば利用したいと思う」との回答は周南

市が国を 7.1 ポイント上回っている。 
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2.6 

3.5 

2.5 

2.5 

4.7 

4.1 

2.3 

25.9 

33.0 

26.5 

22.9 

31.1 

32.5 

24.7 

32.6 

25.2 

31.5 

36.2 

34.0 

33.3 

33.5 

35.5 

34.8 

36.1 

35.6 

26.4 

26.8 

36.2 

3.4 

3.5 

3.4 

2.8 

3.8 

3.3 

3.2 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない

今後利用したいかどうかわからない 無回答

■何でも相談できる場所の利用状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、（「あれば利用したいと思う」との回答は中央値の２分の１未

満の世帯で 33.0％と他の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、（「あれば利用したいと思う」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで

31.1％、ひとり親世帯全体で 32.5％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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26.8 

22.4 

20.1 

16.8 

15.0 

12.1 

11.2 

5.9 

33.3 

6.8 

33.2 

26.2 

24.1 

20.9 

13.4 

9.1 

13.9 

7.5 

27.3 

8.6 

19.1 

17.8 

15.1 

11.8 

17.1 

15.8 

7.9 

3.9 

40.8 

4.6 

0 10 20 30 40 50

生活の中で楽しみなことが増えた

友達が増えた

ほっとできる時間が増えた

気軽に話せる大人が増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

栄養のある食事をとることが増えた

その他

特に変化はない

無回答

(%)

全体(n=339)

小学５年生(n=187)

中学２年生(n=152)

問 23 で１つでも「１ 利用したことがある」と答えた人にお聞きします。 

子ども票問 24 

そこを利用したことで、変化したことはありましたか。（MA） 

■支援場所の利用による変化 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援場所の利用による変化について、「生活の中で楽しみなことが増えた」との回答が 26.8％

と高く、次いで「友達が増えた」（22.4％）、「ほっとできる時間が増えた」（20.1％）などの順と

なっている。 

小学５年生では、（「生活の中で楽しみなことが増えた」との回答が 33.2％と最も高く、次いで

「友達が増えた」（26.2％）、「ほっとできる時間が増えた」（24.1％）などの順となっている。 

中学２年生では、（「生活の中で楽しみなことが増えた」との回答が 19.1％と高く、次いで「友

達が増えた」（17.8％）、「勉強がわかるようになった」（17.1％）などの順となっている。  



Ⅳ 子どもの調査結果 

 

207 

 

33.2 

26.2 

24.1 

20.9 

13.9 

13.4 

9.1 

7.5 

27.3 

8.6 

45.1 

59.3 

27.2 

37.4 

13.7 

21.0 

22.2 

10.6 

13.6 

9.1 

19.1 

17.8 

15.1 

11.8 

7.9 

17.1 

15.8 

3.9 

40.8 

4.6 

24.4 

33.4 

14.7 

19.9 

3.7 

26.8 

34.8 

4.6 

16.3 

17.9 

29.9 

21.5 

26.3 

15.9 

5.7 

15.0 

21.5 

7.3 

33.8 

5.7 

0 20 40 60 80

生活の中で楽しみなことが増えた

友達が増えた

ほっとできる時間が増えた

気軽に話せる大人が増えた

栄養のある食事をとることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

無回答

(%)

小学５年生(n=187)

Ｒ５県調査

小学５年生(n=1,146)

中学２年生(n=152)

Ｒ５県調査

中学２年生(n=1,274)

Ｒ２国調査

中学２年生(n=441)

■支援場所の利用による変化 

【山口県調査・国調査と比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生を山口県調査と比較すると、「生活の中で楽しみなことが増えた」、「友達が増えた」、

「気軽に話せる大人が増えた」、「勉強がわかるようになった」、「勉強する時間が増えた」との

回答は周南市が県を 5.0 ポイント以上下回っており、「特に変化はない」との回答は周南市が県

を 13.7 ポイント上回っている。 

中学２年生を山口県調査・国調査と比較すると、ほぼすべての項目で周南市が県または国を

5.0 ポイント以上下回っており、「特に変化はない」との回答は周南市が県を 24.5 ポイント、国

を 7.0 ポイント上回っている。  
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26.8 

22.4 

20.1 

16.8 

15.0 

12.1 

11.2 

5.9 

33.3 

6.8 

17.4 

21.7 

10.9 

17.4 

15.2 

10.9 

15.2 

2.2 

32.6 

8.7 

33.3 

27.0 

24.3 

14.4 

14.4 

12.6 

12.6 

9.0 

29.7 

8.1 

24.8 

20.8 

20.1 

18.1 

18.1 

14.1 

10.1 

4.0 

36.9 

4.0 

0 10 20 30 40

生活の中で楽しみなことが増えた

友達が増えた

ほっとできる時間が増えた

気軽に話せる大人が増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

栄養のある食事をとることが増えた

その他

特に変化はない

無回答

(%)

全体(n=339)

中央値の２分の１未満

(n=46)

中央値の２分の１以上

中央値未満(n=111)

中央値以上(n=149)

■支援場所の利用による変化 

【等価世帯収入の水準別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「生活の中で楽しみなことが増えた」との回答は中央値の２

分の１未満の世帯で 17.4％、「ほっとできる時間が増えた」との回答は中央値の２分の１未満の

世帯で 10.9％と他の世帯に比べ低く、「友達が増えた」との回答は中央値の２分の１未満の世帯

で 21.7％と中央値の２分の１以上中央値未満の世帯に比べ低く、「栄養のある食事をとること

が増えた」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 15.2％と中央値以上の世帯に比べ高くな

っている。  
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26.8 

22.4 

20.1 

16.8 

15.0 

12.1 

11.2 

5.9 

33.3 

6.8 

24.4 

19.5 

24.4 

19.5 

14.6 

22.0 

14.6 

2.4 

31.7 

9.8 

27.7 

17.0 

25.5 

17.0 

12.8 

21.3 

17.0 

4.3 

29.8 

8.5 

27.0 

23.6 

19.5 

16.5 

15.7 

11.2 

10.9 

5.6 

33.7 

6.7 

0 10 20 30 40

生活の中で楽しみなことが増えた

友達が増えた

ほっとできる時間が増えた

気軽に話せる大人が増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

栄養のある食事をとることが増えた

その他

特に変化はない

無回答

(%)

全体(n=339)

ひとり親世帯：

母子世帯のみ(n=41)

ひとり親世帯：

全体(n=47)

ふたり親世帯(n=267)

■支援場所の利用による変化 

【世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況別にみると、（「友達が増えた」との回答はひとり親世帯全体で 17.0％とふたり親世

帯に比べ低く、「ほっとできる時間が増えた」との回答はひとり親世帯全体で 25.5％、「勉強す

る時間が増えた」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 22.0％、ひとり親世帯全体で 21.3％、

「栄養のある食事をとることが増えた」との回答はひとり親世帯全体で 17.0％とふたり親世帯

に比べ高くなっている。 
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65.5 

86.5 

59.3 

23.4 

21.1 

4.5 

31.4 

30.5 

10.2 

6.4 

6.3 

42.6 

3.1 

2.6 

3.1 

3.6 

ある ほしい ほしくない 無回答

a.自宅でインターネットにつながる
パソコン、タブレット

b.ゲーム機

c.スマートフォン

d.携帯音楽プレーヤー

(%)0 20 40 60 80 100

全体(n=1,211)

７ ふだん使っているもの 

子ども票問 25 

あなたには、自分が使うことができる、下のものがありますか。ある場合は「１ ある」に○をつけてくだ

さい。ない場合は、それがほしいものであれば「２ ほしい」、いらないと思うものであれば「３ ほしくな

い」に○をつけてください。（SA） 

■自分のものの所持状況 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分のものの所持状況について、「ある」との回答は「b.ゲーム機」の項目で 86.5％、（「ほし

い」との回答は（「c.スマートフォン」の項目で 31.4％、「d.携帯音楽プレーヤー」の項目で 30.5％

と高くなっている。 
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59.1 

85.3 

42.0 

12.9 

25.2 

3.9 

45.1 

33.3 

10.8 

6.9 

8.4 

48.5 

4.8 

3.9 

4.5 

5.3 

ある ほしい ほしくない 無回答

a.自宅でインターネットにつながる
パソコン、タブレット

b.ゲーム機

c.スマートフォン

d.携帯音楽プレーヤー

(%)0 20 40 60 80 100

小学５年生(n=619)

72.1 

87.7 

77.4 

34.3 

16.9 

5.1 

17.1 

27.5 

9.6 

5.9 

4.1 

36.5 

1.4 

1.4 

1.5 

1.7 

ある ほしい ほしくない 無回答

a.自宅でインターネットにつながる
パソコン、タブレット

b.ゲーム機

c.スマートフォン

d.携帯音楽プレーヤー

(%)0 20 40 60 80 100

中学２年生(n=592)

■自分のものの所持状況 

【小学５年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学２年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生では、（「ある」との回答は「b.ゲーム機」の項目で 85.3％、「ほしい」との回答は

「c.スマートフォン」の項目で 45.1％と高くなっている。 

中学２年生では、（「ある」との回答は「a.自宅でインターネットにつながるパソコン、タブレ

ット」の項目で 72.1％、「b.ゲーム機」の項目で 87.7％、「c.スマートフォン」の項目で 77.4％

と高くなっている。 
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65.5 

67.0 

62.8 

67.4 

72.6 

69.9 

65.3 

21.1 

21.7 

23.7 

19.0 

17.0 

21.1 

20.9 

10.2 

7.8 

9.8 

11.1 

6.6 

5.7 

10.8 

3.1 

3.5 

3.7 

2.5 

3.8 

3.3 

2.9 

ある ほしい ほしくない 無回答

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

■自宅でインターネットにつながるパソコン、タブレットの所持状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅でインターネットにつながるパソコン、タブレットの所持状況について、等価世帯収入

の水準別にみると、（「ある」との回答はすべての世帯で 60.0％以上となっており、等価世帯収入

の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、（「ある」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 72.6％とふたり親世

帯に比べ高くなっている。 

  



Ⅳ 子どもの調査結果 

 

213 

 

86.5 

85.2 

84.9 

88.4 

84.0 

85.4 

87.0 

4.5 

7.8 

4.1 

4.2 

3.8 

3.3 

4.7 

6.4 

3.5 

8.0 

5.5 

8.5 

8.1 

6.0 

2.6 

3.5 

3.0 

1.9 

3.8 

3.3 

2.3 

ある ほしい ほしくない 無回答

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

■ゲーム機の所持状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲーム機の所持状況について、等価世帯収入の水準別にみると、「ある」との回答はすべての

世帯で 80.0％以上となっており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、（「ある」との回答はすべての世帯で 85.0％前後となっており、世帯の

状況による大きな差はみられない。 
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59.3 

62.6 

58.4 

60.3 

71.7 

70.7 

58.2 

31.4 

29.6 

32.6 

30.3 

21.7 

22.8 

32.2 

6.3 

5.2 

5.7 

6.7 

3.8 

4.1 

6.5 

3.1 

2.6 

3.2 

2.6 

2.8 

2.4 

3.0 

ある ほしい ほしくない 無回答

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

■スマートフォンの所持状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォンの所持状況について、等価世帯収入の水準別にみると、（「ある」との回答はす

べての世帯で 60.0％前後となっており、等価世帯収入の水準による大きな差はみられない。 

世帯の状況別にみると、（「ある」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 71.7％、ひとり親世

帯全体で 70.7％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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23.4 

19.1 

23.7 

24.2 

19.8 

20.3 

24.1 

30.5 

33.9 

28.3 

31.2 

37.7 

36.6 

29.7 

42.6 

41.7 

43.8 

42.2 

38.7 

39.8 

42.9 

3.6 

5.2 

4.1 

2.5 

3.8 

3.3 

3.3 

ある ほしい ほしくない 無回答

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

■携帯音楽プレーヤーの所持状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯音楽プレーヤーの所持状況について、等価世帯収入の水準別にみると、（「ある」との回答

は中央値の２分の１未満の世帯で 19.1％と中央値以上の世帯に比べ低く、「ほしい」との回答は

中央値の２分の１未満の世帯で33.9％と中央値の２分の１以上中央値未満の世帯に比べ高くな

っている。 

世帯の状況別にみると、「ほしい」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 37.7％、ひとり親

世帯全体で 36.6％とふたり親世帯に比べ高くなっている。 
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13.8 

5.7 

22.3 

17.3 

14.9 

19.8 

66.6 

76.1 

56.6 

2.4 

3.4 

1.4 

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

(%)0 20 40 60 80 100

聞いたことがあり、内容も知っている

聞いたことはあるが、よく知らない

聞いたことはない 無回答

８ ヤングケアラーについて 

子ども票問 26 

あなたは、ヤングケアラーという言葉を聞いたことがありますか。（SA） 

■ヤングケアラーの認知状況 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングケアラーの認知状況について、「聞いたことがあり、内容も知っている」との回答が

13.8％、（「聞いたことはあるが、よく知らない」との回答が 17.3％、（「聞いたことはない」と

の回答が 66.6％となっている。 

小学５年生では、（「聞いたことがあり、内容も知っている」との回答が 5.7％、（「聞いたこと

はあるが、よく知らない」との回答が 14.9％、「聞いたことはない」との回答が 76.1％とな

っている。 

中学２年生では、（「聞いたことがあり、内容も知っている」との回答が 22.3％、（「聞いたこ

とはあるが、よく知らない」との回答が 19.8％、「聞いたことはない」との回答が 56.6％と

なっている。 
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13.8 

15.7 

10.5 

16.4 

13.2 

13.0 

13.8 

17.3 

9.6 

16.9 

18.9 

15.1 

16.3 

17.1 

66.6 

72.2 

70.3 

62.6 

68.9 

68.3 

66.8 

2.4 

2.6 

2.3 

2.1 

2.8 

2.4 

2.2 

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

聞いたことがあり、内容も知っている

聞いたことはあるが、よく知らない

聞いたことはない 無回答

■ヤングケアラーの認知状況 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「聞いたことがあり、内容も知っている」との回答は中央値

の２分の１未満の世帯で 15.7％と中央値の２分の１以上中央値未満の世帯に比べ高く、「聞い

たことはあるが、よく知らない」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 9.6％と他の世帯に

比べ低く、「聞いたことはない」との回答は中央値の２分の１未満の世帯で 72.2％と中央値以上

の世帯に比べ高くなっている。 

世帯の状況別にみると、「聞いたことがあり、内容も知っている」との回答はすべての世帯で

10.0％程度となっており、世帯の状況による大きな差はみられない。 
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1.2 

1.3 

1.0 

66.7 

60.9 

72.8 

29.6 

34.6 

24.5 

2.5 

3.2 

1.7 

全体(n=1,211)

小学５年生(n=619)

中学２年生(n=592)

(%)0 20 40 60 80 100

あてはまる あてはまらない わからない 無回答

子ども票問 27 

あなたは自分が「ヤングケアラー」にあてはまると思いますか。（SA） 

■ヤングケアラーの自覚 

【全体/学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングケアラーの自覚について、「あてはまる」との回答が 1.2％、（「あてはまらない」との回

答が 66.7％、「わからない」との回答が 29.6％となっている。 

小学５年生では、「あてはまる」との回答が 1.3％、「あてはまらない」との回答が 60.9％、

「わからない」との回答が 34.6％となっている。 

中学２年生では、「あてはまる」との回答が 1.0％、「あてはまらない」との回答が 72.8％、

「わからない」との回答が 24.5％となっている。 
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1.2 

1.7 

1.4 

0.9 

1.9 

1.6 

1.2 

66.7 

60.0 

64.2 

71.8 

60.4 

61.0 

68.5 

29.6 

35.7 

32.4 

24.9 

35.8 

35.8 

27.9 

2.5 

2.6 

2.1 

2.5 

1.9 

1.6 

2.4 

あてはまる あてはまらない わからない 無回答

全体(n=1,211)

中央値の２分の１未満
(n=115)

中央値の２分の１以上
中央値未満(n=438)

中央値以上(n=567)

ひとり親世帯：
母子世帯のみ(n=106)

ひとり親世帯：
全体(n=123)

ふたり親世帯(n=1,027)

(%)0 20 40 60 80 100

等
価
世
帯
収
入
の
水
準
別

世
帯
の
状
況
別

■ヤングケアラーの自覚 

【等価世帯収入の水準別・世帯の状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等価世帯収入の水準別にみると、「あてはまらない」との回答は中央値の２分の１未満の世帯

で 60.0％と中央値以上の世帯に比べ低く、等価世帯収入の水準が低いほど「あてはまらない」

との回答が低くなっている。 

世帯の状況別にみると、「あてはまらない」との回答はひとり親世帯母子世帯のみで 60.4％、

ひとり親世帯全体で 61.0％とふたり親世帯に比べ低くなっている。 
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50.0 

28.6 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

14.3 

0 20 40 60

家族に代わり、幼い兄弟姉妹の世話をしている

目を離せない家族の見守りや声かけなどの
気づかいをしている

障害や病気のある家族に代わり、
買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている

障害や病気のある兄弟姉妹の
世話や見守りをしている

日本語が話せない家族や
障害のある家族のために通訳をしている

アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える
家族に対応している

がん・難病・精神疾患など
慢性的な病気の家族の看病をしている

障害や病気のある家族の
身の回りの世話をしている

障害や病気のある家族の
入浴やトイレの介助をしている

無回答

(%)全体(n=14)

問 27 で「１ あてはまる」と答えた人にお聞きします。 

子ども票問 28 

あなたはふだん、どのようなことをしていますか。（MA） 

■日常的に行っている家事や家族の世話の内容 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常的に行っている家事や家族の世話の内容について、「家族に代わり、幼い兄弟姉妹の世話

をしている」との回答が 50.0％と最も高く、次いで「目を離せない家族の見守りや声かけなど

の気づかいをしている」（28.6％）などの順となっている。 
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35.7 35.7 7.1 

0.0 

7.1 14.3 

(%)0 20 40 60 80 100

全体(n=14)

１時間未満 １～３時間未満 ３～７時間未満

７時間以上 無回答わからない

問 27 で「１ あてはまる」と答えた人にお聞きします。 

子ども票問 29 

平日１日あたりどのくらい家族の世話などに時間をつかっていますか。（SA） 

■１日あたりの家族の世話などをする時間 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日あたりの家族の世話などをする時間について、「１時間未満」、「１～３時間未満」との回

答がともに 35.7％と高くなっている。 
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35.7 

28.6 

14.3 

7.1 

0.0 

42.9 

7.1 

0 10 20 30 40 50

自分の時間がとれない

友達と遊ぶ時間がとれない

宿題など勉強する時間がとれない

十分な睡眠がとれない

学校に行きたくても行けない

特にない

無回答

(%)全体(n=14)

問 27 で「１ あてはまる」と答えた人にお聞きします。 

子ども票問 30 

家族の世話などをしているために、やりたいことでできていないことはありますか。（MA） 

■家族の世話などをしているためできていないこと 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族の世話などをしているためできていないことについて、（「自分の時間がとれない」との回

答が 35.7％と高く、次いで「友達と遊ぶ時間がとれない」（28.6％）、「宿題など勉強する時間が

とれない」（14.3％）などの順となっている。 
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・この調査は周南市役所が実施します。 

・調査に関するお問合せは、学校ではなく、周南市こども未来部 あんしん子育て推進課までお願いします。 

・この調査は、周南市こども未来部 あんしん子育て推進課から委託を受けて株式会社サーベイリサーチセン

ターが実施しています。 

◆お問合せ先 

周南市こども未来部 あんしん子育て推進課（8：30～17：15 土日・祝日を除く） 

電 話：0834-22-8452  メール：anshinkosodate@city.shunan.lg.jp 

◆調査実施機関 

株式会社サーベイリサーチセンター 広島事務所 

〒730-0032 広島県広島市中区立町 2-29 朝日 NX広島ビル３階 

 

令和６年度 周南市子どもの生活状況調査 

【中学生 保護者票】 
 

調査の目的・概要 

・ この調査は、小学５年生または中学２年生のお子さんがいる保護者の方に、日頃のお子さんとの関

わりや保護者ご自身のことなど家庭の状況をお聞きし、周南市の子育て世帯の支援に役立てるため

に実施するものです。ご協力をお願いします。 

実施方法・データの取扱い 

・ この調査票は、小学 5年生または中学 2年生のお子さんの保護者がお答えください。 

・ この調査は無記名です。名前を書く必要はありません。 

・ この調査票は、調査の目的以外には使用しません。ご回答は統計的に処理され、個人が特定される

ことはありません。また、ご回答いただいた内容について、周南市や委託業者から問合せすることは一

切ございません。 

・ 調査対象となるお子さんが複数おられる場合は、お子さんによって回答内容が異なる場合があるため、

お手数ですが、複数の保護者票にご記入をお願いします。 

回答方法 

・ 「紙への記入による回答」、「インターネットによる回答」のいずれかで回答してください。詳しい回答方

法は次のページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     回答方法は次のページをご覧ください

ID Hch0001 パスワード Ak7x23 
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１ 保護者調査票 
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・ボールペン・  等で、回答の番 に○をつけてください。 

・質問文の終わりに「あてはまるもの 1 つに○」、「あてはまるものすべてに○」などと書いてありますので、

それにしたがって○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ の調査票 回答し  合は インター    回答し い ください。 

・保護者の方  お子さんの   い   の方 インター    回答い だく 合は  

  回答し 調査票の ご  ください  

  の     回答方法 

【保護者票】 

（黄色） 

（黄色） 

保護者用 

封筒 

（ 色） 

周南市 

子どもの生活状況調査 

提出用封筒 

【子ども票】 

（緑色） 

（緑色） 

子ども用 

封筒 

【保護者票】を りたたんで 

【保護者用封筒】へ入れる 

【子ども票】を りたたんで 

【子ども用封筒】へ入れる 

【子ども用封筒】と【保護者用封筒】を 

一緒に【提出用封筒】  色 へ入れ、 

封をして、ポストに  してください。 

※切手は不要です 

 

・下記の    にアクセスするか、 次 コードを読み取り、  とパスワードを入力して回答してください。 

 

                                       1           

 

・  とパスワードは表紙の 上に記 されています。 

※  ・パスワードは、回答の重複を  ために使用するものであり、 

個人を特定するものではありません。 

 

・調査     お子さん   い  合は     の保護者票 あ   を  してください  

・インター    回答し  合は  の調査票 回答し い ください  

インター      回答方法 
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あ  ご自身 あ  の世帯 ついて 

問１ お子さんとあなたとの関係は、次のどれにあたりますか。お子さんからみた続柄
つづきがら

でお答えください。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  母親（継母を含む）  ３  祖父母 

 ２  父親（継父を含む）  ４  その他 

 

問２ あなたの住んでいる小学校区をお答えください。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １ 徳山小学校区 

 ２ 遠石小学校区 

 ３ 今宿小学校区 

 ４ 久米小学校区 

 ５ 菊川小学校区 

 ６ 櫛浜小学校区 

 ７ 夜市小学校区 

８ 戸田小学校区 

９ 湯野小学校区 

10 岐山小学校区 

11 須磨小学校区 

12 沼城小学校区 

13 周陽小学校区 

14 桜木小学校区 

15 秋月小学校区 

16 鼓南小学校区 

17 富田東小学校区 

18 富田西小学校区 

19 福川小学校区 

20 和田小学校区 

21 福川南小学校区 

22 三丘小学校区 

23 高水小学校区 

24 勝間小学校区 

25 大河内小学校区 

26 八代小学校区 

27 鹿野小学校区 

 

問３ お子さんと同居し、生計を同一にしているご家族の構成と合計人数をお答えください。単身赴任中

の方や、学業のために世帯を離れているお子さんがいる場合には、ご家族の人数に含めて数えてく

ださい。（a～i それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

※a～e、g、hは、対象のお子さんからみた場合の続柄
つづきがら

です。 

a）祖母 b）祖父 c）母親 d）父親 
i）合計 

（あなたや対象のお子さんを含む） 

０  いない 

１  1人 

２  2人 

０  いない 

１  1人 

２  2人 

０  いない 

１  いる（1人） 

０  いない 

１  いる（1人） 

 ２  2人 

 ３  3人 

 ４  4人 

 ５  5人 

 ６  6人 

 ７  7人 

 ８  8人 

 ９  9人 

10 10人以上 

e）姉・兄 
f）調査対象 
のお子さん g）妹・弟 h）その他 

０  いない 

１  1人 

２  2人 

３  3人 

４  4人以上 

 

 

1人 

０  いない 

１  1人 

２  2人 

３  3人 

４  4人以上 

 

０  いない 

１  1人 

２  2人 

３  3人 

４  4人以上 

 

この調査で「お子さん」とは、調査対象となる小学５年生又は中学２年生のお子さんのことを

いいます。「親」、「父親」、「母親」とは、継母や継父など、母親や父親に代わる保護者の方も

含みます。 
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お子さんの母親・父親 世帯の状況 ついて 

問４ お子さんの親の現在の年齢をお答えください。 

（母親・父親それぞれについて数字で回答。いない場合やわからない場合は「ー」と記入） 

 

 

 

 

問５ お子さんのご家族のうち、現在単身赴任中の方はいらっしゃいますか。 

（１～３については、あてはまるものすべてに○） 

 １  お子さんの母親が単身赴任中 

 ２  お子さんの父親が単身赴任中 

 ３  その他 

 ４  単身赴任中の者はいない 

 

問６ お子さんと同居し、生計を同一にしている親の婚姻
こ んいん

状況をお答えください。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  結婚している（再婚や事実婚を含む） 

 ２  離婚 

 ３  死別 

 ４  未婚 

 ５  わからない 

 ６  いない 

 

問７ 前問で「２ 離婚」と答えた人にお聞きします。 

離婚相手と子どもの養育費の取り決めをしていますか。また養育費を現在受け取っていますか。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  取り決めをしており、養育費を受け取っている 

 ２  特に取り決めはしていないが、養育費を受け取っている 

 ３  養育費の取り決めをしているが、受け取っていない 

 ４  養育費の取り決めをしておらず、受け取っていない 

 

問８ ご家庭では、どれくらい日本語以外の言語を使用していますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  日本語のみを使用している 

 ２  日本語以外の言語も使用しているが、日本語の方が多い 

 ３  日本語以外の言語を使うことが多い 

 

母親 歳  父親 歳 
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問９ お子さんの親の最終学歴（卒業・修了した学校）をお答えください。 

（a、b それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 a）母親 b）父親 

中学校（中学部）まで 1 1 

高等学校（高等部）まで 2 2 

短大・高専・専門学校（専攻科）まで 3 3 

大学またはそれ以上 4 4 

わからない ５ ５ 

いない ６ ６ 

 

問 10 お子さんの親の就労状況についてお答えください。 

（a、b それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 a）母親 b）父親 

正社員・正規職員・会社役員 1 1 

嘱託
しょ くたく

・契約社員・派遣職員 2 2 

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 3 3 

自営業（家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む） 4 4 

働いていない（専業主婦／主夫を含む） 5 5 

わからない ６ ６ 

いない ７ ７ 

 

 

問 11 前の質問で「５ 働いていない」と答えた人にお聞きします。 

働いていない最も主な理由を教えてください。 

（a、b それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 a）母親 b）父親 

働きたいが、希望する条件の仕事がないため 1 1 

子育てを優先したいため 2 2 

家族の介護・介助のため 3 3 

自分の病気や障害のため 4 4 

通学しているため 5 5 

その他の理由 6 6 

５に〇をつけた場合のみ 
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お子さん の関わり ついて 

問 12 お子さんが 0～2歳の間に通っていた教育・保育施設等で最も主なもの（期間が長いもの）を

お答えください。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  認可保育所・認定こども園 

 ２  その他の教育・保育等の施設 

 ３  親・親族以外の個人が面倒を見ていた 

 ４  もっぱら親・親族が面倒を見ていた 

 ５  その他 

 

問 13 お子さんが 3～5歳の間に通っていた教育・保育施設等で最も主なもの（期間が長いもの）を

お答えください。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  幼稚園・認可保育所・認定こども園 

 ２  その他の教育・保育等の施設 

 ３  親・親族以外の個人が面倒を見ていた 

 ４  もっぱら親・親族が面倒を見ていた 

 ５  その他 

 

問 14 あなたとお子さんの関わり方について、以下のことにどれくらいあてはまりますか。 

（a～e それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 あてはまる 
どちらかといえば、 

あてはまる 

どちらかといえば、 

あてはまらない 
あてはまらない 

a） 
テレビ・ゲーム・インターネット等の 

視聴時間等のルールを決めている 
１ ２ ３ ４ 

b） 
お子さんに本や新聞を読むように 

勧めている 
１ ２ ３ ４ 

c） 
お子さんが小さいころ、絵本の 

読み聞かせをしていた 
１ ２ ３ ４ 

d） 
お子さんから、勉強や成績のことに 

ついて話をしてくれる 
１ ２ ３ ４ 

e） お子さんの話を無視することがある １ ２ ３ ４ 

 

問 15 あなたは以下のことにどの程度参加していますか。 

（a、b それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 
よく参加 
している 

ときどき 
参加している 

あまり 
参加していない 

まったく参加 
していない 

a） 授業参観や運動会などの学校行事 １ ２ ３ ４ 

b） 
PTA活動や保護者会、 

放課後学習支援等のボランティアなど 
１ ２ ３ ４ 
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問 16 お子さんは将来、どの段階まで進学すると思いますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  中学校まで 

 ２  高等学校まで                         →問 17 に進んでください。 

 ３  短期大学・5年制の高等専門学校・専門学校まで 

 ４  大学またはそれ以上 

 ５  まだわからない                                →問 18 に進んでください。 

 

問 17 前問で「１～４」と答えた人にお聞きします。 

その理由を教えてください。（１～５については、あてはまるものすべてに○） 

１ お子さんがそう希望しているから 

２ 一般的な進路だと思うから 

３ お子さんの学力から考えて 

４ 家庭の経済的な状況から考えて 

５ その他の理由 

６ 特に理由はない 

 

頼  相手 ついて 

問 18 あなたは、次に挙げる事柄
こ と が ら

で頼れる人はいますか。 

また、「１ 頼れる人がいる」場合、それはだれですか。 

 (a～c それぞれについて、１～３のあてはまるもの 1 つに○、①～⑦のあてはまるものすべてに○  

  
a）子育てに 

関する相談 

b）重要な 

事柄
こ と が ら

の相談 

c）いざという時の 

お金の援助 

頼れる人がいる 1 1 1 

  

家族・親族 

  

① 

  

① 

  

① 

友人・知人 ② ② ② 

近所の人 ③ ③ ③ 

職場の人 ④ ④ ④ 

民生委員・児童委員 ⑤ ⑤ ⑤ 

相談・支援機関や福祉の人 ⑥ ⑥ ⑥ 

その他 ⑦ ⑦ ⑦ 

いない 2 2 2 

そのことでは人に頼らない 3 3 3 

１
に
○
を
つ
け
た
場
合
、 

①
～
⑦
の
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○ 
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暮らしの状況 ついて 

問 19 あなたは、現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

１ 大変ゆとりがある 

２ ゆとりがある 

３ ふつう 

４ 苦しい 

５ 大変苦しい 

 

問 20 世帯全体のおよその年間収入（税込）はいくらですか。（あてはまるもの 1 つに○） 

※令和 5年の年間収入についてお答えください。 

※収入から税金や社会保険料などを差し引いた額をいわゆる「手取り」と言いますが、ここでは収入をお答えください。 

※収入には、同居し、生計を同一にしている家族全員の以下の収入が含まれます。 

・勤め先収入（定期収入、賞与
し ょ う よ

等） 

・事業収入（原材料費、人件費、営業上の諸経費等を除く）、内職収入（材料費等を除く） 

・公的年金・恩給
おんきゅう

、その他の社会
し ゃ かい

保障
ほ し ょ う

給付
き ゅ う ふ

金
きん

（生活保護、児童手当、児童扶養
ふ よ う

手当等） 

・農林漁業収入（農機具等の材料費、営業上の諸経費等を除く） 

・資産収入（預貯金
よ ち ょ き ん

利子
り し

、家賃収入等。家・土地などの資産売却代金や生命保険・損害保険からの受取金等は除く。） 

・その他の収入（仕送り、養育費、個人年金、各種祝い金等） 

１  50万円未満 

２  50～100万円未満 

３  100～150万円未満 

４  150～200万円未満 

５  200～250万円未満 

６  250～300万円未満 

 ７  300～350万円未満 

 ８  350～400万円未満 

 ９  400～450万円未満 

10  450～500万円未満 

11  500～600万円未満 

12  600～700万円未満 

13  700～800万円未満 

14  800～900万円未満 

15  900～1000万円未満 

16  1000万円以上 

 

問 21 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて家族が必要とする食料が買えないことがあ

りましたか。ただし、嗜好品
し こ う ひ ん

は含みません。（あてはまるもの 1 つに○） 

１ よくあった 

２ ときどきあった 

３ まれにあった 

４ まったくなかった 

 

問 22 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて家族が必要とする衣服が買えないことがあ

りましたか。ただし、高価な衣服や貴金属・宝飾品は含みません。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

１ よくあった 

２ ときどきあった 

３ まれにあった 

４ まったくなかった 
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問 23 あなたの世帯では、過去１年の間に、以下の料金について、経済的な理由で未払いになったこと

がありましたか。（１～５については、あてはまるものすべてに○） 

１ 電気料金 

２ ガス料金 

３ 水道料金 

４ 通信費（電話・インターネット回線料など） 

５ 家賃 

６ 該当するものはない 

 

あ  の生活状況 の感じ方 ついて 

問 24 以下の a～f の質問について、この１か月間のあなたの気持ちはどのようでしたか。 

（a～f それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 いつも たいてい ときどき 少しだけ まったくない 

a） 神経過敏に感じた １ ２ ３ ４ ５ 

b） 絶望的だと感じた １ ２ ３ ４ ５ 

c） そわそわ、落ち着かなく感じた １ ２ ３ ４ ５ 

d） 
気分が沈み込んで、何が起こっ

ても気が晴れないように感じた 
１ ２ ３ ４ ５ 

e） 何をするのも面倒だと感じた １ ２ ３ ４ ５ 

f） 
自分は価値のない人間だと感じ

た 
１ ２ ３ ４ ５ 

 

問 25 全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。 

「０（まったく満足していない）」から「10（十分に満足している）」の数字で答えてください。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

０ まったく満足していない 10 十分に満足している 

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 
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問 26 あなたのご家庭の現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校する前

（2020年２月以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

（a～f それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 増えた 減った 変わらない 

a） 世帯全体の収入の変化 １ ２ ３ 

b） 生活に必要な支出の変化 １ ２ ３ 

c） お金が足りなくて、必要な食料や衣服を買えないこと １ ２ ３ 

d） お子さんと話をすること １ ２ ３ 

e） 家庭内で言い争ったり、もめごとが起こること １ ２ ３ 

f） あなた自身がイライラや不安を感じたり、気分が沈むこと １ ２ ３ 
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支援制度の利用状況 ついて 

問 27 あなたのご家庭では、以下の支援制度をこれまでに利用したことがありますか。※制度の内容は

次のページを参考にしてください。（a～g それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 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 

a） 生活福祉資金 １ ２ ３ 

b） 生活保護 １ ２ ３ 

c） 
母子父子寡婦福祉資金

貸付金 
１ ２ ３ 

d） 児童扶養手当 １ ２ ３ 

e） 
ひとり親家庭自立支援教

育訓練給付金 
１ ２ ３ 

f） 
ひとり親家庭高等職業訓

練促進給付金 
１ ２ ３ 

g） 就学援助 １ ２ ３ 

 

問 28 前問で「３」と答えた人にお聞きします。 

その理由を教えてください。（a～g それぞれについて、あてはまるもの１つに○） 

 

制
度
の
対
象
外
（
収

入
等
の
条
件
を
満
た

さ
な
い
）
だ
と
思
う

か
ら 

利
用
は
で
き
る
が
、

特
に
利
用
し
た
い
と

思
わ
な
か
っ
た
か
ら 

利
用
し
た
い
が
、
今

ま
で
こ
の
支
援
制
度

を
知
ら
な
か
っ
た
か

ら 利
用
し
た
い
が
、
手

続
き
が
わ
か
ら
な
か

っ
た
り
、
利
用
し
に

く
い
か
ら 

そ
れ
以
外
の
理
由 

a） 生活福祉資金 １ ２ ３ ４ ５ 

b） 生活保護 １ ２ ３ ４ ５ 

c） 
母子父子寡婦福祉資金

貸付金 
１ ２ ３ ４ ５ 

d） 児童扶養手当 １ ２ ３ ４ ５ 

e） 
ひとり親家庭自立支援教

育訓練給付金 
１ ２ ３ ４ ５ 

f） 
ひとり親家庭高等職業訓

練促進給付金 
１ ２ ３ ４ ５ 

g） 就学援助 １ ２ ３ ４ ５ 

問    ～ のうち、 ３ に〇をつけた 目のみ、問  を回答 
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≪参考≫ 支援制度内容一覧 a～g の支援制度の内容については、下記を参考にしてください。 

 

 

質問は以上 す ご協 あり   ございまし   

a） 生活福祉資金 
低所得者、障害者又は高齢者の世帯を対象として、低利または無利子の資金貸

付。窓口は市の社会福祉協議会。 

b） 生活保護 

病気や失業のため、生活費や医療費に困り、ほかに方法がないときは一定の条件

により、生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭の８種類について援助

が受けられる制度。窓口は市の生活支援課。 

c） 
母子父子寡婦福祉資金貸

付金 

ひとり親世帯を対象にした、低利または無利子の資金貸付。窓口は市の子育て給

付課。 

d） 児童扶養手当 
所得が一定水準以下のひとり親等世帯の支援のための制度（手当）。窓口は市

の子育て給付課。 

e） 
ひとり親家庭自立支援教育

訓練給付金 

雇用保険の教育訓練給付制度の指定教育訓練講座を受講するひとり親家庭の

母または父に対し、本人が支払った経費の一部（上限あり）を支給する。（ただ

し、雇用保険制度による給付がある場合には、本制度の給付額のうち全部、又は

その一部について支給されない。） 

f） 
ひとり親家庭高等職業訓練

促進給付金 

ひとり親家庭の母または父が就職に有利な看護師や介護福祉士等の資格を取得

するために、一定期間以上養成機関で修業する場合、生活の経済的負担の軽減

を図るために、生活の支援を行うもの。 

g） 就学援助 
経済的理由により、児童生徒を就学させることが困難な保護者に対し、学用品費・

給食費・修学旅行費等の教育費の一部を援助するもの。 
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令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

 周南市
し ゅ う な ん し

子
こ

どもの生活
せいかつ

状況
じょうきょう

調査
ち ょ う さ

 

【中学生
ちゅうがくせい

票
ひょう

】 

調査
ち ょ う さ

 のご協 
きょうりょく

のお願
ね が

い 

・ この調査
ち ょ う さ

は、みなさんが周南市
し ゅ う な ん し

で、どんなことをしたり、感
かん

じたりして暮
く

らしているのかをたずねるものです。

周南市
し ゅ う な ん し

は、この調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

を参考
さ ん こ う

にして、みなさんのために何
なに

ができるかを考
かんが

えていきますので、ご協力
きょうりょく

をお願
ねが

いします。 

実施
じ っ し

方法
ほ う ほ う

・データの取扱
と りあつか

い 

・ この調査
ち ょ う さ

票
ひょう

の回答
か い と う

は、あなたが自分
じ ぶ ん

で書
か

いてください。安心
あ ん し ん

して答
こ た

えられるよう、おうちの方
か た

や学校
が っ こ う

の

先生
せ ん せ い

には見
み

せないでください。 

・ 名前
な ま え

は、書
か

かないでください。 

・ 自分
じ ぶ ん

の思
お も

う答
こ た

えを書
か

いてください。まちがった答
こ た

えや、正
た だ

しい答
こ た

えはありません。答
こ た

えたくない質問
しつ もん

には

答
こ た

えず、次
つぎ

に進
すす

んでください。 

・ この調査
ち ょ う さ

票
ひょう

は、調査
ち ょ う さ

の目的
も く て き

以外
い が い

には使用
し よ う

しません。また、この調査
ち ょ う さ

票
ひょう

では名前
な ま え

を書
か

かないので、あな

たがどのように答
こ た

えたかは、だれにもわかりません。 

回答
か い と う

方法
ほ う ほ う

 

・ 「紙
かみ

への記入
き に ゅ う

による回答
か い と う

」、「インターネットによる回答
か い と う

」のいずれかで回答
か い と う

してください。詳
く わ

しい回答
か い と う

方法
ほ うほ う

は次
つぎ

のページをご確認
か く に ん

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                     回答
か い と う

方法
ほ う ほ う

は次
つぎ

のページをご覧
ら ん

ください

ID Hck0001 パスワード D7tUqs 

・この調査
ち ょ う さ

は周南
しゅうなん

市役所
し や く し ょ

が実施
じ っ し

します。 

・調査
ち ょ う さ

に関
か ん

するお問合
と い あ わ

せは、学校
が っ こ う

ではなく、周南市
し ゅ う な ん し

こども未来
み ら い

部
ぶ

 あんしん子育
こ そ だ

て推進課
す い し ん か

までお願
ねが

いします。 

・この調査
ち ょ う さ

は、周南
しゅうなん

市
し

こども未来
み ら い

部
ぶ

 あんしん子育
こ そ だ

て推進課
す い し ん か

から委託
い た く

を受
う

けて株式
かぶしき

会社
が い しゃ

サーベイリサーチセン

ターが実施
じ っ し

しています。 

◆お問
と い

合
あわ

せ先
さ き

 

周南
しゅうなん

市
し

こども未来部
み ら い ぶ

 あんしん子育
こ そ だ

て推進課
す い し ん か

（8：30～17：15 土日
ど に ち

・祝日
しゅくじつ

を除
のぞ

く） 

電
でん

 話
わ

：0834-22-8452  メール：anshinkosodate@city.shunan.lg.jp 

◆調査
ち ょ う さ

実施
じ っ し

機関
き か ん

 

株式
かぶしき

会社
がい し ゃ

サーベイリサーチセンター 広島
ひ ろ し ま

事務所
じ む し ょ

 

〒730-0032 広島県
ひろしまけん

広島市中区
ひ ろ し ま し な か く

立町
たてまち

2-29 朝日
あ さ ひ

NX広島
ひ ろ し ま

ビル３階
かい

 

 

 

２ 中学生調査票 
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・ボールペン・  
えん つ

などで、回答
か い と う

の番 
ばん ごう

に○をつけてください。 

・質問
しつ もん

文
ぶん

の終
お

わりに「あてはまるもの 1 つに○」、「あてはまるものすべてに○」などと書
か

いてありますので、

それにしたがって○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 
かみ

の調査票
ちょうさひょう

 回答
か い と う

し  合
ば あ い

は インター    は回答
か い と う

し い ください。 

・あ    お  の方
かた

の   ど ら の方
かた

 インター    回答
か い と う

す  合
ば あ い

は  

 
かみ

 回答
か い と う

し 調査票
ちょうさひょう

の   
ふ う と う

  
い

 て 
お く

 てください  

 
かみ

 の  
き に ゅ う

   回答
か い と う

方法
ほ う ほ う

 

【保護者
ほ ご し ゃ

票
ひょう

】 

（黄色
き い ろ

） 

 

保護者
ほ ご し ゃ

用
よ う

 

封筒
ふ う と う

 

（ 色
ち ゃい ろ

） 

周南市
し ゅ うな ん し

 

子
こ

どもの生活
せいかつ

状況
じょうきょう

調査
ち ょ う さ

 

提出用
ていしゅつよう

封筒
ふ う と う

 

【子
こ

ども票
ひょう

】 

（緑色
みどりいろ

） 

 

子
こ

ども用
よ う

 

封筒
ふ う と う

 

【保護者
ほ ご し ゃ

票
ひょう

】を 
お

りたたんで 

【保護者
ほ ご し ゃ

用
よ う

封筒
ふ う と う

】へ入
い

れる 

【子
こ

ども票
ひょう

】を 
お

りたたんで 

【子
こ

ども用
よ う

封筒
ふ う と う

】へ入
い

れる 

【子
こ

ども用
よ う

封筒
ふ う と う

】と【保護者
ほ ご し ゃ

用
よ う

封筒
ふ う と う

】を 

一緒
い っ し ょ

に【提出用
ていしゅつよう

封筒
ふ う と う

】  色
ち ゃ い ろ

 へ入
い

れ、 

封
ふ う

をして、ポストに  
と う か ん

してください。 

※切手
き っ て

は不要
ふ よ う

です 

 

・下
し た

の    にアクセスするか、 次 
に じ げ ん

コードを読
よ

み取
と

り、  とパスワードを入力
にゅうりょく

して回答
か い と う

してください。 

 

                                       1          

 

・  とパスワードは表紙
ひ ょ う し

の 上
みぎうえ

に書
か

かれています。 

※  ・パスワードは、回答
か い と う

の重複
ちょうふく

を 
ふせ

 ために使用
し よ う

するものであり、 

個人
こ じ ん

を特定
と く て い

するものではありません。 

 

・インター    回答
か い と う

し  合
ば あ い

は  
かみ

の調査票
ちょうさひょう

 は回答
か い と う

し い ください。 

インター      回答
か い と う

方法
ほ う ほ う

 

（黄色
き い ろ

） 

（緑色
みどりいろ

） 
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あ  のこ  ついて 

問
と い

１ あなたの性別
せいべつ

を教
お し

えてください。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  男
おとこ

  ２  女
おんな

  ３  その他
た

・答
こ た

えたくない 

 

問
と い

２ あなたの住
す

んでいる小学校区
し ょ う が っ こ う く

を教
お し

えてください。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １ 徳山
と く や ま

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ２ 遠石
と い し

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ３ 今宿
いまじゅく

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ４ 久米
く め

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ５ 菊川
き く が わ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ６ 櫛
くしが

浜
はま

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ７ 夜
や

市
じ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

８ 戸田
へ た

小学校
しょうがっこう

区
く

 

９ 湯野
ゆ の

小学校
しょうがっこう

区
く

 

10 岐山
き さ ん

小学校
しょうがっこう

区
く

 

11 須磨
す ま

小学校
しょうがっこう

区
く

 

12 沼城
ぬ ま ぎ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

13 周
しゅう

陽
よ う

小学校
しょうがっこう

区
く

 

14 桜木
さ く ら ぎ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

15 秋月
あきづき

小学校
しょうがっこう

区
く

 

16 鼓南
こ な ん

小学校
しょうがっこう

区
く

 

17 富田
と ん だ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

区
く

 

18 富田
と ん だ

西
に し

小学校
しょうがっこう

区
く

 

19 福川
ふ く が わ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

20 和田
わ だ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

21 福川
ふ く が わ

南
みなみ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

22 三丘
み つ お

小学校
しょうがっこう

区
く

 

23 高水
たかみず

小学校
しょうがっこう

区
く

 

24 勝間
か つ ま

小学校
しょうがっこう

区
く

 

25 大河内
お お か わ ち

小学校
しょうがっこう

区
く

 

26 八代
や し ろ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

27 鹿野
か の

小学校
しょうがっこう

区
く

 

学校
が っ こ う

や勉強
べんきょう

のこ  ついて 

問
と い

３ あなたは、ふだん学校
が っ こ う

の授業
じゅぎょう

以外
い が い

で、どのように勉強
べんきょう

をしていますか。 

※勉強
べんきょう

には学校
が っ こ う

の宿題
しゅくだい

もふくみます。（1～8 については、あてはまるものすべてに○） 

 １  自分
じ ぶ ん

で勉強
べんきょう

する 

 ２  塾
じゅく

で勉強
べんきょう

する 

 ３  学校
が っ こ う

の補習
ほ し ゅ う

を受
う

ける 

 ４  家庭
か て い

教師
き ょ う し

に教
お し

えてもらう 

 ５  地域
ち い き

の人
ひ と

などが行
おこな

う無料
む り ょ う

の勉強会
べんきょうかい

に 

参加
さ ん か

する 

 ６  家
いえ

の人
ひ と

に教
お し

えてもらう 

 ７  友達
と も だ ち

と勉強
べんきょう

する 

 ８  その他
た

 

 ９  学校
が っ こ う

の授業
じゅぎょう

以外
い が い

で勉強
べんきょう

はしない 

 

問
と い

４ あなたは、ふだん学校
が っ こ う

の授業
じゅぎょう

以外
い が い

に、1日
にち

あたりどれくらいの時間
じ か ん

、勉強
べんきょう

をしますか。 

※学校
が っ こ う

の宿題
しゅくだい

をする時間
じ か ん

や、塾
じゅく

などでの勉強
べんきょう

時間
じ か ん

もふくみます。 

（a、b それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 
まったく 

しない 

30分
ぷん

より

少
す く

ない 

30分
ぷん

以上
い じ ょ う

 

1時間
じ か ん

より 

少
す く

ない 

1時間
じ か ん

以上
い じ ょ う

 

2時間
じ か ん

より 

少
す く

ない 

2時間
じ か ん

以上
い じ ょ う

 

3時間
じ か ん

より 

少
す く

ない 

3時間
じ か ん

 

以上
い じ ょ う

 

a） 
学校
が っ こ う

がある日
ひ

 

（月
げつ

～金曜日
き ん よ う び

） 
1 2 3 4 5 6 

b） 
学校
が っ こ う

がない日
ひ

 

（土
ど

・日曜日
に ち よ う び

・祝日
しゅくじつ

） 
1 2 3 4 5 6 
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問
と い

５ あなたの成績
せいせき

は、クラスの中
なか

でどのくらいだと思
おも

いますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

１ 上
う え

のほう 

２ やや上
う え

のほう 

３ まん中
なか

あたり 

４ やや下
し た

のほう 

５ 下
し た

のほう 

６ わからない 

 

問
と い

６ あなたは、学校
が っ こ う

の授業
じゅぎょう

の内容
ないよ う

がわからないことがありますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  いつもわかる        

 ２  だいたいわかる 

 ３  教科
き ょ う か

によってはわからないことがある 

 ４  わからないことが多
おお

い            →問
と い

７に進
すす

んでください。 

 ５  ほとんどわからない 

 

問
と い

７ 前
ま え

の質問
しつ もん

で「３～５」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

いつごろから、授業
じゅぎょう

の内容
ないよ う

でわからないことがあるようになりましたか。（あてはまるもの 1 つに○） 

１ 小学
しょうがく

１・２年生
ねんせい

のころ 

２ 小学
しょうがく

３・４年生
ねんせい

のころ 

３ 小学
しょうがく

５・６年生
ねんせい

のころ 

４ 中学
ちゅうがく

１年生
ねんせい

のころ 

５ 中学
ちゅうがく

２年生
ねんせい

になってから 

 

問
と い

８ あなたは、将来
しょうらい

、どの学校
が っ こ う

まで進学
し ん が く

したいですか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  中学校
ちゅうがっこう

まで 

 ２  高等
こ う と う

学校
が っ こ う

まで                          

 ３  短期
た ん き

大学
だ い が く

・５年制
ねんせい

の高等
こ う と う

専門
せんもん

学校
が っ こ う

・専門
せんもん

学校
が っ こ う

まで 

 ４  大学
だ い が く

またはそれ以上
い じ ょ う

 

 ５  まだわからない    →問
と い

10 に進
すす

んでください。 

 

問
と い

９ 前
ま え

の質問
しつ もん

で「１～４」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

その理由
り ゆ う

を答
こ た

えてください。（1～８については、あてはまるものすべてに○） 

 １  希望
き ぼ う

する学校
が っ こ う

や職業
しょくぎょう

があるから 

 ２  親
おや

がそう言
い

っているから  

 ３  兄
あに

・姉
あね

がそうしているから 

 ４  まわりの先輩
せんぱい

や友達
と も だ ち

がそうしているから 

 ５  自分
じ ぶ ん

の成績
せいせき

から考
かんが

えて 

 ６  家
いえ

にお金
かね

がないと思
おも

うから 

 ７  早
はや

く働
はたら

く必要
ひ つ よ う

があるから 

 ８  その他
た

 

 ９  特
と く

に理由
り ゆ う

はない 

→問
と い

８に進
すす

んでください。 

→問
と い

９に進
すす

んでください。 
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放課後
ほ う か ご

・休日
きゅうじつ

の過
す

ごし方
かた

 ついて 

問
と い

10 あなたは、平日
へいじつ

の放課後
ほ う か ご

（夕方
ゆうがた

６時
じ

くらいまで）はどこで過
す

ごしていますか。１週間
しゅうかん

のうち、一番
いちばん

多
おお

く過
す

ごす場所
ば し ょ

を１つ答
こ た

えてください。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  自分
じ ぶ ん

の家
いえ

 

 ２  友達
と も だ ち

・親
し ん

せきの家
いえ

 

 ３  塾
じゅく

・習
なら

いごと 

 ４  学校
が っ こ う

（児童
じ ど う

クラブ・部活動
ぶ か つ ど う

） 

 ５  吹奏
すい そ う

楽
が く

などの文化
ぶ ん か

活動
か つ ど う

 

 ６  スポーツ少年団
しょうねんだん

やクラブチーム 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

公園
こ う え ん

 

図書館
と し ょ か ん

 

市民
し み ん

センターなどの公共
こうきょう

施設
し せ つ

 

ショッピングセンターなどの商業
しょうぎょう

施設
し せ つ

 

その他
た

 

 

問
と い

11 あなたは、スポーツ少年団
しょうねんだん

やクラブチーム、吹奏
すい そ う

楽
が く

などの文化
ぶ ん か

活動
か つ ど う

、学校
が っ こ う

の部活動
ぶ か つ ど う

などに参加
さ ん か

し

ていますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  参加
さ ん か

している 

 ２  参加
さ ん か

していない 

 

問
と い

12 前
ま え

の質問
しつ もん

で「２ 参加
さ ん か

していない」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

参加
さ ん か

していない理由
り ゆ う

は何
なん

ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

問
と い

13 あなたは、休日
きゅうじつ

はだれと過
す

ごしますか。（あてはまるものすべてに○） 

 １  家族
か ぞ く

（祖父母
そ ふ ぼ

、親
し ん

せきなどもふくむ） 

 ２  児童
じ ど う

クラブ、部活動
ぶ か つ ど う

、その他
た

の施設
し せ つ

の先生
せんせい

 

 ３  その他
た

の大人
お と な

（近所
き ん じ ょ

の大人
お と な

、塾
じゅく

や習
なら

いごとの先生
せんせい

など） 

 ４  学校
が っ こ う

の友達
と も だ ち

 

 ５  学校
が っ こ う

以外
い が い

の友達
と も だ ち

 

 ６  一人
ひ と り

でいる 

 １  入
はい

りたい部活動
ぶ か つ ど う

・クラブなどがないから 

 ２  塾
じゅく

や習
なら

いごとが忙
いそが

しいから 

 ３  費用
ひ よ う

がかかるから 

 ４  家
いえ

の事情
じ じ ょ う

（家族
か ぞ く

の世話
せ わ

・家事
か じ

など）があるから 

 ５  一緒
い っ し ょ

に入
はい

る友達
と も だ ち

がいないから 

 ６  送迎
そ う げ い

などの行
い

く手段
し ゅ だ ん

がないから 

 ７  その他
た

 

→問
と い

13 に進
すす

んでください。 

→問
と い

12 に進
すす

んでください。 
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問
と い

14 あなたは、休日
きゅうじつ

はどこで過
す

ごしますか。一番
いちばん

多
おお

く過
す

ごす場所
ば し ょ

を１つ答
こ た

えてください。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  自分
じ ぶ ん

の家
いえ

 

 ２  友達
と も だ ち

・親
し ん

せきの家
いえ

 

 ３  塾
じゅく

・習
なら

いごと 

 ４  学校
が っ こ う

（児童
じ ど う

クラブ・部活動
ぶ か つ ど う

） 

 ５  吹奏
すい そ う

楽
が く

などの文化
ぶ ん か

活動
か つ ど う

 

 ６  スポーツ少年団
しょうねんだん

やクラブチーム 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

公園
こ う え ん

 

図書館
と し ょ か ん

 

市民
し み ん

センターなどの公共
こうきょう

施設
し せ つ

 

ショッピングセンターなどの商業
しょうぎょう

施設
し せ つ

 

その他
た

 

 

食事
し ょ く じ

や生活
せいかつ

のこ  ついて 

問
と い

15 あなたは週
しゅう

にどのくらい歯
は

みがきや入浴
にゅうよく

（風呂
ふ ろ

・シャワー）をしていますか。 

（a、b それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 
毎日
まいにち

している 

（週
しゅう

７日
にち

） 
週
しゅう

５～６日
にち

 週
しゅう

３～４日
にち

 

週
しゅう

１～２日
にち

、 

ほとんど 

していない 

a） 歯
は

みがき １ ２ ３ ４ 

b） 入浴
にゅうよく

（風呂
ふ ろ

・シャワー） １ ２ ３ ４ 

 

問
と い

16 あなたは週
しゅう

にどのくらい食事
し ょ く じ

をしていますか。（a～c それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 
毎日
まいにち

している 

（週
しゅう

７日
にち

） 
週
しゅう

５～６日
にち

 週
しゅう

３～４日
にち

 

週
しゅう

１～２日
にち

、 

ほとんど 

していない 

a） 朝食
ちょうしょく

 １ ２ ３ ４ 

b） 夕食
ゆうしょく

 １ ２ ３ ４ 

c） 夏休
なつやす

みや冬休
ふゆやす

みなどの期間
き か ん

の昼食
ちゅうしょく

 １ ２ ３ ４ 

 

問
と い

17 あなたは、ふだん（月曜日
げ つ よ う び

～金曜日
き ん よ う び

）、だれと夕食
ゆうしょく

を食
た

べていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 １  親
おや

 

 ２  兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

、祖父母
そ ふ ぼ

など 

 ３  家族
か ぞ く

以外
い が い

の人
ひ と

 

 ４  一人
ひ と り

で食
た

べる 

 ５  夕食
ゆうしょく

は食
た

べない 
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問
と い

18 あなたは、ふだん（月曜日
げ つ よ う び

～金曜日
き ん よ う び

）、ほぼ同
おな

じ時間
じ か ん

に寝
ね

ていますか。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

 

あ   相談
そ う だ ん

 き 相手
あ い て

 ついて 

問
と い

19 あなたに困
こ ま

っていることや悩
なや

みごとがあるとき、あなたが相談
そ う だ ん

できると思
おも

う人
ひ と

はだれですか。 

（1～9 については、あてはまるものすべてに○） 

 １  親
おや

  ７  スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど 

 ２  兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

  ８  その他
た

の大人
お と な

（児童
じ ど う

クラブ・塾
じゅく

・習
なら

いごとなどの先生
せんせい

、 

 ３  祖父母
そ ふ ぼ

など 地域
ち い き

の人
ひ と

など） 

 ４  学校
が っ こ う

の先生
せんせい

  ９  ネットで知
し

り合
あ

った人
ひ と

 

 ５  学校
が っ こ う

の友達
と も だ ち

  10  だれにも相談
そ う だ ん

できない、相談
そ う だ ん

したくない 

 ６  学校
が っ こ う

以外
い が い

の友達
と も だ ち

  

 

あ   ふだん考
かんが

えてい こ  ついて 

問
と い

20 全体
ぜんたい

として、あなたは最近
さ い きん

の生活
せいかつ

に、どのくらい満足
ま ん ぞ く

していますか。 

「０（まったく満足
ま ん ぞ く

していない）」から「10（十分
じゅうぶん

に満足
ま ん ぞ く

している）」の数字
す う じ

で答
こ た

えてください。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

０ まったく満足
ま ん ぞ く

していない 10 十分
じゅうぶん

に満足
ま ん ぞ く

している 

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

 

 １  そうである 

 ２  どちらかといえばそうである 

 ３  どちらかといえばそうではない 

 ４  そうではない 
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問
と い

21 下
し た

の a～o のそれぞれの質問
しつ もん

について、「１ あてはまらない」、「２ まああてはまる」、「３ あては

まる」のどれかから回答
か い と う

してください。答
こ た

えに自信
じ し ん

がなくても、あるいは、その質問
しつ もん

がばからしいと思
おも

え

たとしても、全部
ぜ ん ぶ

の質問
しつ もん

に答
こ た

えてください。あなたのここ半年
はん と し

くらいのことを考
かんが

えて答
こ た

えてください。 

（a～o それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 
あて 

はまらない 
まあ 

あてはまる 
あてはまる 

a） 
私
わたし

は、他人
た に ん

に対
たい

して親切
しんせつ

にするようにしている。 

私
わたし

は、他人
た に ん

の気持
き も

ちをよく考
かんが

える。 
１ ２ ３ 

b） 
私
わたし

は、よく頭
あたま

やお腹
なか

がいたくなったり、気持
き も

ちが悪
わる

くな

ったりする。 
１ ２ ３ 

c） 
私
わたし

は、他
ほか

の子
こ

どもたちと、食
た

べ物
もの

・ゲーム・文房具
ぶ ん ぼ う  

など

を分
わ

け合
あ

うことが多
おお

い。 
１ ２ ３ 

d） 
私
わたし

は、たいてい一人
ひ と り

でいる。だいたいいつも一人
ひ と り

で遊
あそ

ぶか、人
ひ と

と付
つ

き合
あ

うことを避
さ

ける。 
１ ２ ３ 

e） 私
わたし

は、心配
しんぱい

ごとが多
おお

く、いつも不安
ふ あ ん

だ。 １ ２ ３ 

f） 
私
わたし

は、誰
だれ

かが心
こころ

を痛
いた

めていたり、落
お

ち込
こ

んでいたり、 

嫌
いや

な思
おも

いをしているときなど、すすんで助
たす

ける。 
１ ２ ３ 

g） 私
わたし

は、仲
なか

の良
よ

い友達
と も だ ち

が少
す く

なくとも一人
ひ と り

はいる。 １ ２ ３ 

h） 
私
わたし

は、落
お

ち込
こ

んでしずんでいたり、涙
なみだ

 んだりすること

がよくある。 
１ ２ ３ 

i） 
私
わたし

は、同
おな

じくらいの年齢
ねんれい

の子
こ

どもからは、だいたいは好
す

かれている。 
１ ２ ３ 

j） 
私
わたし

は、新
あたら

しい場面
ば め ん

に直面
ちょくめん

すると不安
ふ あ ん

になり、自信
じ し ん

を

なくしやすい。 
１ ２ ３ 

k） 私
わたし

は、年下
と し し た

の子
こ

どもたちに対
たい

してやさしくしている。 １ ２ ３ 

l） 
私
わたし

は、他
ほか

の子
こ

どもから、いじめられたり、からかわれたり

する。 
１ ２ ３ 

m） 
私
わたし

は、自分
じ ぶ ん

からすすんでよくお手伝
て つ だ

いをする 

（親
おや

・先生
せんせい

・他
ほか

の子
こ

どもたちなど）。 
１ ２ ３ 

n） 私
わたし

は、他
ほか

の子
こ

どもたちより、大人
お と な

といる方
ほ う

がうまくいく。 １ ２ ３ 

o） 私
わたし

は、こわがりで、す におびえたりする。 １ ２ ３ 
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問
と い

22 あなたは今
いま

までに、下
し た

の a～h のようなことがありましたか。あてはま 個 
こ す う

を答
こ た

えてください。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

※悩
なや

んでいたり、つらい気持
き も

ちの時
と き

は、学校
が っ こ う

のスクールカウンセラーや次
つぎ

の窓口
ま ど  ち

に相談
そ う だ ん

してみてください。 

 

 

 １  ひとつもあてはまらない（０個
こ

） 

 ２  １～２個
こ

あてはまる 

 ３  ３～４個
こ

あてはまる 

 ４  ５～７個
こ

あてはまる 

 ５  すべてあてはまる（８個
こ

） 

 

ａ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる大人
お と な

から、あなたの悪口
わ る  ち

を言
い

われる、けなされる、恥
はじ

をかかされる、または、

身体
か ら だ

を傷
きず

つけられる危険
き け ん

を感
かん

じるようなふるまいをされることがよくある 

ｂ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる大人
お と な

から、押
お

される、つかまれる、たたかれる、物
もの

を 
な

げつけられるといったことが

よくある。または、けがをするほど強
つ よ

くな られたことが一度
い ち ど

でもある 

ｃ 家族
か ぞ く

のだれからも愛
あい

されていない、大切
たいせつ

にされていない、支
さ さ

えてもらえていないと感
かん

じたりすること

がある 

ｄ 必要
ひ つ よ う

な食事
し ょ く じ

や衣服
い ふ く

を与
あた

えられなかったり、自分
じ ぶ ん

を守
ま も

ってくれる人
ひ と

はだれもいないと感
かん

じることがあ

る 

ｅ 両親
りょうしん

が、別居
べ っ き ょ

または離婚
り こ ん

をしたことが一度
い ち ど

でもある 

ｆ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる家族
か ぞ く

が、だれかに押
お

されたり、つかまれたり、けられたりしたことがよくある、また

は、くり返
かえ

しな られたり、刃物
は も の

などでおどされたりしたことが一度
い ち ど

でもある 

ｇ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる人
ひ と

に、お酒
さ け

を飲
の

んだり薬物
や く ぶ つ

などで自身
じ し ん

の生活
せいかつ

や人間
にんげん

関係
かんけい

を損
そ こ

なうようなふるま

いをした人
ひ と

がいる 

ｈ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる人
ひ と

に、うつ病
びょう

やその他
た

の心
こころ

の病気
び ょ う き

の人
ひ と

、または自殺
じ さ つ

しようとした人がいる 

 チ イル  イン 

             

 後
ご ご

４時
じ

から 後
ご ご

 時
じ

まで 

18 さいまでの子
こ

どもが相談
そ う だ ん

できる窓口
ま ど  ち

 

     
じ か ん

子 
こ ど も

    イ ル 

             

いじめで困
こ ま

ったり、不安
ふ あ ん

があったりしたら 

まいにち何時
な ん じ

でも相談
そ う だ ん

できる窓口
ま ど  ち

 

 つ   やま     相談
そ う だ ん

 

電話
で ん わ

では話
はな

しにくいことも相談
そ う だ ん

できる     アカウント 

まいにち何時
な ん じ

でも相談
そ う だ ん

できる 

    アプリで友達
と も だ ち

 加
つ い か

 

  ン    ン・やま   

             

            （ 帯
けいたい

電話
で ん わ

 らはこ ら） 

学校
が っ こ う

、家庭
か て い

、友達
と も だ ち

、ネットの悩
なや

みを 

まいにち何時
な ん じ

でも相談
そ う だ ん

できる 

 



 

244 

 

支援
し え ん

 所
ば し ょ

の利用
り よ う

 ついて 

問
と い

23 あなたは、下
し た

の a～d のような場所
ば し ょ

を利用
り よ う

したことがありますか。また、利用
り よ う

したことがない場合
ば あ い

、

今後
こ ん ご

利用
り よ う

したいと思
おも

いますか。（a～d それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 利用
り よ う

した 

ことがある 

利用
り よ う

したことがない 

あれば利用
り よ う

したいと思
おも

う 

今後
こ ん ご

も 

利用
り よ う

したい 

と思
おも

わない 

今後
こ ん ご

利用
り よ う

 

したいかどうか 

わからない 

a） 
(自分
じ ぶ ん

や親
し ん

せき、友人
ゆ う じ ん

の家
いえ

以外
い が い

で)平日
へいじつ

の夜
よ る

や休日
きゅうじつ

を過
す

ごすことができる場所
ば し ょ

 
1 2 3 4 

b） 

(自分
じ ぶ ん

や友人
ゆ う じ ん

の家
いえ

以外
い が い

で)ごはんを無料
む り ょ う

か安
やす

く食
た

べることができる場所
ば し ょ

(子
こ

ども食堂
しょ くどう

など) 

1 2 3 4 

c） 勉強
べんきょう

を無料
む り ょ う

でみてくれる場所
ば し ょ

 1 2 3 4 

d） 
(家
いえ

や学校
が っ こ う

以外
い が い

で)何
なん

でも相談
そ う だ ん

できる場所
ば し ょ

 

(電話
で ん わ

やネットの相談
そ う だ ん

をふくむ) 
1 2 3 4 

 

 

問
と い

24 前
ま え

の質問
しつ もん

で、1 つでも「１ 利用
り よ う

したことがある」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

そこを利用
り よ う

したことで、変化
へ ん か

したことはありましたか。 

（1～８については、あてはまるものすべてに○） 

 １  友達
と も だ ち

が増
ふ

えた 

 ２  気軽
き が る

に話
はな

せる大人
お と な

が増
ふ

えた 

 ３  生活
せいかつ

の中
なか

で楽
たの

しみなことが増
ふ

えた 

 ４  ほっとできる時間
じ か ん

が増
ふ

えた 

 ５  栄養
え い よ う

のある食事
し ょ く じ

をとることが増
ふ

えた 

 ６  勉強
べんきょう

がわかるようになった 

 ７  勉強
べんきょう

する時間
じ か ん

が増
ふ

えた 

 ８  その他
た

 

 ９  特
と く

に変化
へ ん か

はない 
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あ   ふだん使
つか

 てい もの ついて 

問
と い

25 あなたには、自分
じ ぶ ん

が使
つか

うことができる、下
し た

の a～d のものがありますか。ある場合
ば あ い

は「１ ある」に○を

つけてください。ない場合
ば あ い

は、それがほしいものであれば「２ ほしい」、いらないと思
おも

うものであれば

「３ ほしくない」に○をつけてください。（a～d それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 ある 
ない 

ほしい ほしくない 

a） 
自宅
じ た く

でインターネットにつながるパソコン、タブレット 

（学校
が っ こ う

の一人
ひ と り

１台
だい

端末
たんまつ

はのぞく） 
１ ２ ３ 

b） ゲーム機
き

 １ ２ ３ 

c） スマートフォン １ ２ ３ 

d） 携帯
けいたい

音楽
お ん が く

プレーヤー １ ２ ３ 

 

 ン ケア ー ついて 

問
と い

26 あなたは、ヤングケアラーという言葉
こ と ば

を聞
き

いたことがありますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

※ヤングケアラーとは、ふつう大人
お と な

が行
おこな

うような家事
か じ

や家族
か ぞ く

の世話
せ わ

などを日常的
にちじょうてき

に行
おこな

っていることに

より、自分
じ ぶ ん

のやりたいことができないなど、子
こ

どもの権利
け ん り

が守
ま も

られていないと思
おも

われる 18歳
さ い

未満
み ま ん

の

子
こ

どもをいいます。 

 １  聞
き

いたことがあり、内容
ないよ う

も知
し

っている 

 ２  聞
き

いたことはあるが、よく知
し

らない 

 ３  聞
き

いたことはない 

 

問
と い

27 あなたは自分
じ ぶ ん

が「ヤングケアラー」にあてはまると思
おも

いますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  あてはまる      →問
と い

28 に進
すす

んでください。 

 ２  あてはまらない 

 ３  わからない 

 

→質問
し つも ん

は以上
い じ ょ う

 す  ご協 
きょうりょく

あり   ございまし   
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問
と い

28 前
ま え

の質問
しつ もん

で「１ あてはまる」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

あなたはふだん、どのようなことをしていますか。（あてはまるものすべてに○） 

※この質問
しつ もん

でいう「世話
せ わ

」とは、ふつう大人
お と な

が行
おこな

うような家事
か じ

や家族
か ぞ く

の世話
せ わ

のことを指
さ

します。 

 １  障
しょう

害
がい

や病気
び ょ う き

のある家族
か ぞ く

に代
か

わり、買
か

い物
もの

・料理
り ょ う り

・掃除
そ う じ

・洗濯
せ ん た く

などの家事
か じ

をしている 

 ２  家族
か ぞ く

に代
か

わり、幼
おさな

い兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

の世話
せ わ

をしている 

 ３  障害
しょうがい

や病気
び ょ う き

のある兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

の世話
せ わ

や見守
み ま も

りをしている 

 ４  目
め

を離
はな

せない家族
か ぞ く

の見守
み ま も

りや声
こ え

かけなどの気
き

づかいをしている 

 ５  日本語
に ほ ん ご

が話
はな

せない家族
か ぞ く

や障害
しょうがい

のある家族
か ぞ く

のために通訳
つ う や く

をしている 

 ６  アルコール・薬物
や く ぶ つ

・ギャンブル問題
もんだい

を抱
かか

える家族
か ぞ く

に対応
たい お う

している 

 ７  がん・難病
なんびょう

・精神
せいしん

疾患
し っ か ん

など慢性的
まんせいてき

な病気
び ょ う き

の家族
か ぞ く

の看病
かんびょう

をしている 

 ８  障害
しょうがい

や病気
び ょ う き

のある家族
か ぞ く

の身
み

の回
まわ

りの世話
せ わ

をしている 

 ９  障害
しょうがい

や病気
び ょ う き

のある家族
か ぞ く

の入浴
にゅうよく

やトイレの介助
か い じ ょ

をしている 

 

問
と い

29 問
と い

27 で「１ あてはまる」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

平日
へいじつ

１日
にち

あたりどのくらい家族
か ぞ く

の世話
せ わ

などに時間
じ か ん

をつかっていますか。（あてはまるもの１つに○） 

 

問
と い

30 問
と い

27 で「１ あてはまる」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

家族
か ぞ く

の世話
せ わ

などをしているために、やりたいことでできていないことはありますか。 

（１～5 については、あてはまるものすべてに○） 

 １  学校
が っ こ う

に行
い

きたくても行
い

けない 

 ２  宿題
しゅくだい

など勉強
べんきょう

する時間
じ か ん

がとれない 

 ３  十分
じゅうぶん

な睡眠
すいみん

がとれない 

 ４  友達
と も だ ち

と遊
あそ

ぶ時間
じ か ん

がとれない 

 ５  自分
じ ぶ ん

の時間
じ か ん

がとれない 

 ６  特
と く

にない 

 

 

質問
しつもん

は以上
いじょう

 す  

ご協 
きょうりょく

あり   ございまし   

 １  １時間
じ か ん

未満
み ま ん

 

 ２  １～３時間
じ か ん

未満
み ま ん

 

 ３  ３～７時間
じ か ん

未満
み ま ん

 

 ４  ７時間
じ か ん

以上
い じ ょ う

 

 ５  わからない 
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令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

 周南市
し ゅ う な ん し

子
こ

どもの生活
せいかつ

状況
じょうきょう

調査
ち ょ う さ

 

【小学生
しょうがくせい

票
ひょう

】 

調査
ち ょ う さ

 のご協 
きょうりょく

のお願
ね が

い 

・ この調査
ち ょ う さ

は、みなさんが周南市
し ゅ う な ん し

で、どんなことをしたり、感
かん

じたりして暮
く

らしているのかをたずねるものです。

周南市
し ゅ う な ん し

は、この調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

を参考
さ ん こ う

にして、みなさんのために何
なに

ができるかを考
かんが

えていきますので、ご協力
きょうりょく

をお願
ねが

いします。 

実施
じ っ し

方法
ほ う ほ う

・データの取扱
と りあつか

い 

・ この調査
ち ょ う さ

票
ひょう

の回答
か い と う

は、あなたが自分
じ ぶ ん

で書
か

いてください。安心
あ ん し ん

して答
こ た

えられるよう、おうちの方
か た

や学校
が っ こ う

の

先生
せ ん せ い

には見
み

せないでください。 

・ 名前
な ま え

は、書
か

かないでください。 

・ 自分
じ ぶ ん

の思
お も

う答
こ た

えを書
か

いてください。まちがった答
こ た

えや、正
た だ

しい答
こ た

えはありません。答
こ た

えたくない質問
しつ もん

には

答
こ た

えず、次
つぎ

に進
すす

んでください。 

・ この調査
ち ょ う さ

票
ひょう

は、調査
ち ょ う さ

の目的
も く て き

以外
い が い

には使用
し よ う

しません。また、この調査
ち ょ う さ

票
ひょう

では名前
な ま え

を書
か

かないので、あな

たがどのように答
こ た

えたかは、だれにもわかりません。 

回答
か い と う

方法
ほ う ほ う

 

・ 「紙
かみ

への記入
き に ゅ う

による回答
か い と う

」、「インターネットによる回答
か い と う

」のいずれかで回答
か い と う

してください。詳
く わ

しい回答
か い と う

方法
ほ うほ う

は次
つぎ

のページをご確認
か く に ん

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                     回答
か い と う

方法
ほ う ほ う

は次
つぎ

のページをご覧
ら ん

ください

ID Hsk0001 パスワード N9xBFh 

・この調査
ち ょ う さ

は周南
しゅうなん

市役所
し や く し ょ

が実施
じ っ し

します。 

・調査
ち ょ う さ

に関
か ん

するお問合
と い あ わ

せは、学校
が っ こ う

ではなく、周南市
し ゅ う な ん し

こども未来
み ら い

部
ぶ

 あんしん子育
こ そ だ

て推進課
す い し ん か

までお願
ねが

いします。 

・この調査
ち ょ う さ

は、周南
しゅうなん

市
し

こども未来
み ら い

部
ぶ

 あんしん子育
こ そ だ

て推進課
す い し ん か

から委託
い た く

を受
う

けて株式
かぶしき

会社
が い しゃ

サーベイリサーチセン

ターが実施
じ っ し

しています。 

◆お問
と い

合
あわ

せ先
さ き

 

周南
しゅうなん

市
し

こども未来部
み ら い ぶ

 あんしん子育
こ そ だ

て推進課
す い し ん か

（8：30～17：15 土日
ど に ち

・祝日
しゅくじつ

を除
のぞ

く） 

電
でん

 話
わ

：0834-22-8452  メール：anshinkosodate@city.shunan.lg.jp 

◆調査
ち ょ う さ

実施
じ っ し

機関
き か ん

 

株式
かぶしき

会社
がい し ゃ

サーベイリサーチセンター 広島
ひ ろ し ま

事務所
じ む し ょ

 

〒730-0032 広島県
ひろしまけん

広島市中区
ひ ろ し ま し な か く

立町
たてまち

2-29 朝日
あ さ ひ

NX広島
ひ ろ し ま

ビル３階
かい

 

 

 

３ 小学生調査票 
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・ボールペン・  
えん つ

などで、回答
か い と う

の番 
ばん ごう

に○をつけてください。 

・質問
しつ もん

文
ぶん

の終
お

わりに「あてはまるもの 1 つに○」、「あてはまるものすべてに○」などと書
か

いてありますので、

それにしたがって○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 
かみ

の調査票
ちょうさひょう

 回答
か い と う

し  合
ば あ い

は インター    は回答
か い と う

し い ください。 

・あ    お  の方
かた

の   ど ら の方
かた

 インター    回答
か い と う

す  合
ば あ い

は  

 
かみ

 回答
か い と う

し 調査票
ちょうさひょう

の   
ふ う と う

  
い

 て 
お く

 てください  

 
かみ

 の  
き に ゅ う

   回答
か い と う

方法
ほ う ほ う

 

【保護者
ほ ご し ゃ

票
ひょう

】 

（白色
し ろ いろ

） 

 

保護者
ほ ご し ゃ

用
よ う

 

封筒
ふ う と う

 

（ 色
ち ゃい ろ

） 

周南市
し ゅ うな ん し

 

子
こ

どもの生活
せいかつ

状況
じょうきょう

調査
ち ょ う さ

 

提出用
ていしゅつよう

封筒
ふ う と う

 

【子
こ

ども票
ひょう

】 

（水色
みずいろ

） 

 

子
こ

ども用
よ う

 

封筒
ふ う と う

 

【保護者
ほ ご し ゃ

票
ひょう

】を 
お

りたたんで 

【保護者
ほ ご し ゃ

用
よ う

封筒
ふ う と う

】へ入
い

れる 

【子
こ

ども票
ひょう

】を 
お

りたたんで 

【子
こ

ども用
よ う

封筒
ふ う と う

】へ入
い

れる 

【子
こ

ども用
よ う

封筒
ふ う と う

】と【保護者
ほ ご し ゃ

用
よ う

封筒
ふ う と う

】を 

一緒
い っ し ょ

に【提出用
ていしゅつよう

封筒
ふ う と う

】  色
ち ゃ い ろ

 へ入
い

れ、 

封
ふ う

をして、ポストに  
と う か ん

してください。 

※切手
き っ て

は不要
ふ よ う

です 

 

・下
し た

の    にアクセスするか、 次 
に じ げ ん

コードを読
よ

み取
と

り、  とパスワードを入力
にゅうりょく

して回答
か い と う

してください。 

 

                                       1          
 

・  とパスワードは表紙
ひ ょ う し

の 上
みぎうえ

に書
か

かれています。 

※  ・パスワードは、回答
か い と う

の重複
ちょうふく

を 
ふせ

 ために使用
し よ う

するものであり、 

個人
こ じ ん

を特定
と く て い

するものではありません。 

 

・インター    回答
か い と う

し  合
ば あ い

は  
かみ

の調査票
ちょうさひょう

 は回答
か い と う

し い ください。 

インター      回答
か い と う

方法
ほ う ほ う

 

（白色
し ろ いろ

） 

（水色
みずいろ

） 
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あ  のこ  ついて 

問
と い

１ あなたの性別
せいべつ

を教
お し

えてください。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  男
おとこ

  ２  女
おんな

  ３  その他
た

・答
こ た

えたくない 

 

問
と い

２ あなたの住
す

んでいる小学校区
し ょ う が っ こ う く

を教
お し

えてください。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １ 徳山
と く や ま

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ２ 遠石
と い し

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ３ 今宿
いまじゅく

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ４ 久米
く め

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ５ 菊川
き く が わ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ６ 櫛
くしが

浜
はま

小学校
しょうがっこう

区
く

 

 ７ 夜
や

市
じ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

８ 戸田
へ た

小学校
しょうがっこう

区
く

 

９ 湯野
ゆ の

小学校
しょうがっこう

区
く

 

10 岐山
き さ ん

小学校
しょうがっこう

区
く

 

11 須磨
す ま

小学校
しょうがっこう

区
く

 

12 沼城
ぬ ま ぎ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

13 周
しゅう

陽
よ う

小学校
しょうがっこう

区
く

 

14 桜木
さ く ら ぎ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

15 秋月
あきづき

小学校
しょうがっこう

区
く

 

16 鼓南
こ な ん

小学校
しょうがっこう

区
く

 

17 富田
と ん だ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

区
く

 

18 富田
と ん だ

西
に し

小学校
しょうがっこう

区
く

 

19 福川
ふ く が わ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

20 和田
わ だ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

21 福川
ふ く が わ

南
みなみ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

22 三丘
み つ お

小学校
しょうがっこう

区
く

 

23 高水
たかみず

小学校
しょうがっこう

区
く

 

24 勝間
か つ ま

小学校
しょうがっこう

区
く

 

25 大河内
お お か わ ち

小学校
しょうがっこう

区
く

 

26 八代
や し ろ

小学校
しょうがっこう

区
く

 

27 鹿野
か の

小学校
しょうがっこう

区
く

 

   学校
が っ こ う

や勉強
べんきょう

のこ  ついて 

問
と い

３ あなたは、ふだん学校
が っ こ う

の授業
じゅぎょう

以外
い が い

で、どのように勉強
べんきょう

をしていますか。 

※勉強
べんきょう

には学校
が っ こ う

の宿題
しゅくだい

もふくみます。（1～8 については、あてはまるものすべてに○） 

 １  自分
じ ぶ ん

で勉強
べんきょう

する 

 ２  塾
じゅく

で勉強
べんきょう

する 

 ３  学校
が っ こ う

の補習
ほ し ゅ う

を受
う

ける 

 ４  家庭
か て い

教師
き ょ う し

に教
お し

えてもらう 

 ５  地域
ち い き

の人
ひ と

などが行
おこな

う無料
む り ょ う

の勉強会
べんきょうかい

に 

参加
さ ん か

する 

 ６  家
いえ

の人
ひ と

に教
お し

えてもらう 

 ７  友達
と も だ ち

と勉強
べんきょう

する 

 ８  その他
た

 

 ９  学校
が っ こ う

の授業
じゅぎょう

以外
い が い

で勉強
べんきょう

はしない 

 

問
と い

４ あなたは、ふだん学校
が っ こ う

の授業
じゅぎょう

以外
い が い

に、1日
にち

あたりどれくらいの時間
じ か ん

、勉強
べんきょう

をしますか。 

※学校
が っ こ う

の宿題
しゅくだい

をする時間
じ か ん

や、塾
じゅく

などでの勉強
べんきょう

時間
じ か ん

もふくみます。 

（a、b それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 
まったく 

しない 

30分
ぷん

より

少
す く

ない 

30分
ぷん

以上
い じ ょ う

 

1時間
じ か ん

より 

少
す く

ない 

1時間
じ か ん

以上
い じ ょ う

 

2時間
じ か ん

より 

少
す く

ない 

2時間
じ か ん

以上
い じ ょ う

 

3時間
じ か ん

より 

少
す く

ない 

3時間
じ か ん

 

以上
い じ ょ う

 

a） 
学校
が っ こ う

がある日
ひ

 

（月
げつ

～金曜日
き ん よ う び

） 
1 2 3 4 5 6 

b） 
学校
が っ こ う

がない日
ひ

 

（土
ど

・日曜日
に ち よ う び

・祝日
しゅくじつ

） 
1 2 3 4 5 6 
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問
と い

５ あなたの成績
せいせき

は、クラスの中
なか

でどのくらいだと思
おも

いますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

１ 上
う え

のほう 

２ やや上
う え

のほう 

３ まん中
なか

あたり 

４ やや下
し た

のほう 

５ 下
し た

のほう 

６ わからない 

 

問
と い

６ あなたは、学校
が っ こ う

の授業
じゅぎょう

の内容
ないよ う

がわからないことがありますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  いつもわかる        

 ２  だいたいわかる 

 ３  教科
き ょ う か

によってはわからないことがある 

 ４  わからないことが多
おお

い            →問
と い

７に進
すす

んでください。 

 ５  ほとんどわからない 

 

問
と い

７ 前
ま え

の質問
しつ もん

で「３～５」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

いつごろから、授業
じゅぎょう

の内容
ないよ う

でわからないことがあるようになりましたか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  １・２年生
ねんせい

のころ 

 ２  ３年生
ねんせい

のころ 

 ３  ４年生
ねんせい

のころ 

 ４  ５年生
ねんせい

になってから 

 

問
と い

８ あなたは、将来
しょうらい

、どの学校
が っ こ う

まで進学
し ん が く

したいですか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  中学校
ちゅうがっこう

まで 

 ２  高等
こ う と う

学校
が っ こ う

まで                          

 ３  短期
た ん き

大学
だ い が く

・５年制
ねんせい

の高等
こ う と う

専門
せんもん

学校
が っ こ う

・専門
せんもん

学校
が っ こ う

まで 

 ４  大学
だ い が く

またはそれ以上
い じ ょ う

 

 ５  まだわからない    →問
と い

10 に進
すす

んでください。 

 

問
と い

９ 前
ま え

の質問
しつ もん

で「１～４」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

その理由
り ゆ う

を答
こ た

えてください。（1～８については、あてはまるものすべてに○） 

 １  希望
き ぼ う

する学校
が っ こ う

や職業
しょくぎょう

があるから 

 ２  親
おや

がそう言
い

っているから  

 ３  兄
あに

・姉
あね

がそうしているから 

 ４  まわりの先輩
せんぱい

や友達
と も だ ち

がそうしているから 

 ５  自分
じ ぶ ん

の成績
せいせき

から考
かんが

えて 

 ６  家
いえ

にお金
かね

がないと思
おも

うから 

 ７  早
はや

く働
はたら

く必要
ひ つ よ う

があるから 

 ８  その他
た

 

 ９  特
と く

に理由
り ゆ う

はない 

→問
と い

８に進
すす

んでください。 

→問
と い

９に進
すす

んでください。 
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放課後
ほ う か ご

・休日
きゅうじつ

の過
す

ごし方
かた

 ついて 

問
と い

10 あなたは、平日
へいじつ

の放課後
ほ う か ご

（夕方
ゆうがた

６時
じ

くらいまで）はどこで過
す

ごしていますか。１週間
しゅうかん

のうち、一番
いちばん

多
おお

く過
す

ごす場所
ば し ょ

を１つ答
こ た

えてください。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  自分
じ ぶ ん

の家
いえ

 

 ２  友達
と も だ ち

・親
し ん

せきの家
いえ

 

 ３  塾
じゅく

・習
なら

いごと 

 ４  学校
が っ こ う

（児童
じ ど う

クラブ・放課後
ほ う か ご

子供
こ ど も

教室
きょうしつ

） 

 ５  吹奏
すい そ う

楽
が く

などの文化
ぶ ん か

活動
か つ ど う

 

 ６  スポーツ少年団
しょうねんだん

やクラブチーム 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

公園
こ う え ん

 

図書館
と し ょ か ん

 

市民
し み ん

センターなどの公共
こうきょう

施設
し せ つ

 

ショッピングセンターなどの商業
しょうぎょう

施設
し せ つ

 

その他
た

 

 

問
と い

11 あなたは、スポーツ少年団
しょうねんだん

やクラブチーム、吹奏
すい そ う

楽
が く

などの文化
ぶ ん か

活動
か つ ど う

に参加
さ ん か

していますか。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  参加
さ ん か

している 

 ２  参加
さ ん か

していない 

 

問
と い

12 前
ま え

の質問
しつ もん

で「２ 参加
さ ん か

していない」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

参加
さ ん か

していない理由
り ゆ う

は何
なん

ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

問
と い

13 あなたは、休日
きゅうじつ

はだれと過
す

ごしますか。（あてはまるものすべてに○） 

 １  家族
か ぞ く

（祖父母
そ ふ ぼ

、親
し ん

せきなどもふくむ） 

 ２  児童
じ ど う

クラブ、その他
た

の施設
し せ つ

の先生
せんせい

 

 ３  その他
た

の大人
お と な

（近所
き ん じ ょ

の大人
お と な

、塾
じゅく

や習
なら

いごとの先生
せんせい

など） 

 ４  学校
が っ こ う

の友達
と も だ ち

 

 ５  学校
が っ こ う

以外
い が い

の友達
と も だ ち

 

 ６  一人
ひ と り

でいる 

 １  参加
さ ん か

したい活動
か つ ど う

・クラブなどがないから 

 ２  塾
じゅく

や習
なら

いごとが忙
いそが

しいから 

 ３  費用
ひ よ う

がかかるから 

 ４  家
いえ

の事情
じ じ ょ う

（家族
か ぞ く

の世話
せ わ

・家事
か じ

など）があるから 

 ５  一緒
い っ し ょ

に入
はい

る友達
と も だ ち

がいないから 

 ６  送迎
そ う げ い

などの行
い

く手段
し ゅ だ ん

がないから 

 ７  その他
た

 

→問
と い

13 に進
すす

んでください。 

→問
と い

12 に進
すす

んでください。 
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問
と い

14 あなたは、休日
きゅうじつ

はどこで過
す

ごしますか。一番
いちばん

多
おお

く過
す

ごす場所
ば し ょ

を１つ答
こ た

えてください。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  自分
じ ぶ ん

の家
いえ

 

 ２  友達
と も だ ち

・親
し ん

せきの家
いえ

 

 ３  塾
じゅく

・習
なら

いごと 

 ４  学校
が っ こ う

（児童
じ ど う

クラブ・放課後
ほ う か ご

子供
こ ど も

教室
きょうしつ

） 

 ５  吹奏
すい そ う

楽
が く

などの文化
ぶ ん か

活動
か つ ど う

 

 ６  スポーツ少年団
しょうねんだん

やクラブチーム 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

公園
こ う え ん

 

図書館
と し ょ か ん

 

市民
し み ん

センターなどの公共
こうきょう

施設
し せ つ

 

ショッピングセンターなどの商業
しょうぎょう

施設
し せ つ

 

その他
た

 

 

食事
し ょ く じ

や生活
せいかつ

のこ  ついて 

問
と い

15 あなたは週
しゅう

にどのくらい歯
は

みがきや入浴
にゅうよく

（風呂
ふ ろ

・シャワー）をしていますか。 

（a、b それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 
毎日
まいにち

している 

（週
しゅう

７日
にち

） 
週
しゅう

５～６日
にち

 週
しゅう

３～４日
にち

 

週
しゅう

１～２日
にち

、 

ほとんど 

していない 

a） 歯
は

みがき １ ２ ３ ４ 

b） 入浴
にゅうよく

（風呂
ふ ろ

・シャワー） １ ２ ３ ４ 

 

問
と い

16 あなたは週
しゅう

にどのくらい食事
し ょ く じ

をしていますか。（a～c それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 
毎日
まいにち

している 

（週
しゅう

７日
にち

） 
週
しゅう

５～６日
にち

 週
しゅう

３～４日
にち

 

週
しゅう

１～２日
にち

、 

ほとんど 

していない 

a） 朝食
ちょうしょく

 １ ２ ３ ４ 

b） 夕食
ゆうしょく

 １ ２ ３ ４ 

c） 夏休
なつやす

みや冬休
ふゆやす

みなどの期間
き か ん

の昼食
ちゅうしょく

 １ ２ ３ ４ 

 

問
と い

17 あなたは、ふだん（月曜日
げ つ よ う び

～金曜日
き ん よ う び

）、だれと夕食
ゆうしょく

を食
た

べていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 １  親
おや

 

 ２  兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

、祖父母
そ ふ ぼ

など 

 ３  家族
か ぞ く

以外
い が い

の人
ひ と

 

 ４  一人
ひ と り

で食
た

べる 

 ５  夕食
ゆうしょく

は食
た

べない 
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問
と い

18 あなたは、ふだん（月曜日
げ つ よ う び

～金曜日
き ん よ う び

）、ほぼ同
おな

じ時間
じ か ん

に寝
ね

ていますか。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

 

あ   相談
そ う だ ん

 き 相手
あ い て

 ついて 

問
と い

19 あなたに困
こ ま

っていることや悩
なや

みごとがあるとき、あなたが相談
そ う だ ん

できると思
おも

う人
ひ と

はだれですか。 

（1～9 については、あてはまるものすべてに○） 

 １  親
おや

  ７  スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど 

 ２  兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

  ８  その他
た

の大人
お と な

（児童
じ ど う

クラブ・塾
じゅく

・習
なら

いごとなどの先生
せんせい

、 

 ３  祖父母
そ ふ ぼ

など 地域
ち い き

の人
ひ と

など） 

 ４  学校
が っ こ う

の先生
せんせい

  ９  ネットで知
し

り合
あ

った人
ひ と

 

 ５  学校
が っ こ う

の友達
と も だ ち

  10  だれにも相談
そ う だ ん

できない、相談
そ う だ ん

したくない 

 ６  学校
が っ こ う

以外
い が い

の友達
と も だ ち

  

 

あ   ふだん考
かんが

えてい こ  ついて 

問
と い

20 全体
ぜんたい

として、あなたは最近
さ い きん

の生活
せいかつ

に、どのくらい満足
ま ん ぞ く

していますか。 

「０（まったく満足
ま ん ぞ く

していない）」から「10（十分
じゅうぶん

に満足
ま ん ぞ く

している）」の数字
す う じ

で答
こ た

えてください。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

０ まったく満足
ま ん ぞ く

していない 10 十分
じゅうぶん

に満足
ま ん ぞ く

している 

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

 

 １  そうである 

 ２  どちらかといえばそうである 

 ３  どちらかといえばそうではない 

 ４  そうではない 
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問
と い

21 下
し た

の a～o のそれぞれの質問
しつ もん

について、「１ あてはまらない」、「２ まああてはまる」、「３ あては

まる」のどれかから回答
か い と う

してください。答
こ た

えに自信
じ し ん

がなくても、あるいは、その質問
しつ もん

がばからしいと思
おも

え

たとしても、全部
ぜ ん ぶ

の質問
しつ もん

に答
こ た

えてください。あなたのここ半年
はん と し

くらいのことを考
かんが

えて答
こ た

えてください。 

（a～o それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 
あて 

はまらない 
まあ 

あてはまる 
あてはまる 

a） 
私
わたし

は、他人
た に ん

に対
たい

して親切
しんせつ

にするようにしている。 

私
わたし

は、他人
た に ん

の気持
き も

ちをよく考
かんが

える。 
１ ２ ３ 

b） 
私
わたし

は、よく頭
あたま

やお腹
なか

がいたくなったり、気持
き も

ちが悪
わる

くな

ったりする。 
１ ２ ３ 

c） 
私
わたし

は、他
ほか

の子
こ

どもたちと、食
た

べ物
もの

・ゲーム・文房具
ぶ ん ぼ う  

など

を分
わ

け合
あ

うことが多
おお

い。 
１ ２ ３ 

d） 
私
わたし

は、たいてい一人
ひ と り

でいる。だいたいいつも一人
ひ と り

で遊
あそ

ぶか、人
ひ と

と付
つ

き合
あ

うことを避
さ

ける。 
１ ２ ３ 

e） 私
わたし

は、心配
しんぱい

ごとが多
おお

く、いつも不安
ふ あ ん

だ。 １ ２ ３ 

f） 
私
わたし

は、誰
だれ

かが心
こころ

を痛
いた

めていたり、落
お

ち込
こ

んでいたり、 

嫌
いや

な思
おも

いをしているときなど、すすんで助
たす

ける。 
１ ２ ３ 

g） 私
わたし

は、仲
なか

の良
よ

い友達
と も だ ち

が少
す く

なくとも一人
ひ と り

はいる。 １ ２ ３ 

h） 
私
わたし

は、落
お

ち込
こ

んでしずんでいたり、涙
なみだ

 んだりすること

がよくある。 
１ ２ ３ 

i） 
私
わたし

は、同
おな

じくらいの年齢
ねんれい

の子
こ

どもからは、だいたいは好
す

かれている。 
１ ２ ３ 

j） 
私
わたし

は、新
あたら

しい場面
ば め ん

に直面
ちょくめん

すると不安
ふ あ ん

になり、自信
じ し ん

を

なくしやすい。 
１ ２ ３ 

k） 私
わたし

は、年下
と し し た

の子
こ

どもたちに対
たい

してやさしくしている。 １ ２ ３ 

l） 
私
わたし

は、他
ほか

の子
こ

どもから、いじめられたり、からかわれたり

する。 
１ ２ ３ 

m） 
私
わたし

は、自分
じ ぶ ん

からすすんでよくお手伝
て つ だ

いをする 

（親
おや

・先生
せんせい

・他
ほか

の子
こ

どもたちなど）。 
１ ２ ３ 

n） 私
わたし

は、他
ほか

の子
こ

どもたちより、大人
お と な

といる方
ほ う

がうまくいく。 １ ２ ３ 

o） 私
わたし

は、こわがりで、す におびえたりする。 １ ２ ３ 
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問
と い

22 あなたは今
いま

までに、下
し た

の a～h のようなことがありましたか。あてはま 個 
こ す う

を答
こ た

えてください。 

（あてはまるもの 1 つに○） 

※悩
なや

んでいたり、つらい気持
き も

ちの時
と き

は、学校
が っ こ う

のスクールカウンセラーや次
つぎ

の窓口
ま ど  ち

に相談
そ う だ ん

してみてください。 

 

 

 １  ひとつもあてはまらない（０個
こ

） 

 ２  １～２個
こ

あてはまる 

 ３  ３～４個
こ

あてはまる 

 ４  ５～７個
こ

あてはまる 

 ５  すべてあてはまる（８個
こ

） 

 

ａ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる大人
お と な

から、あなたの悪口
わ る  ち

を言
い

われる、けなされる、恥
はじ

をかかされる、または、

身体
か ら だ

を傷
きず

つけられる危険
き け ん

を感
かん

じるようなふるまいをされることがよくある 

ｂ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる大人
お と な

から、押
お

される、つかまれる、たたかれる、物
もの

を 
な

げつけられるといったことが

よくある。または、けがをするほど強
つ よ

くな られたことが一度
い ち ど

でもある 

ｃ 家族
か ぞ く

のだれからも愛
あい

されていない、大切
たいせつ

にされていない、支
さ さ

えてもらえていないと感
かん

じたりすること

がある 

ｄ 必要
ひ つ よ う

な食事
し ょ く じ

や衣服
い ふ く

を与
あた

えられなかったり、自分
じ ぶ ん

を守
ま も

ってくれる人
ひ と

はだれもいないと感
かん

じることがあ

る 

ｅ 両親
りょうしん

が、別居
べ っ き ょ

または離婚
り こ ん

をしたことが一度
い ち ど

でもある 

ｆ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる家族
か ぞ く

が、だれかに押
お

されたり、つかまれたり、けられたりしたことがよくある、また

は、くり返
かえ

しな られたり、刃物
は も の

などでおどされたりしたことが一度
い ち ど

でもある 

ｇ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる人
ひ と

に、お酒
さ け

を飲
の

んだり薬物
や く ぶ つ

などで自身
じ し ん

の生活
せいかつ

や人間
にんげん

関係
かんけい

を損
そ こ

なうようなふるま

いをした人
ひ と

がいる 

ｈ 一緒
い っ し ょ

に住
す

んでいる人
ひ と

に、うつ病
びょう

やその他
た

の心
こころ

の病気
び ょ う き

の人
ひ と

、または自殺
じ さ つ

しようとした人がいる 

 チ イル  イン 

             

 後
ご ご

４時
じ

から 後
ご ご

 時
じ

まで 

18 さいまでの子
こ

どもが相談
そ う だ ん

できる窓口
ま ど  ち

 

     
じ か ん

子 
こ ど も

    イ ル 

             

いじめで困
こ ま

ったり、不安
ふ あ ん

があったりしたら 

まいにち何時
な ん じ

でも相談
そ う だ ん

できる窓口
ま ど  ち

 

 つ   やま     相談
そ う だ ん

 

電話
で ん わ

では話
はな

しにくいことも相談
そ う だ ん

できる     アカウント 

まいにち何時
な ん じ

でも相談
そ う だ ん

できる 

    アプリで友達
と も だ ち

 加
つ い か

 

  ン    ン・やま   

             

            （ 帯
けいたい

電話
で ん わ

 らはこ ら） 

学校
が っ こ う

、家庭
か て い

、友達
と も だ ち

、ネットの悩
なや

みを 

まいにち何時
な ん じ

でも相談
そ う だ ん

できる 
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支援
し え ん

 所
ば し ょ

の利用
り よ う

 ついて 

問
と い

23 あなたは、下
し た

の a～d のような場所
ば し ょ

を利用
り よ う

したことがありますか。また、利用
り よ う

したことがない場合
ば あ い

、

今後
こ ん ご

利用
り よ う

したいと思
おも

いますか。（a～d それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 利用
り よ う

した 

ことがある 

利用
り よ う

したことがない 

あれば利用
り よ う

したいと思
おも

う 

今後
こ ん ご

も 

利用
り よ う

したい 

と思
おも

わない 

今後
こ ん ご

利用
り よ う

 

したいかどうか 

わからない 

a） 
(自分
じ ぶ ん

や親
し ん

せき、友人
ゆ う じ ん

の家
いえ

以外
い が い

で)平日
へいじつ

の夜
よ る

や休日
きゅうじつ

を過
す

ごすことができる場所
ば し ょ

 
1 2 3 4 

b） 

(自分
じ ぶ ん

や友人
ゆ う じ ん

の家
いえ

以外
い が い

で)ごはんを無料
む り ょ う

か安
やす

く食
た

べることができる場所
ば し ょ

(子
こ

ども食堂
しょ くどう

など) 

1 2 3 4 

c） 勉強
べんきょう

を無料
む り ょ う

でみてくれる場所
ば し ょ

 1 2 3 4 

d） 
(家
いえ

や学校
が っ こ う

以外
い が い

で)何
なん

でも相談
そ う だ ん

できる場所
ば し ょ

 

(電話
で ん わ

やネットの相談
そ う だ ん

をふくむ) 
1 2 3 4 

 

 

問
と い

24 前
ま え

の質問
しつ もん

で、1 つでも「１ 利用
り よ う

したことがある」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

そこを利用
り よ う

したことで、変化
へ ん か

したことはありましたか。 

（1～８については、あてはまるものすべてに○） 

 １  友達
と も だ ち

が増
ふ

えた 

 ２  気軽
き が る

に話
はな

せる大人
お と な

が増
ふ

えた 

 ３  生活
せいかつ

の中
なか

で楽
たの

しみなことが増
ふ

えた 

 ４  ほっとできる時間
じ か ん

が増
ふ

えた 

 ５  栄養
え い よ う

のある食事
し ょ く じ

をとることが増
ふ

えた 

 ６  勉強
べんきょう

がわかるようになった 

 ７  勉強
べんきょう

する時間
じ か ん

が増
ふ

えた 

 ８  その他
た

 

 ９  特
と く

に変化
へ ん か

はない 
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あ   ふだん使
つか

 てい もの ついて 

問
と い

25 あなたには、自分
じ ぶ ん

が使
つか

うことができる、下
し た

の a～d のものがありますか。ある場合
ば あ い

は「１ ある」に○

をつけてください。ない場合
ば あ い

は、それがほしいものであれば「２ ほしい」、いらないと思
おも

うものであれ

ば「３ ほしくない」に○をつけてください。（a～d それぞれについて、あてはまるもの 1 つに○） 

 ある 
ない 

ほしい ほしくない 

a） 
自宅
じ た く

でインターネットにつながるパソコン、タブレット 

（学校
が っ こ う

の一人
ひ と り

１台
だい

端末
たんまつ

はのぞく） 
１ ２ ３ 

b） ゲーム機
き

 １ ２ ３ 

c） スマートフォン １ ２ ３ 

d） 携帯
けいたい

音楽
お ん が く

プレーヤー １ ２ ３ 

 

 ン ケア ー ついて 

問
と い

26 あなたは、ヤングケアラーという言葉
こ と ば

を聞
き

いたことがありますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

※ヤングケアラーとは、ふつう大人
お と な

が行
おこな

うような家事
か じ

や家族
か ぞ く

の世話
せ わ

などを日常的
にちじょうてき

に行
おこな

っていることに

より、自分
じ ぶ ん

のやりたいことができないなど、子
こ

どもの権利
け ん り

が守
ま も

られていないと思
おも

われる 18歳
さ い

未満
み ま ん

の子
こ

どもをいいます。 

 １  聞
き

いたことがあり、内容
ないよ う

も知
し

っている 

 ２  聞
き

いたことはあるが、よく知
し

らない 

 ３  聞
き

いたことはない 

  

問
と い

27 あなたは自分
じ ぶ ん

が「ヤングケアラー」にあてはまると思
おも

いますか。（あてはまるもの 1 つに○） 

 １  あてはまる      →問
と い

28 に進
すす

んでください。 

 ２  あてはまらない 

 ３  わからない 

 

→質問
し つも ん

は以上
い じ ょ う

 す  ご協 
きょうりょく

あり   ございまし   
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問
と い

28 前
ま え

の質問
しつ もん

で「１ あてはまる」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

あなたはふだん、どのようなことをしていますか。（あてはまるものすべてに○） 

※この質問
しつ もん

でいう「世話
せ わ

」とは、ふつう大人
お と な

が行
おこな

うような家事
か じ

や家族
か ぞ く

の世話
せ わ

のことを指
さ

します。 

 １  障
しょう

害
がい

や病気
び ょ う き

のある家族
か ぞ く

に代
か

わり、買
か

い物
もの

・料理
り ょ う り

・掃除
そ う じ

・洗濯
せ ん た く

などの家事
か じ

をしている 

 ２  家族
か ぞ く

に代
か

わり、幼
おさな

い兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

の世話
せ わ

をしている 

 ３  障害
しょうがい

や病気
び ょ う き

のある兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

の世話
せ わ

や見守
み ま も

りをしている 

 ４  目
め

を離
はな

せない家族
か ぞ く

の見守
み ま も

りや声
こ え

かけなどの気
き

づかいをしている 

 ５  日本語
に ほ ん ご

が話
はな

せない家族
か ぞ く

や障害
しょうがい

のある家族
か ぞ く

のために通訳
つ う や く

をしている 

 ６  アルコール・薬物
や く ぶ つ

・ギャンブル問題
もんだい

を抱
かか

える家族
か ぞ く

に対応
たい お う

している 

 ７  がん・難病
なんびょう

・精神
せいしん

疾患
し っ か ん

など慢性的
まんせいてき

な病気
び ょ う き

の家族
か ぞ く

の看病
かんびょう

をしている 

 ８  障害
しょうがい

や病気
び ょ う き

のある家族
か ぞ く

の身
み

の回
まわ

りの世話
せ わ

をしている 

 ９  障害
しょうがい

や病気
び ょ う き

のある家族
か ぞ く

の入浴
にゅうよく

やトイレの介助
か い じ ょ

をしている 

 

問
と い

29 問
と い

27 で「１ あてはまる」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

平日
へいじつ

１日
にち

あたりどのくらい家族
か ぞ く

の世話
せ わ

などに時間
じ か ん

をつかっていますか。（あてはまるもの１つに○） 

 

問
と い

30 問
と い

27 で「１ あてはまる」と答
こ た

えた人
ひ と

にお聞
き

きします。 

家族
か ぞ く

の世話
せ わ

などをしているために、やりたいことでできていないことはありますか。 

（１～5 については、あてはまるものすべてに○） 

 １  学校
が っ こ う

に行
い

きたくても行
い

けない 

 ２  宿題
しゅくだい

など勉強
べんきょう

する時間
じ か ん

がとれない 

 ３  十分
じゅうぶん

な睡眠
すいみん

がとれない 

 ４  友達
と も だ ち

と遊
あそ

ぶ時間
じ か ん

がとれない 

 ５  自分
じ ぶ ん

の時間
じ か ん

がとれない 

 ６  特
と く

にない 

 

 

質問
しつもん

は以上
いじょう

 す  

ご協 
きょうりょく

あり   ございまし   

 １  １時間
じ か ん

未満
み ま ん

 

 ２  １～３時間
じ か ん

未満
み ま ん

 

 ３  ３～７時間
じ か ん

未満
み ま ん

 

 ４  ７時間
じ か ん

以上
い じ ょ う

 

 ５  わからない 

  


