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Ⅰ 調査概要 
 

１ 調査目的 

本調査は、第２次豊田市子ども総合計画策定に向け、市内の就学前児童・小中学生の保護者、母子

手帳を受け取られる人及び一般の市民の子育て支援に関する状況や意見並びに、各年代の子どもや青

少年の生活や意識を把握するための市民意向調査です。 

 

 

２ 調査対象者及び配布数等 

・調査地域   ：豊田市全域 

・調査対象者及び配布数  ：下表参照 

・調査期間   ：平成25年９月13日～９月30日 

・調査方法   ：郵送配布・回収または直接配布・回収 

・調査実施機関   ：(株)ジャパンインターナショナル総合研究所 

・回収結果   ：下表参照 

調査対象者 
配布数 

（Ａ） 

回収数 

（Ｂ） 

回収率 

（＝Ｂ／Ａ）
調査方法 抽出方法等 

01 就学前児童 3,000 1,978 65.9％ 郵送 子どもの学齢別（０～５歳）に抽出 

02 小学生保護者 2,756 2,085 75.7％ 学校 調査対象者 05、06 の保護者 

03 中学生保護者 1,558 1,350 86.6％ 学校 調査対象者 07-1 の保護者 

04 
母子手帳被交

付者 
390 384 98.5％ 手帳交付時  

05 小学校低学年 1,350 1,287 95.3％ 学校 特定の小学校の１～３年生 

06 小学校高学年 1,406 1,314 93.5％ 学校 特定の小学校の４～６年生 

07 中高校生 2,558 1,983※1 77.5％ 
※1回収数には「不明・無回答」を含

む。 

07-1 中学生 （1,558） （1,467※2） （94.2％） 学校 

特定の中学校の１～３年生 
※2回収数には「不明・無回答」を含

まず。 

07-2 高校生 （1,000） （474※3） （47.4％） 郵送 

学齢別（15～17 歳）に抽出 

※3回収数には「就労者」を含み、

「不明・無回答」は含まず。 

08 
青少年 

（19～29 歳） 
1,000 370 37.0％ 郵送 対象学齢を抽出 

09 一般市民 3,000 1,608 53.6％ 郵送 年代別（20～60 歳代）に抽出 

合計 17,018 12,359 72.6％ 

※報告書中の「就学前児童保護者」については、「就学前児童」と省略して記載しています。 
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３ 調査を実施した学校 

 

■小学校 

小学校名（地区名） 

平和（挙母） 元城（挙母） 寺部（高橋） 畝部（上郷） 若林西（高岡） 

四郷（猿投） 幸海（松平） 石畳（藤岡） 道慈（小原） 足助（足助） 

大沼（下山） 小渡（旭） 稲武（稲武）   

※バランスを考慮しながら、各地区の学校を選考し、各学校の全校生徒を対象とした。 

 

■中学校 

中学校名（地区名） 

朝日丘（挙母） 梅坪台（挙母） 逢妻（挙母） 益富（高橋） 美里（高橋） 

末野原（上郷） 若園（高岡） 前林（高岡） 猿投台（猿投） 石野（猿投） 

松平（松平） 藤岡南（藤岡） 小原（小原） 足助（足助） 下山（下山） 

旭（旭） 稲武（稲武）    

※バランスを考慮しながら、各地区の学校を選考し、各学校各学年１クラスの生徒を対象とした。 

 

 

４ 報告書の見方 

●回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で四捨五

入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が

100.0％にならない場合があります。このことは、本報告書内の読み取り文、グラフ、表においても反映し

ています。 

●複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効回答

数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が100.0％を超える場合があります。 

●図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が困難なもの

です。 

●図表中の「Ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）

を表しています。 

●グラフ中の選択肢は、原則として調査票に記載された表現のまま記載していますが、一部省略した表現に

置き換えている場合もあります。 

●報告書中の「就学前児童保護者」については、「就学前児童」と省略して記載しています。 

●図表文中の「対象の子ども」とは、調査票の宛名の子どものことです。 

●「高校生」には、中学校卒業後就労している18歳以下の人（N=6）も含んで、修正・分析を行っています。 
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32.0 

12.5 

8.8 

21.1 

12.1 

2.3 

4.3 

1.3 

1.9 

1.4 

0.9 

0.6 

0.8 

20.8 

12.1 

14.2 

12.2 

13.2 

5.4 

7.1 

1.7 

2.8 

1.4 

1.7 

3.3 

4.0 

20.3 

12.7 

7.0 

12.4 

12.2 

6.6 

6.7 

5.6 

5.1 

4.8 

3.8 

1.6 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40%

挙母地区

（崇化館、朝日丘、豊南、梅坪台、逢妻）

高橋地区（高橋、美里、益富）

上郷地区（上郷、末野原）

高岡地区（高岡、竜神、若園、前林）

猿投地区

（保見、猿投、猿投台、石野、井郷）

松平地区（松平）

藤岡地区（藤岡、藤岡南）

小原地区（小原）

足助地区（足助）

下山地区（下山）

旭地区（旭）

稲武地区（稲武）

不明・無回答

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

 
Ⅱ 子育てに関する事業の利用状況と利用希望

（就学前児童保護者、小中学生保護者） 
 

１ 家族の状況 

 

居住地区 <単数回答> 

就学前児童問１、小学生保護者問１、中学生保護者問１ 
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33.1 

32.4 

32.6 

1.9 

0% 10% 20% 30% 40%

中学１年生

中学２年生

中学３年生

不明・無回答

中学生保護者（Ｎ=1,350）

16.8 

17.2 

16.2 

17.4 

14.7 

16.8 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

不明・無回答

就学前児童（Ｎ=1,978）

16.4 

16.4 

16.9 

15.4 

17.8 

15.6 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40%

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=2,085）

31.9 

11.3 

6.8 

50.4 

53.0 

53.6 

15.2 

26.7 

29.0 

2.2 

3.5 

5.9 

0.4 

1.4 

2.1 

0.0 

4.1 

2.6 

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

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 不明・無回答

対象の子どもの年齢・学年 <数量回答> 

就学前児童問２、小学生保護者問２、中学生保護者問２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25 年４月１日現在の年齢・学年（それ以降に生まれた子どもは「０歳」に含む） 

 

対象の子どものきょうだいの数 <数量回答> 

就学前児童問３、小学生保護者問３、中学生保護者問３ 
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10.8 

9.6 

9.0 

8.5 

8.6 

7.3 

5.1

9.0

9.6

8.4

18.0

14.0

14.8

8.7

0% 10% 20% 30% 40%

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

13歳

14歳

不明・無回答

就学前児童（Ｎ=1,347）

小学生保護者（Ｎ=1,763）

中学生保護者（Ｎ=1,223）

29.5 

18.3 

14.2 

11.8 

7.3 

8.1 

4.2 

3.8 

4.5 

5.4 

8.5 

9.2 

10.2 

11.2 

0.5

0.6

0.7

1.0

1.4

1.7

2.1

4.3

0% 10% 20% 30% 40%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

就学前児童（Ｎ=1,347）

小学生保護者（Ｎ=1,763）

中学生保護者（Ｎ=1,223）

89.7 

91.7 

91.5 

9.7 

6.9 

7.3 

0.4 

0.7 

1.1 

0.3 

0.7 

0.1 

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

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

母親 父親 その他 不明・無回答

（２人以上の子どもがいる場合） 

◆末子の年齢 <数量回答>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25 年４月１日現在の年齢（それ以降に生まれた子どもは「０歳」に含む） 

 

 

調査票の回答者 <単数回答> 

就学前児童問４、小学生保護者問４、中学生保護者問４ 
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95.8 

90.5 

89.0 

3.6 

8.6 

10.4 

0.6 

0.9 

0.5 

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

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

配偶者がいる 配偶者はいない 不明・無回答

55.9 

58.4 

55.0 

42.6 

38.2 

41.0 

0.1 

1.1 

2.1 

0.7 

1.3 

1.2 

0.5 

0.3 

0.4 

0.2 

0.7 

0.4 

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

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

父母ともに 主に母親 主に父親

主に祖父母 その他 不明・無回答

62.5 

30.9 

1.8 

28.4 

31.4 

15.7 

5.0 

0.2 

64.1 

32.8 

2.5 

21.8 

26.4 

3.2 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

母親

父親

祖父母

こども園

幼稚園

学校

その他

不明・無回答
就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

「小学生保護者」はなし

「就学前児童」はなし

「小学生保護者」はなし

回答者の配偶者の有無 <単数回答> 

就学前児童問５、小学生保護者問５、中学生保護者問５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の子どもの教育を含む子育てを主に行っている人（施設） <単数回答> 

就学前児童問６、小学生保護者問６、中学生保護者問６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の子どもの教育を含む子育てに日常的に関わっている人(施設) <複数回答> 

就学前児童問７、小学生保護者問７ 
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96.0 

31.4 

45.3 

26.0 

4.3 

0.4 

95.5 

40.2 

81.2 

4.2 

0.7 

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

家庭

地域

こども園

幼稚園

学校

その他

不明・無回答

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

「小学生保護者」はなし

「小学生保護者」はなし

「就学前児童」はなし

31.4 

56.3 

1.9 

13.0 

12.9 

1.4 

36.9 

52.1 

5.1 

20.9 

8.5 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に

みてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

いずれもいない

不明・無回答

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

対象の子どもの教育を含む子育てにもっとも影響すると思われる環境 <複数回答> 

就学前児童問８、小学生保護者問８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃、対象の子どもをみてもらえる親族・知人の状況 <複数回答> 

就学前児童問９、小学生保護者問９ 
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56.2 

18.3 

24.7 

21.7 

8.2 

3.6 

0.4 

66.5 

13.6 

15.0 

16.5 

6.5 

3.6 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制

約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が

大きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが

心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境で

あるか、少し不安がある

その他

不明・無回答

就学前児童（Ｎ=1,609）

小学生保護者（Ｎ=1,718）

48.6 

5.4 

23.4 

31.3 

2.5 

5.0 

2.2 

56.5 

3.2 

16.6 

26.9 

3.2 

5.4 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80%

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を

心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく

心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが

心苦しい

子どもの教育や発育にとってふさわしい環境で

あるか、少し不安がある

その他

不明・無回答

就学前児童（Ｎ=278）

小学生保護者（Ｎ=499）

「日常的に祖父母等の親族にみてもらっている」「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」と

回答した人のみ 

祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況 <複数回答> 

就学前児童問９-１、小学生保護者問９-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人

がいる」と回答した人のみ 

友人・知人に子どもをみてもらっている状況 <複数回答> 

就学前児童問９-２、小学生保護者問９-２ 
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91.1 

90.5 

3.2 

4.7 

5.8 

4.8 

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

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

いる／ある ない 不明・無回答

83.6 

81.4 

19.6 

13.2 

1.8 

23.5 

12.8 

0.2 

11.2 

1.4 

3.7 

0.1 

75.9 

81.3 

15.8 

2.9 

0.1 

24.5 

0.4 

5.0 

0.8 

2.8 

0.1 

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

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（子育て支援センターなど）

保健所・保健センター（健診等）

こども園 保育士

幼稚園教諭

学校の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市の子育て関連担当窓口

その他

不明・無回答

就学前児童（Ｎ=1,801）

小学生保護者（Ｎ=1,887）

「小学生保護者」はなし

「小学生保護者」はなし

「就学前児童」はなし

対象の子どもの教育を含む子育てをする上で気軽に相談できる人（場所）の有無 <単数回答> 

就学前児童問 10、小学生保護者問 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てをする上で気軽に相談できる人／場所が「いる／ある」と回答した人のみ 

教育を含む子育てをする上で気軽な相談先 <複数回答> 

就学前児童問 10-１、小学生保護者問 10-１ 
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14.0 

19.1 

7.9 

0.7 

20.2 

46.9 

1.2 

0.6 

51.1 

25.0 

4.3 

4.7 

1.4 

3.0 

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

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

母親

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

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

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

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

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

10.9

17.2 50.4

3.5

0.4

54.0

22.4

4.9

5.3

3.6

4.2

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

就学前児童

（N=2,028）

小学生保護者

（N=2,896）

フルタイム
パートタイム、アルバイト等
育休・介護休業中
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまでに就労したことがない
不明・無回答

 

２ 保護者の就労状況 

 

保護者の現在の就労状況について（自営業、家族従事者含む） 

母親の就労状況 <単数回答> 

就学前児童では「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 51.1％と最も高く、次いで「パート・アルバイ

ト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 20.2％となっています。 

小学生保護者では「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 46.9％と最も高く、

就学前児童と比べると 26.7 ポイント高くなっています。 

H21 年調査と比べると、フルタイムで就労している人の割合は、いずれも増加しています。育休・介護休業中の人

の割合も、いずれも増加しています。 

就学前児童問 12（１）、小学生保護者問 12（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H21 年調査 
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上段：件数

下段：％

1,978 276 156 400 23 1,010 86 27
100.0 14.0 7.9 20.2 1.2 51.1 4.3 1.4

332 25 65 26 5 198 9 4

100.0 7.5 19.6 7.8 1.5 59.6 2.7 1.2
340 44 29 50 5 195 13 4

100.0 12.9 8.5 14.7 1.5 57.4 3.8 1.2
321 46 24 46 3 189 9 4

100.0 14.3 7.5 14.3 0.9 58.9 2.8 1.2
345 59 19 85 4 152 21 5

100.0 17.1 5.5 24.6 1.2 44.1 6.1 1.4
291 43 10 75 4 136 18 5

100.0 14.8 3.4 25.8 1.4 46.7 6.2 1.7
333 55 7 115 2 133 16 5

100.0 16.5 2.1 34.5 0.6 39.9 4.8 1.5
16 4 2 3 - 7 - -

100.0 25.0 12.5 18.8 - 43.8 - -

【問２】

子どもの年

齢

合計

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

不明・無回答

【問12(1)】母親の就労状況

合計

フルタイムで

就労してお

り、産休・育

休・介護休業

中ではない

フルタイムで

就労している

が、産休・育

休・介護休業

中である

パート・アル

バイト等で就

労しており、

産休・育休・

介護休業中

ではない

パート・アル

バイト等で就

労している

が、産休・育

休・介護休業

中である

以前は就労

していたが、

現在は就労

していない

これまで就

労したことが

ない

不明・無回答

 
◆就学前児童： 母親の就労状況×年齢別 
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2.0 

3.0 

6.5 

14.9 

64.6 

6.8 

0.9 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

母親（Ｎ=855）

0.6 

1.6 

3.3 

12.3 

15.8 

16.4 

8.7 

39.9 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

母親（Ｎ=855）

1日当たり1週当たり

0.6 

1.4 

27.3 

40.5 

14.7 

3.6 

0.6 

0.7 

2.3 

8.3 

0% 20% 40% 60%

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

不明・無回答

母親（Ｎ=855）

2.9 

1.2 

2.7 

7.5 

9.5 

9.1 

12.7 

23.3 

22.6 

8.5 

0% 20% 40% 60%

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

不明・無回答

母親（Ｎ=855）

帰宅時刻家を出る時刻

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

（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」「パート・アルバイト等

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

ム」以外の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」と回答した人のみ 

母親の１週当たりの就労日数・１日当たりの就労時間（残業時間を含む） <数量回答> 

就学前児童問 12（１）-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」「パート・アルバイト等

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

ム」以外の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」と回答した人のみ 

母親の家を出る時間・帰宅時間（残業時間を含む） <数量回答> 

就学前児童問 12（１）-２ 
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0.2 

0.2 

0.6 

0.6 

78.2 

17.6 

1.7 

1.0 

0% 50% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

父親（Ｎ=1,787）

0.1 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.3 

0.6 

19.5 

16.3 

27.1 

9.0 

12.9 

11.2 

2.4 

0% 50% 100%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

13時間以上

不明・無回答

父親（Ｎ=1,787）

1日当たり1週当たり

89.8 

87.1 

0.0 

0.3 

0.5 

0.4 

0.0 

0.1 

0.8 

0.5 

0.0 

0.1 

8.8 

11.6 

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

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

父親

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

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

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

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

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

父親の就労状況 <単数回答> 

「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中でない」が就学前児童で 89.8％、小学生保護者で 87.1％となって

おり、母親と比べてそれぞれ高くなっています。 

就学前児童問 12（２）、小学生保護者問 12（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」「パート・アルバイト等

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

ム」以外の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」と回答した人のみ 

父親の１週当たりの就労日数・１日当たりの就労時間（残業時間を含む） <数量回答> 

就学前児童問 12（２）-１ 
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10.3 

14.0 
39.5 

24.5 

2.6 

0.6 

0.2 

0.1 

2.1 

6.2 

0% 10% 20% 30% 40%

６時より前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

不明・無回答

父親（Ｎ=1,787）

6.7 

0.1 

0.1 

0.2 

0.4 

2.2 

6.8 

11.6 

16.1 

16.6 

16.3 

16.6 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40%

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時以降

不明・無回答

父親（Ｎ=1,787）

帰宅時刻家を出る

時刻

6.1 

30.0 

21.7 

40.0 

50.4 

10.0 

4.7 

0.0 

17.0 

20.0 

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

母親（Ｎ=423）

父親（Ｎ=10）

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい

不明・無回答

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

（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」「パート・アルバイト等

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

ム」以外の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」と回答した人のみ 

父親の家を出る時間・帰宅時間（残業時間を含む） <数量回答> 

家を出る時間は、「７時台」が 39.5％と最も高く、次いで「８時台」が 24.5％となっています。 

帰宅時間は、「20 時台」と「22 時以降」がともに 16.6％と最も高く、次いで「21 時台」が 16.3％となっています。 

母親と比べて、家を出る時刻は早く、帰宅時刻は遅い傾向がうかがえます。 

就学前児童問 12（２）-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親または父親の就労状況で「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、産休・育休・介護

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

ある」と回答した人のみと回答した人のみ 

フルタイムへの転換希望 <単数回答> 

就学前児童問 13 
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1.6 

4.7 

31.0 

23.0 

5.0 

9.2 

15.6 

2.4 

0.9 

3.1 

0.0 

0.7 

0.7 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40%

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

13歳以降

不明・無回答

母親（Ｎ=578）

16.6 

6.3 

52.7 

0.0 

16.8 

31.3 

13.9 

62.5 

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

母親（Ｎ=1,096）

父親（Ｎ=16）

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

1年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

不明・無回答

母親または父親の就労状況で「以前は就労していたが、現在は就労していない」「これまで就労したことがない」と

回答した人のみ 

就労希望 <単数回答> 

就学前児童問 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい） 

◆子どもが何歳になった頃に就労したいか <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 14 で「１年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労し

たい」と回答した父親はいなかった。 
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0.2 

1.1 

39.0 

31.6 

24.8 

0.0 

0.2 

3.1 

0% 20% 40% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

母親（Ｎ=610）

0.0 

0.0 

2.1 

32.1 

44.4 

16.2 

0.3 

1.5 

3.3 

0% 20% 40% 60%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

母親（Ｎ=610）

1日当たり１週当たり

6.3 

100.0 

80.1 

0.0 

13.6 

0.0 

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

母親（Ｎ=762）

父親（Ｎ=5）

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

パートタイム、アルバイト等

不明・無回答

母親または父親が「1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい」「すぐにでも、もしくは１年以

内に就労したい」と回答した人 

◆希望する就労形態 <単数回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆パートタイム、アルバイト等の就労希望形態 （１週当たり／１日当たり）<数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 14 で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答し、希望する就労形態を「パ

ートタイム、アルバイト等」と回答した父親はいなかった。 
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56.3 43.5 0.2 

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

全体（Ｎ=1,978）

利用している 利用していない 不明・無回答

上段：件数

下段：％

1,978 1,113 861 4
100.0 56.3 43.5 0.2

332 34 296 2

100.0 10.2 89.2 0.6
340 82 257 1

100.0 24.1 75.6 0.3
321 97 224 -

100.0 30.2 69.8 -
345 272 73 -

100.0 78.8 21.2 -
291 286 4 1

100.0 98.3 1.4 0.3
333 332 1 -

100.0 99.7 0.3 -
16 10 6 -

100.0 62.5 37.5 -

合計
利用して

いる

利用して

いない

不明・無回答

【問15】宛名のお子さまは現在、こども園や幼稚園など

の「定期的な教育・保育の事業」を利用されていますか

【問２】

子どもの年

齢

合計

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

不明・無回答

 

３ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

 

こども園や幼稚園などの「定期的な教育・保育事業」の利用について <単数回答> 

「利用している」は 56.3％、「利用していない」は 43.5％となっています。 

年齢が上がるにしたがい、「利用している」の割合が高くなっています。０歳は 10.2％、１歳は 24.1％、２歳は

30.2％、３歳は 78.8％、４歳は 98.3％、5 歳は 99.7％となっています。 

就学前児童問 15 

 

 

 

 

 

 

 

◆定期的な教育・保育事業の利用の有無×年齢別 
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32.3 

2.9 

59.5 

0.2 

1.8 

2.9 

0.4 

3.9 

0% 20% 40% 60%

私立幼稚園

私立幼稚園の預かり保育

こども園

保育ママ

事業所内保育施設

認可外保育施設・豊田市認証保育所

とよたファミリー・サポート・センター

その他

全体（Ｎ=1,113）

上段：件数

下段：％

1,113 360 32 662 2 20 32 5 43 1

100.0 32.3 2.9 59.5 0.2 1.8 2.9 0.4 3.9 0.1

34 2 - 18 - 8 5 1 - -

100.0 5.9 - 52.9 - 23.5 14.7 2.9 - -

82 2 - 53 1 7 11 1 7 -

100.0 2.4 - 64.6 1.2 8.5 13.4 1.2 8.5 -

97 10 - 62 - 3 11 - 13 -

100.0 10.3 - 63.9 - 3.1 11.3 - 13.4 -

272 122 8 136 - - 2 2 12 -

100.0 44.9 2.9 50.0 - - 0.7 0.7 4.4 -

286 103 10 177 1 1 3 1 7 -

100.0 36.0 3.5 61.9 0.3 0.3 1.0 0.3 2.4 -

332 118 13 209 - 1 - - 4 1

100.0 35.5 3.9 63.0 - 0.3 - - 1.2 0.3

10 3 1 7 - - - - - -

100.0 30.0 10.0 70.0 - - - - - -

合計

私立幼稚園 私立幼稚園

の預かり

保育

３歳

４歳

５歳

不明・無回答

【問２】

子どもの年

齢

合計

０歳

１歳

２歳

【問15-1】宛名のお子さまは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じて「定期的に」利用している事業をお答えくださ

い

保育ママ 事業所内

保育施設

認可外保育

施設・豊田市

認証保育所

とよたファミ

リー・サポー

ト・センター

こども園 不明・無回答その他

定期的な教育・保育事業を「利用している」と回答した人のみ 

平日、定期的に利用している教育・保育事業 <複数回答> 

「こども園」の利用が 59.5％と最も高く、次いで「私立幼稚園」が 32.3％となっています。年齢別では、１歳、２歳、４

歳、５歳で「こども園」の割合が６割を超えています。３歳で「私立幼稚園」は 44.9％となっており、他の年齢に比べて

高くなっています。 

就学前児童問 15-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆定期的な教育・保育事業×年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

0.4 

1.3 

0.4 

1.6 

7.1 

43.6 

12.8 

8.7 

7.9 

13.3 

2.9 

0.3 

0.6 

0.2 

0.6 

1.8 

18.5 

18.9 

14.6 

9.0 

12.8 

22.6 

0% 50% 100%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間以上

不明・無回答

現在（Ｎ=1,113）

希望（Ｎ=1,113）

1日当たり
1.3 

1.0 

0.6 

1.6 

91.3 

2.4 

0.0 

1.8 

0.6 

0.3 

0.6 

1.0 

70.4 

5.7 

0.1 

21.4 

0% 50% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

現在（Ｎ=1,113）

希望（Ｎ=1,113）

１週当たり

1.6 

1.2 

0.4 

10.3 

46.3 

10.2 

11.5 

12.3 

3.6 

0.1 

2.4 

1.3 

0.4 

0.3 

2.1 

22.3 

19.1 

16.7 

10.3 

3.6 

1.3 

22.6 

0% 20% 40% 60%

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

不明・無回答

現在（Ｎ=1,113）

希望（Ｎ=1,113）

利用終了時刻
0.1 

7.1 

26.4 

58.2 

5.3 

0.2 

0.0 

0.3 

2.4 

0.4 

6.6 

26.0 

41.7 

2.8 

0.0 

0.0 

0.1 

22.5 

0% 20% 40% 60%

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

不明・無回答

現在（Ｎ=1,113）

希望（Ｎ=1,113）

利用開始時刻

定期的な教育・保育事業を「利用している」と回答した人のみ 

現在及び希望の利用状況 （１週当たり／１日当たり／時間帯） <数量回答> 

就学前児童問 15-２ 
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95.1 

3.1 

1.7 

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

全体（Ｎ=1,113）

豊田市内 豊田市以外の市町村 不明・無回答

73.8 

47.6 

3.1 

0.3 

0.7 

0.1 

1.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの教育や発達のため

子育て（教育を含む）をしている方が現在就労

している

子育て（教育を含む）をしている方が就労の予定が

ある／求職中である

子育て（教育を含む）をしている方が家族・親族など

を介護している

子育て（教育を含む）をしている方が病気や障がい

がある

子育て（教育を含む）をしている方が学生である

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1,113）

定期的な教育・保育事業を「利用している」と回答した人のみ 

現在利用している教育・保育事業の実施場所 <単数回答> 

就学前児童問 15-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的な教育・保育事業を「利用している」と回答した人のみ 

平日に定期的な教育・保育事業を利用している理由 <複数回答> 

「子どもの教育や発達のため」が 73.8％と最も高く、次いで「子育てをしている方が現在就労している」が 47.6％と

なっており、この二つの理由で大部分を占めています。 

就学前児童問 15-４ 
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46.6 

6.5 

0.6 

8.2 

7.2 

1.2 

1.3 

55.9 

8.5 

2.1 

0% 20% 40% 60%

（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か

父親が就労していないなどの理由で）利用する

必要がない

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用

できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が

合わない

利用したいが、事業の質や場所など、納得できる

事業がない

子どもがまだ小さいため（ ）歳くらいになったら

利用しようと考えている

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=861）

4.4 

6.9 

56.3 

27.4 

2.9 

2.1 

0% 20% 40% 60%

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

不明・無回答

全体（Ｎ=481）

定期的な教育・保育事業を「利用していない」と回答した人のみ 

平日に定期的な教育・保育事業を利用していない理由 <複数回答> 

「子どもがまだ小さいため（  ）歳くらいになったら利用しようと考えている」が 55.9％と最も高く、

子どもの年齢は「３歳」が56.3％、次いで「４歳」が27.4％となっています。この他の理由としては、「（子

どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利用する必要がない」が

46.6％となっています。「利用したいが、保育・教育の事業に空きがない」は8.2％となっています。 

就学前児童問 15-５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子どもがまだ小さいため） 

◆子どもが何歳になったら利用しようと考えているか <数量回答> 
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34.3 

13.1 

72.1 

11.2 

3.1 

3.2 

5.3 

2.5 

1.3 

6.6 

1.4 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80%

私立幼稚園

私立幼稚園の預かり保育

こども園

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設・豊田市認証保育所

居宅訪問型保育

とよたファミリー・サポート・センター

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1,978）

93.3 

2.1 

4.6 

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

全体（Ｎ=1,978）

豊田市内 豊田市以外の市町村 不明・無回答

現在の定期的な教育・保育事業の利用の有無にかかわらず、すべての人が回答 

平日の教育・保育事業として定期的に利用したいと考える事業 <複数回答> 

就学前児童問 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育・保育事業を利用したい場所 <複数回答> 

就学前児童問 16-１ 
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81.7 

17.4 

24.0 

10.8 

11.2 

9.3 

2.3 

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

自宅に近い地域（小学校区など）の園

勤務地に近いまたは通勤途中にある園

一定の規模（各学齢２～３クラス程度）があり、子ども

が集団での生活・活動を経験できる園

小規模（全園児数が２０人程度で複式クラス）で

きめ細かな保育を提供してくれる園

特別な教育（英語教育、水泳教室など）を

提供してくれる園

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1,978）

上段：件数
下段：％

1,113 896 199 230 87 110 121 11
100.0 80.5 17.9 20.7 7.8 9.9 10.9 1.0

360 259 15 132 28 72 59 1

100.0 71.9 4.2 36.7 7.8 20.0 16.4 0.3
32 18 4 13 5 10 2 -

100.0 56.3 12.5 40.6 15.6 31.3 6.3 -
662 578 160 82 41 23 47 6

100.0 87.3 24.2 12.4 6.2 3.5 7.1 0.9
2 2 - 1 1 - - -

100.0 100.0 - 50.0 50.0 - - -
20 14 13 5 2 2 2 1

100.0 70.0 65.0 25.0 10.0 10.0 10.0 5.0
32 24 9 3 10 5 1 -

100.0 75.0 28.1 9.4 31.3 15.6 3.1 -
5 3 3 2 - 2 - -

100.0 60.0 60.0 40.0 - 40.0 - -
43 23 3 7 5 7 14 3

100.0 53.5 7.0 16.3 11.6 16.3 32.6 7.0
1 1 - 1 - - - -

100.0 100.0 - 100.0 - - - -

その他 不明・無回答

【問40】宛名のお子さまが通うこども園・幼稚園を選ぶときに重視する（した）こと

不明・無回答

【問15-１】

平日、定期

的に利用して

いる教育・保
育事業

合計

私立幼稚園

私立幼稚園の預かり保育

こども園

事業所内保育施設

認可外保育施設・豊田市認証

保育所

とよたファミリー・サポー
ト・センター

その他

特別な教育
（英語教育、

水泳教室な

ど）を提供し

てくれる園合計

自宅に近い
地域（小学校

区など）の園

勤務地に近
いまたは通

勤途中にあ

る園

一定の規模
（各学齢２～

３クラス程

度）があり、

子どもが集
団での生活・

活動を経験

できる園

小規模（全園
児数が２０人

程度で複式

クラス）でき

め細かな保
育を提供して

くれる園

保育ママ

対象の子どもが通うこども園・幼稚園を選ぶときに重視する（した）こと <複数回答> 

こども園を利用している人は、「自宅に近い地域（小学校区など）の園」「勤務地に近いまたは通勤途中にある園」

などが私立幼稚園に比べて高くなっています。また、私立幼稚園では「一定の規模（各学齢２～３クラス程度）があり、

子どもが集団での生活・活動を経験できる園」「特別な教育（英語教育、水泳教室など）を提供してくれる園」がこども

園に比べて高くなっています。 

就学前児童問 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆こども園・幼稚園を選ぶときに重視する（した）こと×定期的な教育・保育事業別 
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支援拠点

１週当たり
件数

（N=520）
％

件数

（N=182）
％

件数

（N=132）
％

件数

（N=246）
％

件数

（N=141）
％

１回 36 6.9 13 7.1 7 5.3 27 11.0 31 22.0

２回 5 1.0 4 2.2 3 2.3 23 9.3 9 6.4

３回 3 0.6 3 1.6 7 5.3 17 6.9 7 5.0

４回 1 0.2 2 1.1 1 0.8 4 1.6 1 0.7

５回 1 0.2 0 0.0 1 0.8 5 2.0 1 0.7

６回 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.4 0 0.0

７回 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

不明・無回答 474 91.2 159 87.4 113 85.6 169 68.7 92 65.2

とよた子育て

総合支援センター

（あいあい）

志賀子ども

つどいの広場

（ゆうゆう）

柳川瀬子ども

つどいの広場

（にこにこ）

地域子育て

支援センター

子育てひろば（全て

のこども園で週２回

程度開催）

合計

とよた子育て

総合支援セ

ンター（あい

あい）

志賀子ども

つどいの広

場（ゆうゆう）

柳川瀬子ど

もつどいの広

場（にこにこ）

地域子育て

支援センター

子育てひろ

ば（全てのこ

ども園で週２

回程度開催）

子育てサロン

（各交流館に

設置）

利用していな

い

不明・無回答

件数 1,978 520 182 132 246 141 312 1,037 83

％ 100.0 26.3 9.2 6.7 12.4 7.1 15.8 52.4 4.2

件数 1,113 198 59 38 27 24 84 773 59

％ 100.0 17.8 5.3 3.4 2.4 2.2 7.5 69.5 5.3

件数 861 321 123 94 219 117 227 263 22

％ 100.0 37.3 14.3 10.9 25.4 13.6 26.4 30.5 2.6

件数 4 1 - - - - 1 1 2

％ 100.0 25.0 - - - - 25.0 25.0 50.0
不明・無回答

【問15】

宛名のお子さまは

現在、こども園や

幼稚園などの「定

期的な教育・保育

の事業」を利用さ

れていますか

利用して

いる

合計

利用して

いない

問17　利用されている地域子育て支援拠点事業

26.3 

9.2 

6.7 

12.4 

7.1 

15.8 

52.4 

4.2 

0% 20% 40% 60%

とよた子育て総合支援センター（あいあい）

志賀子どもつどいの広場（ゆうゆう）

柳川瀬子どもつどいの広場（にこにこ）

地域子育て支援センター

子育てひろば（全てのこども園で週２回程度開催）

子育てサロン（各交流館に設置）

利用していない

不明・無回答

全体（Ｎ=1,978）

 

４ 地域の子育て支援事業の利用状況 

 

対象の子どもは現在、地域子育て支援拠点事業を利用しているか <複数回答> 

「利用していない」が 52.4％となっており、利用している事業では、「とよた子育て総合支援センター（あいあい）」

が 26.3％と最も高くなっています。また、「定期的な教育・保育の事業」を利用していない人が、それぞれの地域子

育て支援拠点事業を利用する割合が高くなっています。 

就学前児童問 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域子育て支援拠点事業の利用回数・頻度（１週当たり／１か月当たり） <数量回答> 

◇１週当たり／回 
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合計

利用していな

いが、今後利
用したい

すでに利用し

ているが、今
後利用日数

を増やしたい

新たに利用し

たり、利用日
数を増やした

いとは思わな

い

不明・無回答

件数 1,978 370 416 1,053 139

％ 100.0 18.7 21.0 53.2 7.0

件数 1,113 198 111 718 86

％ 100.0 17.8 10.0 64.5 7.7

件数 861 171 305 334 51

％ 100.0 19.9 35.4 38.8 5.9

件数 4 1 - 1 2

％ 100.0 25.0 - 25.0 50.0

【問18】問17のような地域子育て支援拠点事業について、今は利用して

いないが、できれば今後利用したい、あるいは、利用日数を増やしたい
と思いますか

【問15】

宛名のお子さまは現
在、こども園や幼稚園

などの「定期的な教育・

保育の事業」を利用さ

れていますか

合計

利用して

いる

利用して

いない

不明・無回答

18.7 21.0 53.2 7.0 

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

全体（Ｎ=1,978）

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

不明・無回答

支援拠点

１か月当たり
件数

（N=520）
％

件数

（N=182）
％

件数

（N=132）
％

件数

（N=246）
％

件数

（N=141）
％

１回 336 64.6 116 63.7 86 65.2 102 41.5 55 39.0

２回 90 17.3 23 12.6 12 9.1 48 19.5 25 17.7

３回 35 6.7 10 5.5 4 3.0 14 5.7 5 3.5

４回 8 1.5 5 2.7 2 1.5 7 2.8 9 6.4

５回 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.4 1 0.7

６回 3 0.6 0 0.0 0 0.0 1 0.4 2 1.4

７回 1 0.2 0 0.0 0 0.0 1 0.4 2 1.4

８回 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.8 0 0.0

９回 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

10回以上 0 0.0 2 1.1 1 0.8 2 0.8 1 0.7

不明・無回答 47 9.0 26 14.3 26 19.7 68 27.6 41 29.1

とよた子育て

総合支援センター

（あいあい）

志賀子ども

つどいの広場

（ゆうゆう）

柳川瀬子ども

つどいの広場

（にこにこ）

地域子育て

支援センター

子育てひろば（全て

のこども園で週２回

程度開催）

◇１か月当たり／回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子育て支援事業の今後の利用意向 <単数回答> 

就学前児童問 18 
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支援拠点 支援拠点

１週当たり
件数

（N=370）
％

件数

（N=416）
％ １か月当たり

件数

（N=370）
％

件数

（N=416）
％

１回 116 31.4 103 24.8 １回 149 40.3 63 15.1

２回 18 4.9 41 9.9 ２回 72 19.5 105 25.2

３回 11 3.0 19 4.6 ３回 23 6.2 43 10.3

４回 0 0.0 6 1.4 ４回 25 6.8 44 10.6

５回 2 0.5 4 1.0 ５回 3 0.8 7 1.7

６回 0 0.0 0 0.0 ６回 2 0.5 5 1.2

７回 0 0.0 0 0.0 ７回 0 0.0 1 0.2

不明・無回答 223 60.3 243 58.4 ８回 2 0.5 6 1.4

９回 0 0.0 0 0.0

10回以上 7 1.9 6 1.4

不明・無回答 87 23.5 136 32.7

利用していないが、

今後利用したい

すでに利用している

が、今後利用日数

を増やしたい

利用していないが、

今後利用したい

すでに利用している

が、今後利用日数

を増やしたい

79.5 

79.2 

33.4 

83.1 

87.5 

54.7 

56.7 

58.1 

87.7 

12.1 

14.1 

15.9 

60.9 

9.9 

4.8 

40.3 

38.6 

35.9 

5.8 

83.4 

6.4 

5.0 

5.7 

7.1 

7.7 

5.0 

4.8 

6.0 

6.5 

4.5 

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

パパママ教室、ベビー教室

育児に関する電話等での相談

家庭教育に関する講座

こども園や幼稚園での園庭等の開放や

相談（子育てひろば）

子育て支援センター・子どもつどいの広場

自治体発行の子育て支援情報誌

（子育て応援ハンドブック）

ファミリー・サポート・センター事業

子育てサロン

はぐみんカード

メールマガジン「すくすく・わくわくこそだて」

はい いいえ 不明・無回答

◆地域子育て支援拠点事業の利用回数・頻度（１週当たり／１か月当たり） <数量回答> 

◇１週当たり／回      ◇１か月当たり／回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事業について知っているか <単数回答> 

就学前児童問 19 
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43.6 

13.5 

8.2 

56.8 

74.7 

28.9 

6.2 

31.8 

63.0 

3.5 

48.9 

76.5 

79.5 

36.6 

19.9 

61.0 

82.8 

59.1 

30.7 

84.2 

7.4 

9.9 

12.3 

6.6 

5.4 

10.1 

11.0 

9.1 

6.2 

12.3 

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

パパママ教室、ベビー教室

育児に関する電話等での相談

家庭教育に関する講座

こども園や幼稚園での園庭等の開放や

相談（子育てひろば）

子育て支援センター・子どもつどいの広場

自治体発行の子育て支援情報誌

（子育て応援ハンドブック）

ファミリー・サポート・センター事業

子育てサロン

はぐみんカード

メールマガジン「すくすく・わくわくこそだて」

はい いいえ 不明・無回答

24.5 

33.3 

35.3 

59.9 

65.0 

50.6 

36.5 

43.8 

72.8 

30.4 

61.7 

54.3 

52.4 

27.9 

22.3 

37.0 

51.1 

43.2 

15.2 

57.3 

13.8 

12.4 

12.2 

12.3 

12.7 

12.4 

12.4 

13.0 

12.0 

12.2 

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

パパママ教室、ベビー教室

育児に関する電話等での相談

家庭教育に関する講座

こども園や幼稚園での園庭等の開放や

相談（子育てひろば）

子育て支援センター・子どもつどいの広場

自治体発行の子育て支援情報誌

（子育て応援ハンドブック）

ファミリー・サポート・センター事業

子育てサロン

はぐみんカード

メールマガジン「すくすく・わくわくこそだて」

はい いいえ 不明・無回答

各事業についてこれまでに利用したことがあるか <単数回答> 

就学前児童問 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事業について今後利用したいか <単数回答> 

就学前児童問 19 
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上段：件数

下段：％

1,113 790 71 221 31
100.0 71.0 6.4 19.9 2.8

360 275 17 61 7

100.0 76.4 4.7 16.9 1.9
32 22 2 7 1

100.0 68.8 6.3 21.9 3.1
662 452 44 144 22

100.0 68.3 6.6 21.8 3.3
2 2 - - -

100.0 100.0 - - -
20 10 3 6 1

100.0 50.0 15.0 30.0 5.0
32 19 4 7 2

100.0 59.4 12.5 21.9 6.3
5 3 - 2 -

100.0 60.0 - 40.0 -
43 34 3 6 -

100.0 79.1 7.0 14.0 -
1 1 - - -

100.0 100.0 - - -

とよたファミリー・サポー

ト・センター

その他

【問15-１】

平日、定期

的に利用して

いる教育・保

育事業

【問20(1)】土曜日の教育・保育事業の利用希望

不明・無回答

不明・無回答

合計

私立幼稚園

私立幼稚園の預かり保育

こども園

保育ママ

事業所内保育施設

認可外保育施設・豊田市認証

保育所

合計

利用する

必要はない

ほぼ毎週

利用したい

月に１～２回

は利用したい

75.8 

79.4 

5.3 

2.2 

15.7 

15.2 

3.2 

3.2 

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

土曜日（Ｎ=1,978）

日曜・祝日（Ｎ=1,978）

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい 不明・無回答

 

５ 土曜・休日・長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望 

 

対象の子どもの土曜の定期的な教育・保育事業の利用希望 <単数回答> 

土曜日は、「月に１～２回は利用したい」が 15.7％、「ほぼ毎週利用したい」が 5.3％となっています。 

日曜・祝日は、「月に１～２回は利用したい」が 15.2％、「ほぼ毎週利用したい」が 2.2％となっています。 

土曜日、日曜・祝日ともに私立幼稚園利用者に比べて、こども園利用者で利用希望が高くなっています。 

就学前児童問 20（１）、（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆土曜日の教育・保育事業の利用希望×定期的な教育・保育事業別 
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0.5 

4.3 

1.2 

4.1 

23.9 

13.3 

21.7 

19.8 

7.0 

1.9 

2.4 

1.5 

1.5 

0.0 

2.3 

18.6 

11.3 

23.0 

26.7 

10.2 

2.6 

2.3 

0% 20% 40% 60%

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

不明・無回答

土曜日（Ｎ=415） 日曜・祝日（Ｎ=344）

利用終了時刻
0.7 

10.6 

31.8 

45.1 

7.5 

0.5 

0.0 

1.7 

2.2 

1.2 

15.1 

34.3 

38.7 

6.4 

0.3 

0.3 

1.7 

2.0 

0% 20% 40% 60%

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

不明・無回答

土曜日（Ｎ=415） 日曜・祝日（Ｎ=344）

利用開始時刻

上段：件数

下段：％

1,113 839 26 222 26
100.0 75.4 2.3 19.9 2.3

360 295 5 56 4

100.0 81.9 1.4 15.6 1.1
32 22 1 9 -

100.0 68.8 3.1 28.1 -
662 477 16 147 22

100.0 72.1 2.4 22.2 3.3
2 2 - - -

100.0 100.0 - - -
20 11 1 7 1

100.0 55.0 5.0 35.0 5.0
32 17 2 13 -

100.0 53.1 6.3 40.6 -
5 4 - 1 -

100.0 80.0 - 20.0 -
43 36 2 5 -

100.0 83.7 4.7 11.6 -
1 1 - - -

100.0 100.0 - - -不明・無回答

【問15-１】

平日、定期

的に利用して

いる教育・保

育事業

合計

私立幼稚園

私立幼稚園の預かり保育

こども園

保育ママ

事業所内保育施設

認可外保育施設・豊田市認証

保育所

とよたファミリー・サポー

ト・センター

その他

【問20(2)】日曜・祝日の教育・保育事業の利用希望

合計

利用する

必要はない

ほぼ毎週

利用したい

月に１～２回

は利用したい

不明・無回答

◆日曜・祝日の教育・保育事業の利用希望×定期的な教育・保育事業別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆利用したい時間帯（土曜日／日曜・祝日） <数量回答> 
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54.7 

29.3 

2.1 

29.7 

20.6 

1.8 

0% 20% 40% 60%

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事をまとめて

済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=437）

36.7 20.2 42.5 0.6 

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

全体（Ｎ=362）

利用する必要はない

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい

不明・無回答

土曜日または日曜・祝日に「月に１～２回は利用したい」と回答した人のみ 

毎週ではなく、たまに利用したい理由 <複数回答> 

就学前児童問 20-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立幼稚園を利用されている人のみ 

対象の子どもの夏休み・冬休みなど長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望 <単数回答> 

「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」と「休みの期間中、週に数日利用したい」を合わせると62.7％となっており、

長期休暇中の利用希望者は６割を超えています。 

就学前児童問 21 
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32.5 

46.1 

1.9 

48.1 

26.6 

0.6 

0% 20% 40% 60%

週に数回仕事が入るため

買い物等の用事をまとめて済ませるため

親等親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=154）

0.4 

0.9 

23.8 

67.8 

4.8 

0.0 

0.4 

0.0 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80%

７時以前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

不明・無回答

全体（Ｎ=227）

利用開始時刻 1.8 

0.9 

0.4 

9.3 

47.1 

16.3 

17.6 

4.0 

1.3 

0.0 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

不明・無回答

全体（Ｎ=227）

利用終了時刻

◆利用したい時間帯 <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「休みの期間中、週に数日利用したい」と回答した人のみ 

毎日ではなく、たまに利用したい理由 <複数回答> 

就学前児童問 21-１ 
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69.0 26.7 4.3 

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

全体（Ｎ=1,113）

あった なかった 不明・無回答

20.3 

58.5 

27.9 

32.4 

2.6 

0.0 

0.3 

0.5 

3.8 

2.0 

0% 20% 40% 60%

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもを

看てもらった

父親又は母親のうち就労していない方が

子どもを看た

病児・病後児保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=768）

 

６ 病気の際の対応 

（平日の教育・保育事業を利用している就学前児童の人のみ） 

 

定期的な教育・保育事業を「利用している」と回答した人のみ 

この１年間に、対象の子どもが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことの有無 <単数回答> 

就学前児童問 22 

 

 

 

 

 

 

 

定期的な教育・保育事業を利用できなかったことが「あった」と回答した人のみ 

普段利用している教育・保育事業が利用できなかった場合のこの１年間の対処方法 <複数回答> 

就学前児童問 22-１ 
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年間
件数

（N=134）
％

１日 12 9.0

２日 20 14.9

３日 18 13.4

４日 8 6.0

５日 30 22.4

６日 1 0.7

７日 8 6.0

８日 0 0.0

９日 1 0.7

10日以上 29 21.6

不明・無回答 7 5.2

28.3 68.7 3.0 

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

全体（Ｎ=473）

できれば病児・病後児保育を利用したい

利用したいとは思わない

不明・無回答

対処方法

年間
件数

（N=156）
％

件数
（N=449）

％
件数

（N=214）
％

件数
（N=249）

％
件数

（N=20）
％

件数
（N=2）

％
件数

（N=4）
％

件数
（N=29）

％

１日 51 32.7 43 9.6 29 13.6 31 12.4 4 20.0 0 0.0 2 50.0 5 17.2

２日 36 23.1 77 17.1 34 15.9 26 10.4 2 10.0 1 50.0 1 25.0 1 3.4

３日 21 13.5 63 14.0 37 17.3 26 10.4 2 10.0 0 0.0 1 25.0 6 20.7

４日 10 6.4 26 5.8 4 1.9 9 3.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.4

５日 24 15.4 54 12.0 37 17.3 36 14.5 3 15.0 1 50.0 0 0.0 3 10.3

６日 1 0.6 12 2.7 4 1.9 7 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.4

７日 2 1.3 24 5.3 5 2.3 12 4.8 1 5.0 0 0.0 0 0.0 1 3.4

８日 1 0.6 10 2.2 2 0.9 8 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

９日 0 0.0 2 0.4 2 0.9 3 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

10日以上 7 4.5 123 27.4 49 22.9 74 29.7 8 40.0 0 0.0 0 0.0 7 24.1

不明・無回答 3 1.9 15 3.3 11 5.1 17 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 13.8

ファミリー・サポー
ト・センターを利用

した

仕方なく子どもだ
けで留守番をさせ

た

その他父親が休んだ 母親が休んだ （同居者を含む）親
族・知人に子ども
を看てもらった

父親又は母親のう
ち就労していない
方が子どもを看た

病児・病後児保育
を利用した

◆日数 <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 22-1 で「ベビーシッターを利用した」と回答した人はいなかった。 

 

過去１年間の対処方法として「父親が休んだ」または「母親が休んだ」と回答した人のみ 

「できれば病児・病後児保育を利用したい」と思ったか <単数回答> 

就学前児童問 22-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（できれば病児・病後児保育を利用したい） 

◆日数 <数量回答> 
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64.9 

76.1 

15.7 

3.7 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

他の施設（例：こども園、幼稚園等）に併設した施設

で子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育

する事業（例：ファミリー・サポート・センター等）

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=134）

51.1 

2.8 

20.3 

27.1 

19.7 

52.3 

18.8 

3.1 

0% 20% 40% 60%

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間

・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=325）

「できれば病児・病後児保育を利用したい」と回答した人のみ 

病児・病後児保育を利用する場合に望ましい事業形態 <複数回答> 

「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」が 76.1％と最も高く、次いで「他の施設に併設した施設で子ど

もを保育する事業」が 64.9％となっています。 

就学前児童問 22-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病児・病後児保育を「利用したいとは思わない」と回答した人のみ 

利用したいとは思わない理由 <複数回答> 

「親が仕事を休んで対応する」が 52.3％と最も高く、次いで「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」が 51.1％

となっています。 

就学前児童問 22-４ 
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54.4 

5.3 

13.2 

36.8 

2.6 

0% 20% 40% 60%

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=114）

年間
件数

（N=200）
％

１日 32 16.0

２日 37 18.5

３日 32 16.0

４日 7 3.5

５日 25 12.5

６日 3 1.5

７日 6 3.0

８日 2 1.0

９日 1 0.5

10日以上 40 20.0

不明・無回答 15 7.5

41.0 23.4 35.7 

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

全体（Ｎ=488）

できれば仕事を休んで看たい 休んで看ることは非常に難しい

不明・無回答

「（同居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらった」「父親又は母親のうち就労していない方が子どもを看た」「病

児・病後児保育を利用した」「ベビーシッターを利用した」「ファミリー・サポート・センターを利用した」「仕方なく子ど

もだけで留守番をさせた」「その他」のいずれかに回答した人のみ 

「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思ったか <単数回答> 

「できれば仕事を休んで看たい」が 41.0％、「休んで看ることは非常に難しい」が 23.4％となっています。 

就学前児童問 22-５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい） 

◆日数 <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父母のいずれかが仕事を「休んで看ることは非常に難しい」と回答した人のみ 

休んで看ることは非常に難しい理由 <複数回答> 

就学前児童問 22-６ 
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2.2 

4.1 

0.3 

0.2 

1.2 

88.0 

4.2 

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

一時保育

私立幼稚園の預かり保育

とよたファミリー・サポート・センター

ベビーシッター

その他

利用していない

不明・無回答

全体（Ｎ=1,978）

対処方法

年間
件数

（N=44）
％

件数

（N=82）
％

件数

（N=6）
％

件数

（N=3）
％

件数

（N=23）
％

１日 12 27.3 8 9.8 0 0.0 1 33.3 5 21.7

２日 6 13.6 12 14.6 2 33.3 0 0.0 4 17.4

３日 2 4.5 11 13.4 1 16.7 0 0.0 2 8.7

４日 4 9.1 4 4.9 0 0.0 0 0.0 1 4.3

５日 4 9.1 8 9.8 1 16.7 0 0.0 1 4.3

６日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

７日 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.3

８日 1 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

９日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 33.3 0 0.0

10日以上 8 18.2 37 45.1 1 16.7 1 33.3 6 26.1

不明・無回答 3 6.8 2 2.4 1 16.7 0 0.0 3 13.0

一時保育 私立幼稚園の

預かり保育

とよたファミリー

・サポート・センター

ベビーシッター その他

 

７ 不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用 

 
日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事

業があるか <複数回答> 

就学前児童問 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆利用している日数（年間） <数量回答> 
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70.0 

59.1 

22.7 

5.0 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80%

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の

習い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や

親の通院等

不定期の就労

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=643）

32.5 54.5 13.0 

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

全体（Ｎ=1,978）

利用したい 利用する必要はない 不明・無回答

73.8 

3.0 

2.7 

4.4 

14.9 

13.0 

11.4 

18.1 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80%

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数

など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

その他

全体（Ｎ=1,741）

不定期の教育・保育事業を「利用していない」と回答した人のみ 

利用していない理由 <複数回答> 

「特に利用する必要がない」が 73.8％と最も高くなっている一方、「事業の利用方法（手続き等）がわからない」が

18.1％、「利用料がかかる・高い」が 14.9％となっています。 

就学前児童問 23-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私用、親の通院、不定期の就労等の目的での事業の利用希望の有無<単数回答> 

就学前児童問 24 

 

 

 

 

 

 

（利用したい） 

◆目的別利用希望内容（年間） <複数回答> 
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67.7 

50.7 

29.5 

2.3 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80%

大規模施設で子どもを保育する事業

（例：こども園・幼稚園等）

小規模施設で子どもを保育する事業

（例：子育て支援センター等）

地域住民等が子育て家庭等の近くの場所で保育

する事業（例：ファミリー・サポート・センター等）

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=643）

年間
件数

（N=643）
％

件数

（N=450）
％

件数

（N=380）
％

件数

（N=146）
％

件数

（N=32）
％

１日 16 2.5 23 5.1 22 5.8 3 2.1 2 6.3

２日 22 3.4 28 6.2 49 12.9 6 4.1 3 9.4

３日 35 5.4 38 8.4 51 13.4 10 6.8 2 6.3

４日 21 3.3 17 3.8 11 2.9 7 4.8 2 6.3

５日 52 8.1 68 15.1 69 18.2 19 13.0 5 15.6

６日 19 3.0 26 5.8 26 6.8 3 2.1 1 3.1

７日 17 2.6 4 0.9 12 3.2 1 0.7 1 3.1

８日 14 2.2 4 0.9 6 1.6 2 1.4 1 3.1

９日 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

10日以上 379 58.9 231 51.3 125 32.9 88 60.3 12 37.5

不明・無回答 67 10.4 11 2.4 9 2.4 7 4.8 3 9.4

対処方法

利用したい 私用（買物、子ども
（兄弟姉妹を含む）

や親の習い事等）、

リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行
事、子ども（兄弟姉

妹を含む）や親の通

院等

不定期の就労 その他

20.2 76.2 3.6 

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

全体（Ｎ=1,978）

あった なかった 不明・無回答

（利用したい） 

◆目的別利用希望日数（年間） <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私用、親の通院、不定期の就労等の目的で事業を「利用したい」と回答した人のみ 

私用、親の通院、不定期の就労等の目的で事業を利用する場合に望ましい事業形態 <複数回答> 

就学前児童問 24-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、対象の子どもを泊りがけで家族以外にみてもらわな

ければならない状況の有無 <単数回答> 

就学前児童問 25 
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対処方法

年間
件数

（N=336）
％

件数

（N=2）
％

件数

（N=70）
％

件数

（N=11）
％

１日 83 24.7 0 0.0 21 30.0 2 18.2

２日 48 14.3 0 0.0 19 27.1 2 18.2

３日 36 10.7 1 50.0 10 14.3 1 9.1

４日 20 6.0 0 0.0 3 4.3 0 0.0

５日 49 14.6 0 0.0 4 5.7 0 0.0

６日 12 3.6 0 0.0 1 1.4 0 0.0

７日 16 4.8 0 0.0 3 4.3 1 9.1

８日 3 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0

９日 2 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0

10日以上 62 18.5 0 0.0 4 5.7 2 18.2

不明・無回答 5 1.5 1 50.0 5 7.1 3 27.3

その他（同居者を含む）親

族・知人にみても

らった

短期入所生活援助

事業（ショートステ

イ）を利用した

仕方なく子どもを同

行させた

84.2 

0.5 

0.3 

17.5 

0.3 

2.8 

0.5 

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

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した

イ以外の保育事業（認可外保育施設、

ベビーシッター等）を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=399）

15.5 31.3 50.3 3.0 

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

全体（Ｎ=336）

非常に困難 どちらかというと困難 特に困難ではない 不明・無回答

（あった） 

◆対処方法（年間） <複数回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（あった） 

◆対処方法別宿泊数（年間） <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 25 で「イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した」「仕

方なく子どもだけで留守番をさせた」と回答した人は各 N=1 で「不明・無回答」であ

った 

 

 

泊まりがけで家族以外に看てもらわなければならない状態が「あった」「（同居者を含む）親族・知人に看てもらっ

た」と回答した人のみ 

子どもを親族・知人に泊まりがけで預けた際の困難度 <単数回答> 

就学前児童問 25-１ 
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61.6 

17.7 

47.1 

1.8 

10.5 

27.0 

0.0 

12.3 

10.8 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

不明・無回答

全体（Ｎ=333）

過させたい場所

週当たり
件数

（N=205）
％

件数
（N=59）

％
件数

（N=157）
％

件数
（N=6）

％
件数

（N=35）
％

件数
（N=90）

％
件数

（N=41）
％

１日 16 7.8 25 42.4 58 36.9 1 16.7 15 42.9 3 3.3 11 26.8

２日 40 19.5 22 37.3 69 43.9 1 16.7 6 17.1 10 11.1 14 34.1

３日 48 23.4 1 1.7 25 15.9 0 0.0 6 17.1 8 8.9 8 19.5

４日 30 14.6 0 0.0 5 3.2 1 16.7 0 0.0 13 14.4 4 9.8

５日 53 25.9 7 11.9 0 0.0 2 33.3 4 11.4 53 58.9 1 2.4

６日 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.1 0 0.0

７日 5 2.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

不明・無回答 12 5.9 3 5.1 0 0.0 1 16.7 4 11.4 2 2.2 3 7.3

その他（公民館、
公園など）

自宅 祖父母宅や
友人・知人宅

習い事（ピアノ教
室、サッカークラ
ブ、学習塾など）

児童館 放課後子ども教室 放課後児童クラブ
（学童保育）

 

８ 小学校就学後の放課後の過ごし方 

（５歳の就学前児童の人のみ） 

 
対象の子どもについて、小学校低学年（１～３年生）の放課後（平日の小学校終了後）の時間は、どのような場所で

過ごさせたいか <複数回答> 

就学前児童問 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆希望日数（週当たり） <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 26 で「ファミリー・サポート・センター」と回答した人はいなかった 
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67.3 

19.2 

55.9 

1.8 

12.6 

23.1 

0.3 

14.4 

11.1 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

不明・無回答

全体（Ｎ=333）

2.2 

0.0 

0.0 

2.2 

5.6 

30.0 

38.9 

17.8 

1.1 

2.2 

0% 20% 40% 60%

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

不明・無回答

全体（Ｎ=90）

下校時から

（放課後児童クラブ（学童保育）） 

◆過ごさせたい時間（下校時から）<数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校高学年（４～６年生）の放課後（平日の小学校終了後）の時間は、どのような場所で過ごさせたいか 

<複数回答> 

就学前児童問 27 
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1.3 

0.0 

0.0 

1.3 

2.6 

26.0 

40.3 

22.1 

1.3 

5.2 

0% 20% 40% 60%

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

不明・無回答

全体（Ｎ=77）

下校時から

過させたい場所

週当たり
件数

（N=224）
％

件数
（N=64）

％
件数

（N=186）
％

件数
（N=6）

％
件数

（N=42）
％

件数
（N=77）

％
件数

（N=1）
％

件数
（N=48）

％

１日 28 12.5 28 43.8 43 23.1 2 33.3 21 50.0 6 7.8 0 0.0 12 25.0

２日 55 24.6 20 31.3 84 45.2 1 16.7 6 14.3 10 13.0 0 0.0 14 29.2

３日 47 21.0 2 3.1 39 21.0 0 0.0 9 21.4 12 15.6 0 0.0 8 16.7

４日 19 8.5 2 3.1 11 5.9 1 16.7 0 0.0 6 7.8 0 0.0 4 8.3

５日 51 22.8 6 9.4 2 1.1 1 16.7 5 11.9 40 51.9 1 100.0 4 8.3

６日 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

７日 7 3.1 1 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.6 0 0.0 0 0.0

不明・無回答 17 7.6 5 7.8 6 3.2 1 16.7 1 2.4 1 1.3 0 0.0 6 12.5

ファミリー・
サポート・センター

その他（公民館、
公園など）

自宅 祖父母宅や
友人・知人宅

習い事（ピアノ教
室、サッカークラ
ブ、学習塾など）

児童館 放課後子ども教室 放課後児童クラブ
（学童保育）

 
◆希望日数（週当たり） <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放課後児童クラブ（学童保育）） 

◆過ごさせたい時間（下校時から）<数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

0.0 

3.7 

0.0 

7.4 

11.1 

7.4 

25.9 

25.9 

18.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.9 

3.4 

24.1 

34.5 

27.6 

0.0 

3.4 

0% 20% 40% 60%

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

不明・無回答

土曜日（Ｎ=27） 日曜・祝日（Ｎ=29）

利用終了時刻
0.0 

11.1 

37.0 

48.1 

0.0 

0.0 

0.0 

3.7 

0.0 

0.0 

31.0 

34.5 

31.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.4 

0% 20% 40% 60%

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

不明・無回答

土曜日（Ｎ=27） 日曜・祝日（Ｎ=29）

利用開始時刻

12.5 

9.6 

13.5 

15.0 

69.2 

67.9 

4.8 

5.9 

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

土曜日（Ｎ=104）

日曜・祝日（Ｎ=104）

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない

不明・無回答

小学校低学年・高学年の放課後の過ごし方として「放課後児童クラブ（学童保育）」と回答した人のみ 

土曜日、日曜・祝日の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望 <単数回答> 

土曜日は、「低学年の間は利用したい」が12.5％、「高学年になっても利用したい」が13.5％となっており、合わせ

て 26.0％となっています。 

日曜・祝日は、「低学年の間は利用したい」が 9.6％、「高学年になっても利用したい」が 15.0％となっており、合わ

せて 24.6％となっています。 

就学前児童問 28（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆利用したい時間帯 <数量回答> 
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22.2 21.3 35.4 21.0 

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

全体（Ｎ=333）

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない

不明・無回答

0.7 

0.7 

0.7 

1.4 

15.9 

11.0 

26.2 

29.7 

11.7 

0.0 

2.1 

0% 20% 40% 60%

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

不明・無回答

全体（Ｎ=145）

利用終了時刻0.7 

15.2 

42.1 

36.6 

1.4 

0.0 

0.0 

2.1 

2.1 

0% 20% 40% 60%

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

不明・無回答

全体（Ｎ=145）

利用開始時刻

夏休み・冬休みなどの長期休暇期間中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望 <単数回答> 

「低学年の間は利用したい」が22.2％、「高学年になっても利用したい」が21.3％となっており、合わせて43.5％と

なっています。 

就学前児童問 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆利用したい時間帯 <数量回答> 
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15.3 82.8 1.9 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

利用している 利用していない 不明・無回答

47.3 34.8 17.9 

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

小学生保護者

（Ｎ=319）

ほぼ毎月の利用 長期休暇のみの利用 不明・無回答

4.0 

6.6 

15.2 

13.9 

55.6 

0.0 

0.7 

4.0 

1.8 

2.7 

10.8 

29.7 

47.7 

0.0 

0.0 

7.2 

0% 20% 40% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

週当たり

ほぼ毎月の利用（Ｎ=151）

長期休暇のみの利用（Ｎ=111）

 

９ 放課後児童クラブの利用 

 

現在の放課後児童クラブの利用の有無 <単数回答> 

小学生保護者問 13  

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブを「利用している」と回答した人のみ 

利用状況及び利用している理由 <単数回答> 

利用状況は、「ほぼ毎月の利用」が 47.3％と最も高く、次いで「長期休暇のみの利用」が 34.8％となっています。 

日数は、「ほぼ毎月の利用」「長期休暇のみの利用」ともに「５日」が最も高くなっています。 

利用している理由は、主に子どもの身の回りの世話をしている人が、「現在就労している」が 92.2％と最も高くなっ

ています。 

小学生保護者問 13-１ 

 

 

 

 

 

 

（ほぼ毎月の利用）または（長期休暇のみの利用） 

◆日数 <数量回答> 
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35.8 

0.3 

3.0 

0.5 

0.5 

2.4 

2.1 

8.8 

28.0 

3.0 

13.7 

1.9 

0% 10% 20% 30% 40%

現在就労していないから

就労しているが、放課後児童クラブを

知らなかったから

就労しているが、放課後児童クラブがないから

就労しているが、放課後児童クラブに

空きがないから

就労しているが、放課後児童クラブの開所時間が

短いから

就労しているが、利用料がかかるから

就労しているが、子どもは放課後の習い事を

しているから

就労しているが、放課後の短時間ならば、子ども

だけでも大丈夫と思うから

就労しているが、子どもの下校前に帰宅できるため

就労しているが、他の施設や人に預けているから

その他

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=1,727）

92.2 

0.6 0.3 0.6 0.6 

5.6 

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

小学生保護者

（Ｎ=319）

現在就労している

家族・親族などを介護しなければならない

病気または障がいなどがある

学生である

その他

不明・無回答

◆利用している理由 （主に子どもの身の回りの世話をしているの状況）<数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブを「利用していない」と回答した人のみ 

利用していない理由（主に子どもの身の回りの世話をしているの状況） <単数回答> 

小学生保護者問 13-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

12.8 21.7 60.7 4.8 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

ほぼ毎月、利用したい 長期休暇のみ利用したい

利用したくない 不明・無回答

24.4 55.3 20.3 

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

小学生保護者

（Ｎ=266）

希望する 希望しない 不明・無回答

1.9 

8.6 

9.8 

13.2 

54.1 

3.0 

0.4 

9.0 

2.1

9.5

10.7

14.5

59.5

3.3

0.4

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

週当たり

ほぼ毎月の利用（Ｎ=266）

長期休暇のみの利用（Ｎ=452）

今後の放課後児童クラブの利用の有無 <単数回答> 

「利用したくない」が 60.7％と最も高く、次いで「長期休暇のみ利用したい」が 21.7％、「ほぼ毎月、利用したい」が

12.8％となっています。「長期休暇のみ利用したい」「ほぼ毎月、利用したい」ともに、週当たり「５日」が５割強と高く

なっています。 

土日の利用希望は、「ほぼ毎月、利用したい」人で 24.4％、「長期休暇のみ利用したい」人で 15.3％となっていま

す。 

小学生保護者問 14  

 

 

 

 

 

 

 

（ほぼ毎月、利用したい）（長期休暇のみ利用したい） 

◆日数 <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ほぼ毎月、利用したい） 

◆土日の利用希望 <単数回答> 
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15.3 68.1 16.6 

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

小学生保護者

（Ｎ=452）

希望する 希望しない 不明・無回答

69.9 

3.1 

14.6 

1.3 

0.7 

0.1 

4.9 

2.5 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80%

現在就労している

就労予定である／求職中である

そのうち就労したいと考えている

家族・親族などを介護しなければならない

病気または障がいなどがある

学生である／就学したい

就労していないが、子どもの教育などの

ために預けたい

その他

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=718）

（長期休暇のみ利用したい） 

◆土日の利用希望 <単数回答> 

 

 

 

 

 

 

 

「ほぼ毎月、利用したい」「長期休暇のみ利用したい」と回答した人のみ 

利用したい理由（主に子どもの身の回りの世話をしている人の状況） <単数回答> 

小学生保護者問 14-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

30.3 23.5 40.4 5.8 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

利用したい

利用したくない

対象の事業がないのでよくわからない

不明・無回答

23.1 

28.6 

22.0 

4.6 

16.3 

0.5 

0.2 

4.7 

0% 20% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

週当たり

利用したい（Ｎ=632）

放課後子ども教室の利用希望 <単数回答> 

小学生保護者問 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用したい） 

◆日数 <数量回答> 
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52.1 

26.7 

81.5 

10.8 

1.9 

0.5 

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

地区の区民会館など

公園・広場

学校の余裕教室

こども園、私立幼稚園

その他

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=632）

4.3 

55.4 

56.3 

60.9 

68.9 

11.0 

55.9 

15.9 

13.0 

39.5 

1.0 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅（１人）で過ごす

自宅（家族）で過ごす

自宅や友人宅で友だちと遊ぶ

学校や公園などで遊ぶ

学校の部活動に参加する

放課後児童クラブで過ごす

塾や習い事、スポーツクラブに行く

子ども会等の地域活動に参加する

交流館や集会所などに行く

家の手伝いをする

その他

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=2,085）

放課後子ども教室を「利用したい」と回答した人のみ 

希望する利用場所 <複数回答> 

小学生保護者問 15-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学４年生以降の望ましい放課後の過ごし方 <複数回答> 

「学校の部活動に参加する」が 68.9％と最も高く、次いで「学校や公園などで遊ぶ」が 60.9％となっています。「自

宅（家族）で過ごす」「自宅や友人宅で友だちと遊ぶ」「塾や習い事、スポーツクラブに行く」についても、５割を超え

て高くなっています。 

小学生保護者問 16  
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61.3 

0.7 

24.8 

1.1 

11.6 

89.8 

2.3 

8.4 

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

母親（Ｎ=1,978）

父親（Ｎ=1,978）

働いていなかった 取得した（取得中である）

取得していない 不明・無回答

 

10 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度 

 

対象の子どもの出産時における育児休業の取得状況 <単数回答> 

母親は、「働いていなかった」が 61.3％と最も高く、父親は、「取得していない」が 89.8％と最も高くなっています。 

就学前児童問 30 
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15.7 

7.4 

2.6 

13.5 

0.0 

4.8 

2.2 

0.0 

7.4 

47.2 

19.7 

11.8 

1.3 

2.2 

13.1 

3.9 

28.2 

31.5 

0.2 

4.8 

7.5 

23.0 

0.7 

17.7 

48.6 

0.3 

7.3 

0.7 

2.0 

0.1 

5.1 

3.9 

0% 20% 40% 60%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

こども園などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を

満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を

取得できることを知らず、退職した

その他

不明・無回答

母親（Ｎ=229）

父親（Ｎ=1,777）

30.1 28.0 

1.1 

36.8 4.0 

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

全体（Ｎ=1,978）

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった

不明・無回答

 
（取得していない） 

◆取得していない理由 <複数回答> 

母親は、「子育てや家事に専念するため退職した」が 47.2％と最も高く、父親は、「配偶者が無職、祖父母等の親

族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった」が 48.6％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業給付及び保険料免除の認知度 <単数回答> 

就学前児童問 30-１ 
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65.2 

66.7 

22.6 

0.0 

9.4 

4.8 

2.9 

28.6 

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

母親（Ｎ=491）

父親（Ｎ=21）

育児休業取得後、職場に復帰した

現在も育児休業中である

育児休業中に離職した

不明・無回答

上段：件数

下段：％

271 148 120 3
100.0 54.6 44.3 1.1

26 9 17 -

100.0 34.6 65.4 -
9 3 6 -

100.0 33.3 66.7 -
217 136 78 3

100.0 62.7 35.9 1.4
1 - 1 -

100.0 - 100.0 -
10 - 10 -

100.0 - 100.0 -
15 3 12 -

100.0 20.0 80.0 -
1 - 1 -

100.0 - 100.0 -
4 - 4 -

100.0 - 100.0 -
- - - -
- - - -

【問30-3(1)】母親が育児休業から復帰したタイミング

不明・無回答

【問15-１】

平日、定期

的に利用して

いる教育・保
育事業

合計

私立幼稚園

私立幼稚園の預かり保育

こども園

保育ママ

事業所内保育施設

認可外保育施設・豊田市認証

保育所

とよたファミリー・サポー

ト・センター

その他

合計

年度初めの

入所に合わ

せたタイミン

グだった

それ以外

だった

不明・無回答

52.2 

7.1 

45.6 

78.6 

2.2 

14.3 

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

母親（Ｎ=320）

父親（Ｎ=14）

年度初めの入所に合わせたタイミングだった

それ以外だった

不明・無回答

育児休業を「取得した（取得中である）」と回答した人のみ 

育児休業取得後の職場復帰状況 <単数回答> 

就学前児童問 30-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業を取得後に「育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した人のみ 

職場復帰は年度初めのこども園入園に合わせたタイミングだったか <単数回答> 

就学前児童問 30-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆母親が育児休業から復帰したタイミング×定期的な教育・保育事業別 
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57.1 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35.7 

42.9 

7.1 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

42.9 

0% 20% 40% 60%

６か月未満

６か月～１歳未満

１歳～１歳６か月未満

１歳６か月～２歳未満

２歳～２歳６か月未満

２歳６か月～３歳未満

３歳～３歳６か月未満

３歳６か月以上

不明・無回答

実際（Ｎ=14） 希望（Ｎ=14）

父親

3.8 

23.8 

38.4 

18.8 

5.6 

3.1 

2.2 

2.2 

2.2 

0.6 

1.9 

29.7 

19.1 

17.8 

0.6 

17.8 

1.6 

10.9 

0% 20% 40% 60%

６か月未満

６か月～１歳未満

１歳～１歳６か月未満

１歳６か月～２歳未満

２歳～２歳６か月未満

２歳６か月～３歳未満

３歳～３歳６か月未満

３歳６か月以上

不明・無回答

実際（Ｎ=320） 希望（Ｎ=320）

母親

59.1 

14.3 

9.1 

0.0 

20.6 

35.7 

11.3 

50.0 

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

母親（Ｎ=320）

父親（Ｎ=14）

希望より早く復帰した 希望より遅く復帰した

実際の復帰が希望と同じ 不明・無回答

職場復帰時の子どもの年齢／育児休業をとりたかった子どもの年齢 <数量回答> 

就学前児童問 30-４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆職場復帰は希望どおりのタイミングであったか <問 30-4 職場復帰の実際と希望の差> 

母親の 59.1％が「希望より早く復帰した」と回答しており、「希望より遅く復帰した」と「実際の復帰が希望と同じ」を

合わせた 29.7％を大きく上回っています。 
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48.7 

1.6 

17.5 

24.3 

23.3 

9.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0% 50% 100%

希望するこども園に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に

合わせるため

その他

不明・無回答

母親（Ｎ=189）

父親（Ｎ=2）

0.0 

0.6 

14.7 

8.8 

19.7 

2.8 

48.1 

5.3 

35.7 

7.1 

7.1 

7.1 

0.0 

0.0 

21.4 

21.4 

0% 20% 40% 60%

６か月未満

６か月～１歳未満

１歳～１歳６か月未満

１歳６か月～２歳未満

２歳～２歳６か月未満

２歳６か月～３歳未満

３歳以上

不明・無回答

母親（Ｎ=320）

父親（Ｎ=14）

職場に３歳まで育児休業取得が可能な制度があった場合、希望として子どもが何歳の時までとりたかったか 

<数量回答> 

就学前児童問 30-５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の職場復帰と希望が異なる人のみ 

希望の時期に職場復帰しなかった理由 

「希望」より早く復帰した親 <複数回答> 

就学前児童問 30-６ 
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72.4 

0.0 

3.4 

6.9 

17.2 

17.2 

6.9 

0% 20% 40% 60% 80%

希望するこども園に入れなかったため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかった

ため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

子どもをみてくれる人がいなかったため

その他

不明・無回答
母親（Ｎ=29）

50.3 

0.0 

46.9 

78.6 

2.8 

21.4 

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

母親（Ｎ=320）

父親（Ｎ=14）

短時間勤務制度を利用した

短時間勤務制度を利用しなかった

不明・無回答

「希望」より遅く復帰した親 <複数回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 30-4 で「職場復帰の実際が、希望より遅くなった」と回答した父親はいなかった。 

 

 

育児休業を取得後に「育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した人のみ 

育児休業からの職場復帰時の短時間勤務制度利用の有無 <単数回答> 

就学前児童問 30-７ 
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43.3 

27.3 

30.0 

0.0 

15.3 

0.0 

21.3 

10.7 

17.3 

2.0 

36.4 

45.5 

27.3 

18.2 

9.1 

0.0 

9.1 

9.1 

9.1 

18.2 

0% 20% 40% 60%

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額され、経済的に

苦しくなる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を

利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

不明・無回答

母親（Ｎ=150）

父親（Ｎ=11）

86.5 2.7 10.8 

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

母親（Ｎ=111）

１歳になるまで育児休業を取得したい

１歳になる前に復帰したい

不明・無回答

育児休業から職場復帰後に「短時間勤務制度を利用しなかった」と回答した人のみ 

短時間勤務制度を利用しなかった理由 <複数回答> 

母親では、「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が 43.3％と最も高くなっています。短時間勤務

制度を利用しやすい環境を整えていくことが求められています。 

就学前児童問 30-８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業の取得状況で「現在も育児休業中である」と回答した人のみ 

子どもが１歳になったときに必ず利用できる事業があれば、１歳になるまで育児休業を取得するか。または、預け

られる事業があっても１歳になる前に復帰するか。 <単数回答> 

就学前児童問 30-９ 

 

 

 

 

 

 

※問 30-２で「現在も育児休業中である」と回答した父親はいなかった。 
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17.5 

19.8 

20.0 

15.3 

29.0 

27.7 

26.7 

17.9 

58.6 

38.2 

25.5 

26.8 

21.7 

2.0 

2.5 

1.0 

14.0 

25.9 

18.8 

12.1 

27.2 

21.8 

24.5 

8.2 

42.7 

18.9 

20.4 

30.0 

11.4 

2.5 

1.4 

2.1 

0% 20% 40% 60%

妊娠中の通勤・就労などに配慮した各種制度

（時差出勤制度など）

産前産後の休暇が十分にとれる制度

子どもが満１歳になるまでの育児休業期間に

ある程度の給料保障がされる制度

育児休業期間が１年を超えてとれる制度

出産・育児などのため会社を辞めた女性を

再雇用する制度（再雇用制度）

育児のために必要な場合に、就業時間を縮める

ことができる制度（短時間勤務制度）

就業時間をある程度自由に融通できる制度

（フレックスタイム制度）

自宅で仕事をすることができる制度

（在宅勤務制度）

子どもが病気やけがのときなどに休暇がとれる

制度

子どもの行事（運動会やお遊戯会など）に参加する

ための休暇制度

企業（職場）内に託児所を設けること

男女ともに子育てと仕事が両立しやすいように、

企業（職場）内で子育てへの理解を広めていくこと

保育料に対する企業（職場）からの助成

その他

特に希望することはない

不明・無回答

就学前児童（Ｎ=1,978）

一般市民（Ｎ=1,608）

男女ともに子育てと仕事の両立を図りやすくするために、企業など（職場）における環境整備として望むこと 

<複数回答> 

就学前児童問 36、市民問 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

82.1 

48.2 

46.5 

44.4 

60.2 

36.6 

26.6 

24.2 

52.4 

13.8 

20.2 

35.4 

1.6 

2.0 

1.1 

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

子どもの遊び場

子どもと一緒に遊んでくれるスタッフがいる場

親の息抜き

親同士の交流

子ども同士の交流

専門スタッフによる育児に関する相談

市や地域の子育て支援サービスに関する情報提供

地域の人たちとのふれ合い

親子で楽しめるイベントやプログラムの提供

家庭･育児に関する講演会の開催

子育ての仲間などでサークル活動ができる場

子どもの一時預かり

その他

特に期待することはない

不明・無回答

全体（Ｎ=1,978）

 
Ⅲ 子ども・子育てに関する意識    

（就学前児童保護者、小中学生保護者） 
 

１ 子ども・子育てに関する意識 

 

「親子で集える場」に期待する施設機能 <複数回答> 

就学前児童問 32 
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日頃の子育てについて感じていること <単数回答> 

子育ては楽しいと感じている割合が高い一方で、子育てに自信がもてなくなると感じる割合も高くなっています。 

子どもの数が多くなるにしたがい、「カッとして子どもをたたいてしまうことがよくある」割合が高くなっています。 

就学前児童問 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問毎 全体（N=1,978） 

36.9 

87.3 

15.4 

25.5 

26.1 

32.7 

41.1 

55.7 

50.8 

11.9 

39.1 

44.9 

37.8 

39.6 

38.8 

30.5 

10.4 

0.3 

34.6 

24.2 

30.0 

22.5 

14.0 

8.8 

1.2 

0.0 

9.9 

4.4 

5.4 

4.6 

3.2 

2.0 

0.7 

0.6 

1.0 

1.0 

0.8 

0.7 

3.0 

3.0 

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

Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い

Ｂに近い 不明・無回答

子育てに自信が 
A：もてなくなることは特にない / B：もてなくなることが 

よくある 

子育てが 
A：嫌になることは特にない / B：よくある 

子育ては 
A：とても楽しい / B：とてもつらい 

子どもの成長が 
A：楽しみ / B：楽しみではない 

カッとして子どもをたたいてしまう
A：ことはない / B：よくある 

ゆったりした気分で子どもと 
A：過ごせる時間がある / B：過ごせる時間はない 

配偶者は子育てに対して 
A：非常に協力的である / B：まったく協力的でない 

配偶者と子どものことについて 
A：よく話す / B：ほとんど話さない 
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16.8 

12.8 

19.7 

25.0 

14.3 

39.8 

37.8 

42.0 

40.9 

42.9 

33.6 

37.1 

29.7 

25.0 

42.9 

8.2 

11.6 

7.7 

9.1 

0.0 

1.6 

0.7 

1.0 

0.0 

0.0 

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

１人（Ｎ=631）

２人（Ｎ=996）

３人（Ｎ=300）

４人（Ｎ=44）

５人以上（Ｎ=7）

Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い 不明・無回答

【Ａ】

子育てに自信がもてな

くなることは特にない

【Ｂ】

子育てに自信がもてなく

なることがよくある

34.2 

20.4 

24.3 

27.3 

14.3 

41.2 

46.3 

48.0 

43.2 

57.1 

20.8 

26.7 

22.7 

25.0 

28.6 

2.9 

5.7 

4.3 

0.0 

0.0 

1.0 

0.9 

0.7 

4.5 

0.0 

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

１人（Ｎ=631）

２人（Ｎ=996）

３人（Ｎ=300）

４人（Ｎ=44）

５人以上（Ｎ=7）

Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い 不明・無回答

【Ａ】

子育てが嫌になること

は特にない

【Ｂ】

子育てが嫌になることが

よくある

◆子育てに自信がもてなくなること×子どもの数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆子育てが嫌になること×子どもの数 
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42.2 

19.4 

16.0 

20.5 

0.0 

33.6 

40.6 

40.3 

18.2 

28.6 

19.2 

33.7 

37.3 

45.5 

57.1 

3.6 

5.8 

6.0 

15.9 

14.3 

1.4 

0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

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

１人（Ｎ=631）

２人（Ｎ=996）

３人（Ｎ=300）

４人（Ｎ=44）

５人以上（Ｎ=7）

Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い 不明・無回答

【Ａ】

カッとして子どもをたたいて

しまうことはない

【Ｂ】

カッとして子どもをたたいて

しまうことがよくある

48.0 

37.4 

38.7 

45.5 

0.0 

33.8 

41.7 

40.0 

31.8 

71.4 

10.9 

14.9 

16.7 

15.9 

28.6 

1.7 

3.8 

4.3 

2.3 

0.0 

5.5 

2.2 

0.3 

4.5 

0.0 

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

１人（Ｎ=631）

２人（Ｎ=996）

３人（Ｎ=300）

４人（Ｎ=44）

５人以上（Ｎ=7）

Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い 不明・無回答

【Ａ】

配偶者は子育てに対して

非常に協力的である

【Ｂ】

配偶者は子育てに対して

まったく協力的でない

◆カッとして子どもをたたいてしまうこと×子どもの数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆配偶者は子育てに対して協力的か×子どもの数 
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39.5 

38.8 

12.1 

19.7 

19.7 

4.7 

28.8 

37.6 

28.5 

1.6 

3.1 

10.8 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめなどを含む）に関すること

登園拒否などの問題について

その他

特にない

不明・無回答

全体（Ｎ=1,978）

子育てについて日常悩んでいること、気になること <複数回答> 

「病気や発育・発達に関すること」「食事や栄養に関すること」「育児の方法がよくわからないこと」では、子どもの数

が「１人」の方が「２人以上」に比べて割合が高くなっており、初めての育児でわからない項目が悩みにつながって

いることがうかがえます。 

就学前児童問 34 
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45.0 

49.3 

15.1 

16.5 

15.5 

6.3 

26.1 

37.4 

24.6 

1.7 

2.9 

9.2 

2.4 

37.0 

33.9 

10.7 

21.2 

21.7 

3.9 

30.1 

37.7 

30.4 

1.6 

3.3 

11.5 

1.1 

0% 20% 40% 60%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめなどを含む）に関すること

登園拒否などの問題について

その他

特にない

不明・無回答

１人（Ｎ=631）

２人以上（Ｎ=1,347）

57.7 

58.0

35.3 

34.0

6.3 

5.2

0.6 

2.7

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

H25年調査

（Ｎ=1,978）

H21年調査

（Ｎ=2,028）

家を行き来するくらいに仲の良い仲間がいる

会えば話をする仲間がいる

いない

不明・無回答

◆子育てについて日常悩んでいること、または気になること×子どもの数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て仲間の有無 <単数回答> 

「子育て仲間がいない」人の割合は 6.3％で、H21 年調査と比べて 1.1 ポイント増加しています。 

就学前児童問 35 
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13.7 

10.1 

31.0 

29.5 

31.7 

28.5 

13.1 

20.0 

3.7 

4.9 

6.8 

7.0 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

父親

十分聞いていると思う どちらかと言えば十分だと思う

やや不足していると思う 不足していると思う

父親はいない 不明・無回答

22.6 

25.9 

50.5 

46.9 

22.0 

20.9 

2.4 

3.6 

0.6 

0.6 

1.9 

2.1 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

母親

十分聞いていると思う どちらかと言えば十分だと思う

やや不足していると思う 不足していると思う

母親はいない 不明・無回答

日ごろ、子どもの話や気持ちを聞いているか <単数回答> 

『十分聞いていると思う』（＝「十分聞いていると思う」＋「どちらかと言えば十分だと思う」）が、小学生の父親は

44.7％、中学生の父親は 39.6％、小学生の母親は 73.1％、中学生の母親は 72.8％となっています。 

なお、「不足していると思う」小学生の父親は13.1％、中学生の父親は20.0％と、母親よりも高い割合となっていま

す。 

小学生保護者問 17、中学生保護者問７ 
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9.9 

5.5 

55.6 

47.1 

20.0 

28.7 

3.8 

6.5 

3.5 

4.7 

7.2 

7.5 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

父親

よくわかっている ある程度わかっている

あまりわかっていない 全然わかっていない

父親はいない 不明・無回答

18.7 

13.4 

71.8 

72.0 

6.5 

11.0 

0.6 

1.0 

0.6 

0.4 

1.8 

2.1 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

母親

よくわかっている ある程度わかっている

あまりわかっていない 全然わかっていない

母親はいない 不明・無回答

子どもの気持ちや考えをわかっていると思うか <単数回答> 

『わかっている』（＝「よくわかっている」＋「ある程度わかっている」）が、小学生の父親は 65.5％、中学生の父親

は 52.6％、小学生の母親は 90.5％、中学生の母親は 85.4％となっています。 

なお、「全然わかっていない」小学生の父親は 3.8％、中学生の父親が 6.5％と、母親よりも高い割合となっていま

す。 

小学生保護者問 17、中学生保護者問７ 
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13.4 

8.5 

7.8 

59.4 

4.7 

6.1 

64.3

2.3

3.4

18.5

5.1

6.4

0% 20% 40% 60% 80%

仕事時間を優先

家事（育児）時間を優先

プライベートを優先

仕事・家事（育児）・プライ

ベートのバランスをとる

父親はいない

不明・無回答

小学生保護者（父親）

父親の希望（Ｎ=2,085）

父親の現実（Ｎ=2,085）

14.0 

5.0 

9.3 

59.9 

6.1 

5.6 

62.0 

2.0 

4.3 

19.4 

6.2 

6.1 

0% 20% 40% 60% 80%

仕事時間を優先

家事（育児）時間を優先

プライベートを優先

仕事・家事（育児）・プライ

ベートのバランスをとる

父親はいない

不明・無回答

中学生保護者（父親）

父親の希望（Ｎ=1,350）

父親の現実（Ｎ=1,350）

1.8 

31.5 

4.2 

60.0 

0.7 

1.7 

22.3

46.6

2.2

26.5

0.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80%

仕事時間を優先

家事（育児）時間を優先

プライベートを優先

仕事・家事（育児）・プライ

ベートのバランスをとる

父親はいない

不明・無回答

小学生保護者（母親）

母親の希望（Ｎ=2,085）

母親の現実（Ｎ=2,085）

3.3 

28.1 

3.9 

62.7 

0.9 

1.1 

24.9 

38.5 

1.5 

32.6 

0.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

仕事時間を優先

家事（育児）時間を優先

プライベートを優先

仕事・家事（育児）・プライ

ベートのバランスをとる

父親はいない

不明・無回答

中学生保護者（母親）

母親の希望（Ｎ=1,350）

母親の現実（Ｎ=1,350）

「仕事時間」「家事（育児）」及び「プライベートの生活時間」の優先度について 

父親の希望と現実 <単数回答> 

父親の希望と現実の優先度の割合は、小学生保護者と中学生保護者に大きな差はみられません。いずれの父

親も希望は「仕事・家事（育児）・プライベートのバランスをとる」が６割弱であるものの、現実は「仕事時間を優先」が

６割強となっています。 

小学生保護者問 18、中学生保護者問８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の希望と現実 <単数回答> 

母親の希望と現実の優先度の割合は、小学生保護者と中学生保護者に大きな差はみられません。いずれの母

親も希望は「仕事・家事（育児）・プライベートのバランスをとる」ことが６割以上であるものの、現実は「家事（育児）時

間を優先」が４割弱～５割弱となっています。 

小学生保護者問 18、中学生保護者問８ 
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5.9 

27.5 

10.8 

4.3 

13.8 

0.8 

14.6 

11.8 

8.2 

2.3 

26.5 

22.0 

9.4 

3.3 

2.3 

1.6 

10.6 

16.8 

6.8 

0.7 

0% 10% 20% 30%

部活動

友だちの家

塾や習い事の場所

図書館や交流館など

公園、広場

飲食店やコンビニ

その他

特にない

わからない

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

子どもが家や学校のほかでほっとできると思う場所 <単数回答> 

小学生保護者では「友だちの家」が 27.5％、中学生保護者では「部活動」が 26.5％とそれぞれ最も高くなってい

ます。「特にない」は小学生保護者で 11.8％、中学生保護者で 16.8％と比較的高くなっています。 

小学生保護者問 19、中学生保護者問９ 
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38.3 

14.1 

10.0 

8.3 

23.8 

37.5 

41.2 

40.8 

46.9 

3.8 

1.5 

1.6 

37.0 

11.3 

8.1 

14.0 

28.5 

19.7 

46.0 

59.4 

33.7 

3.8 

1.1 

1.2 

0% 20% 40% 60%

家庭でのしつけが不十分であること

地域社会での子どもへの関わりが不十分であること

学校での教育が不十分であること

受験競争が厳しいこと

親の収入などによって、受けられる教育に差が

あること

子どもの遊び場が少ないこと

テレビやインターネットなどのメディアから、

子どもたちが悪い影響を受けること

子どもの携帯電話やスマートフォンの利用により親が

子どもの交友関係や行動がわからなくなること

子どもが安全に生活できなくなっていること

その他

特に問題だと思うことはない

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

最近の子育てや教育の現状について考えたときに問題だと思うこと <複数回答> 

中学生保護者では「子どもの携帯電話やスマートフォンの利用により親が子どもの交友関係や行動がわからなく

なること」が 59.4％と最も高くなっており、小学生保護者でも 40.8％となっています。 

小学生保護者問 20、中学生保護者問 10 
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82.3 

69.1 

21.2 

4.9 

34.1 

6.0 

47.1 

61.1 

6.1 

0.3 

2.6 

1.8 

0.8 

0.2 

3.2 

1.2 

0.9 

0.8 

1.5 

1.5 

75.2 

52.0 

20.4 

1.3 

27.1 

6.1 

48.4 

55.1 

4.8 

0.4 

1.6 

1.1 

0.4 

0.2 

1.3 

1.3 

1.2 

0.9 

2.0 

1.1 

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

配偶者・パートナー

親（義理の親を含む）

配偶者・パートナー、親（義理の親を含む）

以外の家族、親族

こども園・幼稚園の先生

学校の先生

塾や習い事の先生

保護者の仲間

友人・近所の人・職場の人

医師・看護師（病院、診療所）

保健所や保健センターの保健師

子育て支援センターの相談員

保健所や保健センターの保健師、子育支援

センターの相談員以外の専門相談窓口

豊田市役所、支所の職員

雑誌・テレビ・ラジオ等の相談コーナー

インターネットでの相談、情報交換

その他

誰にも相談しない

相談する相手がいない

これまで相談するような心配や不安は

なかった

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

子育てをする上で心配ごとや不安に思うことがある場合の相談先 <複数回答> 

小学生保護者問 21、中学生保護者問 11 
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37.3 

35.1 

24.3 

16.2 

13.1 

9.5 

29.4 

21.6 

11.3 

1.6 

7.3 

6.3 

34.9 

0.7 

3.7 

2.2 

33.6 

28.7 

33.8 

24.7 

11.3 

15.8 

15.8 

7.9 

5.6 

2.4 

9.5 

4.8 

41.8 

1.6 

3.9 

1.3 

0% 20% 40% 60%

サッカーや野球などのスポーツ

地域に伝わる踊りやお囃子などの伝統芸能

資源回収やリサイクル活動

地域の清掃や落書き消し等のボランティア活動

交通安全、防災、環境に関する学習

地域の福祉施設や障がい者施設の訪問

キャンプ、アスレチック等の野外活動

ゲームやレクリエーションなどのお楽しみ会

工作、手芸、絵を書いたりする芸術創作活動

地域の出来事やお知らせごとをまとめる

地域便りづくり

地域住民との意見交換や老人クラブとの交流会

プラネタリウム、美術館訪問などの教養活動

地区運動会やふれあい祭りなどの行事の

企画・運営

その他

特にない

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

対象の子どもが地域の一員として、年齢の異なる子どもや大人たちと一緒に取り組むと良いと思う行事 

<複数回答> 

小学生保護者問 22、中学生保護者問 12 
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0.7 

1.5 

3.3 

0.2 

45.2 

64.9 

13.0 

14.3 

7.2 

46.0 

28.0 

3.3 

27.6 

37.0 

1.2 

0.1 

1.5 

1.0 

2.7 

5.0 

0.3 

45.4 

62.5 

16.1 

13.2 

6.2 

45.2 

34.6 

2.8 

22.3 

34.3 

0.9 

0.3 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80%

社会的に高い地位につく

お金持ちになる

仕事で成功する

有名になる

人に迷惑をかけない

人を思いやり大切にする

世の中や人の役に立つことをする

皆から好かれる人になる

勇気のある人になる

困難にぶつかってもあきらめない

自分の夢ややりたいことを実現する

趣味などを楽しむ

毎日楽しく過ごす

幸せな家庭をつくる

その他

わからない

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

対象の子どもについて、将来どのような生き方をしてほしいと思うか <複数回答> 

小学生保護者問 23、中学生保護者問 13 
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7.8 

5.3 

8.1 

18.4 

12.6 

25.6 

62.4 

73.1 

56.8 

6.2 

7.1 

7.2 

5.2 

1.9 

2.4 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

内容の企画検討から参加してみたい 参加してもよい

必要だと思うが、参加は難しい 関心はない

不明・無回答

14.2 

12.4 

21.8 

3.6 

9.0 

8.0 

5.6 

79.5 

20.5 

4.1 

2.1 

50.3 

19.1 

1.9 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80%

新聞・雑誌

テレビ・ラジオ

豊田市「子育て応援ホームページ」

豊田市「子育て応援ホームページ」以外の

ホームページ

フェイスブックやツイッターなどSNS

メールマガジン

『とよた子育て応援ハンドブック』(市の冊子)

広報とよた

健診時に配布のパンフレット

市役所や支所・出張所の窓口

市販の子育て情報誌

こども園・私立幼稚園など

子育て支援センター

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1,978）

 
放課後の子どもの（一般市民：地域の子どもたちの遊び場や）居場所づくり（子どもの活動や見守りなど）で、

地域の住民として参画することについての考え <単数回答> 

小学生保護者問 30、中学生保護者問 20、一般市民問 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てや子育て支援サービスに関する情報の入手方法 <複数回答> 

就学前児童問 37 
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16.4 

15.3 

15.0 

25.9 

4.4 

2.5 

11.8 

20.8 

2.8 

0.6 

0.3 

6.7 

9.7 

0% 10% 20% 30%

妊娠時の情報

出産後の手続き等について

医療機関の利用方法

子どもの健康（乳幼児健診、予防接種など）

子育て講座・教室

子育てサークル

子どもをあずける(こども園などの情報）

子育て支援センター等の情報

心配事等の相談窓口の情報

障がい児家庭への支援

ひとり親家庭への支援

子育て支援マップ

不明・無回答

全体（Ｎ=953）

1.5 18.1 28.6 29.4 3.1 18.1 1.3 

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

全体（Ｎ=1,978）

よく活用した

時々活用した

あまり活用しなかった

まったく活用しなかった

「とよた子育て応援ハンドブック」を持っていない

「とよた子育て応援ハンドブック」を知らない

不明・無回答

「とよた子育て応援ハンドブック」活用の有無 <単数回答> 

就学前児童問 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よく活用した」「時々活用した」「あまり活用しなかった」と回答した人のみ 

「とよた子育て応援ハンドブック」中でよく活用した項目 <複数回答> 

就学前児童問 38-１ 
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12.4 

9.2 

9.2 

53.7 

58.1 

48.3 

14.9 

13.1 

9.2 

4.3 

4.6 

2.7 

12.0 

12.8 

25.1 

2.7 

2.1 

5.5 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

充実している まあ充実している あまり充実していない

充実していない どちらともいえない 不明・無回答

9.5 

7.9 

7.2 

59.7 

61.9 

51.0 

16.4 

15.4 

10.1 

5.6 

5.4 

3.0 

6.4 

7.6 

23.4 

2.4 

1.8 

5.3 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

充実している まあ充実している あまり充実していない

充実していない どちらともいえない 不明・無回答

4.2 

5.1 

5.1 

49.6 

51.6 

47.3 

28.0 

23.6 

16.5 

8.3 

8.0 

7.0 

7.6 

9.7 

19.5 

2.3 

2.0 

4.5 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

充実している まあ充実している あまり充実していない

充実していない どちらともいえない 不明・無回答

 

２ 豊田市に対する印象 

 

豊田市は、子どもが暮らしやすく健全に育っていけるまちだと思うか <単数回答> 

小学生保護者と中学生保護者では、「①行政の子育て支援サービス」「②学校教育」「④子ども会やＰＴＡの活動」

「⑦自然環境」について、６割以上が『充実している』（＝「充実している」＋「まあ充実している」）と感じています。 

小学生保護者問 24、中学生保護者問 14、一般市民問 19 

 

①行政の子育て支援サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②学校教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③治安や安全対策 
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15.9 

10.0 

6.9 

62.3 

65.5 

50.4 

9.9 

11.4 

10.0 

2.2 

3.0 

2.4 

7.5 

8.6 

25.1 

2.2 

1.6 

5.3 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

充実している まあ充実している あまり充実していない

充実していない どちらともいえない 不明・無回答

4.6 

4.4 

2.5 

38.1 

38.5 

30.4 

32.7 

32.1 

26.5 

12.9 

11.0 

10.0 

9.4 

11.9 

25.4 

2.4 

1.9 

5.2 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

充実している まあ充実している あまり充実していない

充実していない どちらともいえない 不明・無回答

4.4 

3.2 

5.4 

30.7 

30.5 

35.0 

32.0 

32.1 

26.1 

25.7 

25.9 

14.5 

5.2 

6.7 

14.4 

2.1 

1.6 

4.6 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

充実している まあ充実している あまり充実していない

充実していない どちらともいえない 不明・無回答

④子ども会やＰＴＡの活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤地域や隣近所の子育ての助け合い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥公園や児童館などの遊び場 
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16.4 

16.1 

11.6 

51.8 

51.0 

44.2 

17.3 

16.1 

16.9 

6.5 

6.7 

7.1 

5.9 

8.2 

15.8 

2.2 

1.9 

4.4 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

充実している まあ充実している あまり充実していない

充実していない どちらともいえない 不明・無回答

2.5 

3.9 

1.6 

36.2 

39.9 

27.5 

28.2 

26.2 

23.3 

9.7 

7.8 

10.0 

21.0 

20.1 

32.6 

2.4 

2.1 

5.0 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

充実している まあ充実している あまり充実していない

充実していない どちらともいえない 不明・無回答

3.5 

3.1 

3.0 

12.3 

14.9 

10.7 

52.8 

71.2 

76.7 

1.1 

3.3 

4.6 

0.8 

1.1 

1.4 

18.3 9.0 

2.4 

1.6 

2.2 

4.1 

2.0 

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

就学前児童（Ｎ=1,978）

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

とても子育てがしやすくなった 少しは子育てがしやすくなった

あまり変わらない やや子育てがしにくくなった

非常に子育てがしにくくなった ３年前は子どもがいなかったのでわからない

３年前は住んでいなかったのでわからない 不明・無回答

⑦自然環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧非行防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田市は、およそ３年前と比べて子育てのしやすいまちになったと思うか <単数回答> 

『子育てがしやすくなった』（＝「とても子育てがしやすくなった」＋「少しは子育てがしやすくなった」）と感じている

割合は、就学前児童で 15.8％、小学生保護者で 18.0％、中学生保護者で 13.7％となっています。小学生保護者、

中学生保護者ともに７割強が「あまり変わらない」と感じています。 

就学前児童問 39、小学生保護者問 25、中学生保護者問 15 
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2.3 

13.5 

28.4 

32.8 

19.8 

1.8 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40%

20歳未満

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40歳以上

不明・無回答

母子手帳被交付者

（Ｎ=384）

66.7 

67.3 

53.2 

38.9 

26.3 

28.6 

33.3 

26.9 

33.9 

38.9 

39.5 

57.1 

0.0 

3.8 

11.9 

19.8 

28.9 

14.3 

0.0 

0.0 

0.9 

1.6 

3.9 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

0.8 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

20歳未満（Ｎ=9）

20～24歳（Ｎ=52）

25～29歳（Ｎ=109）

30～34歳（Ｎ=126）

35～39歳（Ｎ=76）

40歳以上（Ｎ=7）

１人目 ２人目 ３人目 ４人目 ５人目以上 不明・無回答

  
Ⅳ 妊娠期の状況や意識（母子手帳被交付者） 
 

１ 家族の状況 

 

母子手帳被交付者の生年月 <数量回答> ※平成 25 年９月１日現在 

母子手帳被交付者問１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、母子手帳の交付を受けたのは何人目の子どもか <数量回答>  

母子手帳被交付者問２ 
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81.3 

1.0 

1.0 

6.3 

9.4 

27.6 

32.8 

5.2 

5.7 

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

父母同居

父同居（ひとり親家庭）

母同居（ひとり親家庭）

祖父同居

祖母同居

祖父近居

祖母近居

その他

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=384）

30.5 

12.2 

9.4 

11.5 

10.7 

1.8 

3.1 

0.3 

0.8 

0.8 

0.3 

0.0 

18.8 

0% 10% 20% 30% 40%

挙母地区（崇化館、朝日丘、豊南、

梅坪台、逢妻）

高橋地区（高橋、美里、益富）

上郷地区（上郷、末野原）

高岡地区（高岡、竜神、若園、前林）

猿投地区（保見、猿投、猿投台、

石野、井郷）

松平地区（松平）

藤岡地区（藤岡、藤岡南）

小原地区（小原）

足助地区（足助）

下山地区（下山）

旭地区（旭）

稲武地区（稲武）

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=384）

母子手帳を交付された子どもからみた、父母や祖父母との同居・近居（30 分以内）の状況 <複数回答> 

母子手帳被交付者問３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住地区 <単数回答> 

母子手帳被交付者問４ 
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6.3 

18.5 

13.5 

13.0 

5.7 

19.3 

20.8 

2.9 

0% 10% 20% 30%

１年未満

１年以上～３年未満

３年以上～５年未満

５年以上～10年未満

10年以上～20年未満

20年以上～30年未満

30年以上

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=384）

豊田市での居住年数 <数量回答> 

母子手帳被交付者問５ 
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31.8 3.6 15.9 0.3 45.6 1.3 1.6 

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

母親（Ｎ=384）

就労している（フルタイム：産休・育休・介護休業中は含まない）

就労している（フルタイムだが産休・育休・介護休業中）

就労している（パートタイム、アルバイト等）

就労している（パートタイム、アルバイト等だが産休・育休・介護休業中）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

不明・無回答

27.9

1.6

14.5 51.0 3.5 1.4

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

母子手帳被交付者

（N=433）

就労している（フルタイム）

就労している（フルタイムだが産育休・介護休業中）

就労している（パートタイム、アルバイト等）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

不明・無回答

母親及び父親（夫・パートナー）の現在の就労状況について（自営業、家族従事者含む） 

母親の就労状況 <単数回答> 

母子手帳被交付者では「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 45.6％と最も高く、次いで「就労して

いる（フルタイム）」が 31.8％となっています。 

H21 年調査と比べると、フルタイムで就労している人の割合は、いずれも増加しています。育休・介護休業中の人

の割合も、いずれも増加しています。 

母子手帳被交付者問６（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H21 年調査 
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上段:度数

下段:％

384 122 14 61 1 175 5 6
100.0 31.8 3.6 15.9 0.3 45.6 1.3 1.6

9 1 - - - 8 - -

100.0 11.1 - - - 88.9 - -
52 19 2 8 - 21 - 2

100.0 36.5 3.8 15.4 - 40.4 - 3.8
109 41 5 21 1 39 2 -

100.0 37.6 4.6 19.3 0.9 35.8 1.8 -
126 32 4 19 - 68 3 -

100.0 25.4 3.2 15.1 - 54.0 2.4 -
76 26 3 11 - 36 - -

100.0 34.2 3.9 14.5 - 47.4 - -
7 2 - 2 - 3 - -

100.0 28.6 - 28.6 - 42.9 - -
5 1 - - - - - 4

100.0 20.0 - - - - - 80.0

【
問

１

】
年

齢

合計

20歳未満

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40歳以上

不明・無回答

【問６】(1)母親の現在の就労状況（自営業、家族従業を含む）

合計

就労している

（フルタイム：

育休・介護休

業中は含ま

ない）

就労している

（フルタイム

だが産休・育

休・介護休業

中）

就労している

（パートタイ

ム、アルバイ

ト等）

就労している

（パートタイ

ム、アルバイ

ト等だが産

休・育休・介

護休業中）

以前は就労

していたが、

現在は就労

していない

これまでに就

労したことが

ない

不明・無回答

 

◆母親の就労状況×年齢別 
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1.6 14.8 45.9 37.7 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=61）

予定がある 希望があるが予定はない

予定・希望はない 不明・無回答

3.3 

4.9 

19.7 

27.9 

26.2 

1.6 

8.2 

8.2 

0% 10% 20% 30%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

母親（Ｎ=61）

1週当たり 1.6 

3.3 

9.8 

23.0 

19.7 

16.4 

13.1 

6.6 

6.6 

0% 10% 20% 30%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

母親（Ｎ=61）

１日当たり

30.3 

55.7 

0.8 

4.1 

2.5 

6.6 

0% 20% 40% 60%

39時間以下

40～45時間

46～49時間

50～54時間

55時間以上

不明・無回答

母親（Ｎ=122）

1週当たり

6.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.1 

18.0 

28.7 

18.9 

13.1 

3.3 

3.3 

4.1 

0% 20% 40% 60%

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時以降

不明・無回答

母親（Ｎ=122）

帰宅時間

母親が「就労している（フルタイム：育休・介護休業は含まない）」と回答した人のみ 

母親の１週当たりの就労時間・帰宅時刻 <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親が「就労している（パートタイム・アルバイト等）」と回答した人のみ 

母親の１週当たりの就労日数・１日当たりの就労時間 <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆フルタイムへの転換予定や希望 <単数回答> 
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17.8 

25.9 

4.1 

15.7 

2.7 

6.8 

1.6 

3.2 

22.2 

0% 10% 20% 30%

39時間以下

40～45時間

46～49時間

50～54時間

55～59時間

60～64時間

65～69時間

70時間以上

不明・無回答

父親（Ｎ=370）

1週当たり

1.4 

8.6 

0.0 

0.3 

0.0 

0.8 

2.4 

6.2 

8.9 

15.4 

16.2 

14.1 

6.5 

3.2 

0.8 

15.1 

0% 10% 20% 30%

０～５時台

６～11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時以降

不明・無回答

父親（Ｎ=370）

帰宅時間

96.4 

0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 

2.6 

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

父親（Ｎ=384）

就労している（フルタイム：育休・介護休業中は含まない）

就労している（フルタイムだが育休・介護休業中）

就労している（パートタイム、アルバイト等）

就労している（パートタイム、アルバイト等だが育休・介護休業中）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

不明・無回答

父親（夫・パートナー）の就労状況 <単数回答> 

母子手帳被交付者問６（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親が「就労している（フルタイム：育休・介護休業は含まない）」と回答した人のみ 

父親の１週当たりの就労時間・帰宅時刻 <数量回答> 
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38.8 

2.1 

37.5 

85.4 

7.3 

8.3 

16.4 

4.2 

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

母親（Ｎ=384）

父親（Ｎ=384）

ある ない 未定 不明・無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0% 20% 40% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

父親（Ｎ=2）

1週当たり 0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

50.0 

0% 20% 40% 60%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

父親（Ｎ=2）

１日当たり

66.2 

2.2 

20.7 

87.6 

10.6 

8.3 

2.5 

1.9 

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

就労している母親

（Ｎ=198）

就労している父親

（Ｎ=372）

ある ない 未定 不明・無回答

父親が「就労している（パートタイム・アルバイト等）」と回答した人のみ 

父親の１週当たりの就労日数・１日当たりの就労時間 <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※父親（N=2）のフルタイムへの転換予定や希望への回答はなかった。 

 

 

育児休業の取得予定と取得予定期間 

取得予定 <単数回答> 

育児休業の取得予定が「ある」は、就労している母親が 66.2％、就労している父親が 2.2％となっています。 

取得予定期間は、母親は「１年以上２年未満」が 27.5％と最も高く、次いで「６か月以上１年未満」「未定」がそれぞ

れ 14.8％、「２年以上３年未満」が 12.8％となっています。父親はすべて「１か月未満」となっています。 

母子手帳被交付者問７ 
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2.0 

6.0 

2.0 

14.8 

27.5 

12.8 

4.0 

14.8 

16.1 

0% 10% 20% 30%

１か月未満

１か月以上３か月未満

３か月以上６か月未満

６か月以上１年未満

１年以上２年未満

２年以上３年未満

３年以上

未定

不明・無回答

母親（Ｎ=149）

13.9 

13.9 

4.9 

3.5 

0.0 

2.1 

1.4 

4.9 

0.0 

0.7 

25.7 

29.2 

23.5 

7.0 

8.5 

7.3 

8.8 

6.7 

2.4 

3.7 

4.0 

3.7 

0.6 

23.8 

0% 10% 20% 30%

配偶者・パートナーは就労していない

配偶者・パートナーが出産前に退職する予定である

夫婦で協力して育児をするので休業は必要ない

親（子どもの祖父母）が育児に協力してくれるので

休業は必要ない

配偶者・パートナーが育児休業を取得する予定である

仕事が忙しく職場に迷惑がかかる

職場に育児休業を取得しにくい雰囲気がある

職場に育児休業制度がない

収入が減少し、家計に影響する

特に理由はないが自分が取るものとは思っていない

その他

不明・無回答

母親（Ｎ=144）

父親（Ｎ=328）

育児休業を取得する予定が「ある」と回答した人のみ 

◆育児休業取得予定期間 <単数回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※父親の取得予定者（N=8）の取得予定期間は、すべて「１か月未満」。 

 

 

育児休業を取得する予定は「ない」と回答した人のみ 

育児休業を取得する予定がない最大の理由 <単数回答> 

母子手帳被交付者問７-１ 
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35.2 47.4 12.5 

1.8 

3.1 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=384）

とても積極的である 比較的積極的である あまり積極的でない

積極的でない 不明・無回答

45.8 47.9 3.1 

0.3 

2.9 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=384）

とても関心がある 関心がある あまり関心がない

関心がない 不明・無回答

17.1 24.6 6.3 13.1 2.3 27.4 9.1 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=175）

子どもができたら育児に専念したいと考え、今回の妊娠を機に辞めた

子どもができたら育児に専念したいと考え、上の子の妊娠・出産時に辞めた

仕事と育児の両立は難しいと考え、今回の妊娠を機に辞めた

仕事と育児の両立は難しいと考え、上の子の妊娠・出産時に辞めた

上の子を出産した後、仕事と育児の両立は難しいと実感して辞めた

その他

不明・無回答

「以前は就労していたが、現在は就労していない」と回答した母親のみ 

仕事をやめた理由・きっかけ <単数回答> 

母子手帳被交付者問８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫・パートナーがいる母親のみ 

夫・パートナーは家事の分担に関して積極的か <単数回答> 

『積極的である』（＝「とても積極的である」＋「比較的積極的である」）が 82.6％となっています。 

母子手帳被交付者問９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫・パートナーがいる母親のみ 

夫・パートナーはおなかの子どものことや子育てに関心があるか <単数回答> 

『関心がある』（＝「とても積極的で関心がある」＋「関心がある」）が 93.7％となっています。 

母子手帳被交付者問 10 
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26.8 

60.2 

15.4 

14.3 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80%

同居の家族・親族

近居の親族

知人・友人

特に頼める人はいない

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=384）

子どもの世話を頼めそうな人が身近にいるか <複数回答> 

母子手帳被交付者問 11 
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50.8 

82.0 

31.3 

44.0 

15.9 

27.3 

76.6 

12.2 

37.8 

13.5 

39.3 

39.1 

46.6 

46.1 

18.0 

45.1 

7.6 

1.0 

18.2 

12.5 

29.9 

17.2 

1.6 

24.2 

1.0 

0.3 

8.3 

1.6 

4.4 

4.7 

0.3 

15.4 

2.9 

3.1 

2.9 

2.9 

3.1 

4.7 

3.6 

3.1 

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

Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い

Ｂに近い 不明・無回答

 

２ 出産や子育ての状況や意識 

 

現在、思ったり感じたりしていること <単数回答> 

｢これからの子育てに不安がある｣や｢最近イライラしたり涙もろくなったりすることがある｣の割合が比較的高くなっ

ています。 

母子手帳被交付者問 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問毎 母子手帳被交付者（N=384） 

つわりは 
A：とてもつらい（つらかった） / B：つわりはなかった 

（まだ来ていない） 

子どもを持つと、 
A：人生や生活が豊かになる / B：お金や時間の面で 

生活が苦しくなる 
きるだ 多く た

時間について 
A：子どもや家族との時間を / B：結婚や子どもを持った後も、

できるだけ多くとりたい     自分の時間を多くとりたい 
が

子どもが生まれることが 
A：楽しみ / B：楽しみではない 

これからの子育てに 
A：特に不安はない / B：非常に不安である 

子育ては 
A：楽しい / B：大変である 

子どもは 
A：かわいい / B：わずらわしい 

最近イライラしたり涙もろくなったりすることが 
A：よくある / B：特にない 
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【問12】

思ったり感じ

ていること

384 195 145 29 4 11
100.0 50.8 37.8 7.6 1.0 2.9

170 95 61 10 - 4

100.0 55.9 35.9 5.9 - 2.4
207 97 83 19 4 4

100.0 46.9 40.1 9.2 1.9 1.9
4 - 1 - - 3

100.0 - 25.0 - - 75.0

【問12】
思ったり感じ

ていること

384 315 52 4 1 12
100.0 82.0 13.5 1.0 0.3 3.1

170 136 27 2 - 5

100.0 80.0 15.9 1.2 - 2.9
207 176 24 2 1 4

100.0 85.0 11.6 1.0 0.5 1.9
4 - 1 - - 3

100.0 - 25.0 - - 75.0

【問12】

思ったり感じ
ていること

384 120 151 70 32 11
100.0 31.3 39.3 18.2 8.3 2.9

170 50 64 34 18 4

100.0 29.4 37.6 20.0 10.6 2.4
207 67 86 36 14 4

100.0 32.4 41.5 17.4 6.8 1.9
4 1 - - - 3

100.0 25.0 - - - 75.0

【問12】

思ったり感じ

ていること

384 169 150 48 6 11
100.0 44.0 39.1 12.5 1.6 2.9

170 61 79 24 2 4

100.0 35.9 46.5 14.1 1.2 2.4
207 107 71 22 3 4

100.0 51.7 34.3 10.6 1.4 1.9
4 - - 1 - 3

100.0 - - 25.0 - 75.0

不明・無回答

問2　今回、

母子手帳の

交付を受け

たのは、何人

目のお子さ

んですか

合計

１人目

２人目以上

不明・無回答

上段：件数

下段：％

Ａ

子どもを持つと、人生や
生活が豊かになる

Ｂ

子どもを持つと、お金や
時間の面で生活が苦しくなる

合計 Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い

不明・無回答

問2　今回、

母子手帳の

交付を受け
たのは、何人

目のお子さ

んですか

合計

１人目

２人目以上

不明・無回答

上段：件数

下段：％

Ａ

つわりはとてもつらい

（つらかった）

Ｂ

つわりはなかった

（まだ来ていない）

合計 Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い

不明・無回答

問2　今回、

母子手帳の

交付を受け

たのは、何人
目のお子さ

んですか

合計

１人目

２人目以上

不明・無回答

上段：件数

下段：％

Ａ

子どもが生まれることが

楽しみ

Ｂ

子どもが生まれることが

楽しみではない

合計 Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い

不明・無回答

【問２】今回、

母子手帳の

交付を受け

たのは、何人

目のお子さ
んですか

合計

１人目

２人目以上

不明・無回答

上段：件数
下段：％

Ａ
子どもや家族との時間を

できるだけ多くとりたい

Ｂ
結婚や子どもを持った後も、

自分の時間を多くとりたい

合計 Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い

 
◆現在、思ったり感じたりしていること×今回の母子手帳交付は何人目の子どもか別 
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【問12】

思ったり感じ

ていること

384 61 179 115 17 12
100.0 15.9 46.6 29.9 4.4 3.1

170 12 78 63 13 4

100.0 7.1 45.9 37.1 7.6 2.4
207 48 100 51 4 4

100.0 23.2 48.3 24.6 1.9 1.9
4 - - - - 4

100.0 - - - - 100.0

【問12】

思ったり感じ

ていること

384 105 177 66 18 18
100.0 27.3 46.1 17.2 4.7 4.7

170 22 85 41 12 10

100.0 12.9 50.0 24.1 7.1 5.9
207 82 91 23 6 5

100.0 39.6 44.0 11.1 2.9 2.4
4 - - 1 - 3

100.0 - - 25.0 - 75.0

【問12】

思ったり感じ

ていること

384 294 69 6 1 14
100.0 76.6 18.0 1.6 0.3 3.6

170 123 36 4 1 6

100.0 72.4 21.2 2.4 0.6 3.5
207 168 32 2 0 5

100.0 81.2 15.5 1.0 0.0 2.4
4 - 1 - - 3

100.0 - 25.0 - - 75.0

【問12】

思ったり感じ

ていること

384 47 173 93 59 12
100.0 12.2 45.1 24.2 15.4 3.1

170 29 70 33 33 5

100.0 17.1 41.2 19.4 19.4 2.9
207 17 101 59 26 4

100.0 8.2 48.8 28.5 12.6 1.9
4 - - 1 - 3

100.0 - - 25.0 - 75.0

不明・無回答

問2　今回、

母子手帳の

交付を受け

たのは、何人

目のお子さ

んですか

合計

１人目

２人目以上

不明・無回答

上段：件数

下段：％

Ａ

最近イライラしたり涙もろく

なったりすることがよくある

Ｂ

最近イライラしたり涙もろく

なったりすることは特にない

合計 Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い

不明・無回答

問2　今回、

母子手帳の

交付を受け

たのは、何人

目のお子さ

んですか

合計

１人目

２人目以上

不明・無回答

上段：件数

下段：％

Ａ

子どもはかわいい

Ｂ

子どもはわずらわしい

合計 Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い

不明・無回答

問2　今回、

母子手帳の

交付を受け

たのは、何人

目のお子さ

んですか

合計

１人目

２人目以上

不明・無回答

上段：件数

下段：％

Ａ

子育ては楽しい

Ｂ

子育ては大変である

合計 Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い

不明・無回答

問2　今回、

母子手帳の

交付を受け

たのは、何人

目のお子さ

んですか

合計

１人目

２人目以上

不明・無回答

上段：件数

下段：％

Ａ

これからの子育てに

特に不安はない

Ｂ

これからの子育てが

非常に不安である

合計 Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い Ｂに近い

 
◆現在、思ったり感じたりしていること×今回の母子手帳交付は何人目の子どもか別 
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67.2 

73.7 

37.0 

7.3 

2.3 

27.1 

7.3 

25.3 

18.2 

27.1 

2.6 

17.4 

12.0 

16.7 

20.3 

4.2 

3.4 

15.1 

0.5 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80%

無事出産できるかどうか

生まれてくる子に障がいはないか

妊娠中の食生活

自分や家族、職場の同僚などの喫煙

妊娠中に働くことについて職場の理解が

得られないこと

妊娠中でも家事や上の子の世話が

大変であること

夫・パートナーの家事や子育ての分担が

少ないこと

産後における上の子の世話

上の子への接し方や兄弟姉妹との関係

子どもの食事や栄養に関すること

育児休業後の子どもの預け場所がないこと

子どもの病気や発育・発達に関すること

育児の方法がよくわからないこと

仕事（就労）と育児の両立

妊娠・出産における経済的な不安

趣味など自分の好きな生活と育児との両立

子育てによって社会から切り離されて

しまうこと

子育て支援サービスをよく知らないこと

その他

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=384）

妊娠中の生活、出産、その後の子育てや生活について気になることや悩んでいること <複数回答> 

母子手帳被交付者問 13 
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89.8 

68.8 

4.7 

4.4 

12.8 

0.3 

1.3 

1.8 

0.5 

3.1 

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

家族に話す

友人や知人などに相談する

公的な相談機関などに相談する

上の子どものこども園・幼稚園や学校などの

先生に相談する

医療機関に相談する

相談する相手がいない

どこに相談すればよいかわからない

その他

特に悩みごとはない

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=384）

72.4 5.7 

2.6 

15.4 3.9 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=384）

ない 悩んだことはある

相談したことがある 治療を受けたことがある

不明・無回答

53.4 

49.0

30.5 

37.4

13.3 

10.6

2.9 

3.0

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

H25年調査

（Ｎ=384）

H21年調査

（Ｎ=433）

家を行き来するくらいに仲の良い仲間がいる

会えば話をする仲間がいる

いない

不明・無回答

妊娠期や出産・子育てについて悩んだ時の相談先など <複数回答> 

母子手帳被交付者問 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊婦仲間や子育て仲間の有無 <単数回答> 

「家を行き来するくらいに仲の良い仲間がいる」が 53.4％と H21 年調査に比べて増加している一方、「いない」が

13.3％となっており、H21 年調査に比べて 2.7 ポイント増加しています。 

母子手帳被交付者問 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでに不妊について悩んだり治療を受けたりしたことの状況 <複数回答> 

母子手帳被交付者問 16 
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21.9 

15.6 

31.3 

6.3 

9.4 

15.6 

15.6 

12.5 

0% 10% 20% 30% 40%

不妊治療にかかる費用

不妊治療の病院の選び方

不妊治療の方法

不妊治療中の治療内容についての確認

不妊治療期間や経過について

不育症などについて

その他

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=32）

92.8 

0.0 

0.0 

1.4 

5.8 

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

医療機関

民間の相談機関（助産所、カウンセリング

ルームなど）

公的な相談機関（県の不妊専門相談窓口、

女性センター、クローバーコールなど）

その他

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=69）

36.2 

48.2 

21.1 

2.9 

10.4 

0% 20% 40% 60%

電話

面接

電子メール等

その他

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=384）

不妊について「悩んだことはある」「相談したことがある」と回答した人のみ 

悩みや相談の内容 <複数回答> 

母子手帳被交付者問 16-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不妊について「相談したことがある」「治療を受けたことがある」と回答した人のみ 

相談先や治療先 <複数回答> 

母子手帳被交付者問 16-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後不妊について相談する場合、希望する相談方法 <複数回答> 

母子手帳被交付者問 17 
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60.9 23.2 

1.6 0.3 

1.6 12.5 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=384）

30分以内 １時間以内 １時間30分以内

２時間以内 ２時間以上でも 不明・無回答

34.6 44.5 11.5 

4.2 

5.2 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=384）

はい いいえ まだ分からない 実家に住んでいる 不明・無回答

39.8 20.3 38.3 1.5 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=133）

豊田市内 豊田市外で愛知県内 愛知県外 不明・無回答

5.3 54.1 25.6 2.3 

0.0 

12.0 0.8 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=133）

産後２週間以内 産後１か月程度 産後２か月程度

産後３か月以上 その他 まだ決めていない

不明・無回答

今後不妊について面接相談等を受ける場合、面接場所への移動時間はどのくらいであったら利用するか 

<単数回答> 

母子手帳被交付者問 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

里帰り出産の予定の有無 <単数回答> 

母子手帳被交付者問 19 

 

 

 

 

 

 

 

里帰り出産する予定がある（選択肢「はい」）と回答した人のみ 

実家の場所 <単数回答> 

母子手帳被交付者問 19-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

里帰り出産する予定がある（選択肢「はい」）と回答した人のみ 

産後、実家への滞在予定期間 <単数回答> 

母子手帳被交付者問 19-２ 
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54.7 1.6 8.9 28.4 6.5 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=384）

第一希望の産院に予約できた

第一希望ではないが、産院は予約できた

予約しようとしているが、まだ予約できていない

まだ予約しようとしていない

不明・無回答

67.2 

48.4 

35.9 

57.6 

18.5 

6.0 

0% 20% 40% 60% 80%

あお向けに寝かせる

父母がタバコをやめる

できるだけ母乳で育てる

なるべく赤ちゃんを一人にしない

すべて知らない

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=384）

産院の予約はスムーズにできたか <単数回答> 

母子手帳被交付者問 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児突然死症候群の予防方法について知っていること <複数回答> 

母子手帳被交付者問 21 
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18.8 

16.7 

38.0 

3.9 

7.3 

4.9 

13.0 

60.2 

26.6 

3.4 

3.6 

11.5 

14.3 

0.5 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80%

新聞・雑誌

テレビ・ラジオ

豊田市「子育て応援ホームページ」

豊田市「子育て応援ホームページ」以外の

ホームページ

フェイスブック、ツイッターなどのSNS

メールマガジン

『とよた子育て応援ハンドブック』（市の冊子）

広報とよた

健診時に配布のパンフレット

市役所や支所・出張所の窓口

市販の子育て情報誌

こども園・私立幼稚園

子育て支援センター

その他

不明・無回答

母子手帳被交付者（Ｎ=384）

8.9 10.2 75.5 5.5 

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

母子手帳被交付者

（Ｎ=384）

名称やその内容も知っていた 名称は知っていた

知らなかった 不明・無回答

子育てや子育て支援サービスに関する情報の入手方法 <複数回答> 

母子手帳被交付者問 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「母性健康管理指導事項連絡カード」の認知度 <単数回答> 

母子手帳被交付者問 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「母性健康管理指導事項連絡カード」とは、医療機関が妊娠中及び出産後の女性労働者に必要な健

康管理について記載したもので、事業主が必要な措置を知り、実施できるようにするためのものです。 
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13.4 

17.0 

15.5 

24.3 

26.9 

0.9 

2.1 

13.3 

14.7 

15.6 

24.5 

30.2 

1.2 

0.6 

13.7 

19.2 

15.9 

24.6 

24.9 

0.7 

1.0 

0% 10% 20% 30% 40%

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

不明・無回答

全体（Ｎ=1,608）

男性（Ｎ=693）

女性（Ｎ=895）

  
Ⅴ 子ども・子育てに関する意識（一般市民） 
 

１ 家族の状況 

 

性別・年齢 <単数回答>  ※平成 25 年９月１日現在 

一般市民問１ 
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24.6 

13.6 

8.1 

19.5 

13.6 

2.3 

5.8 

0.7 

2.4 

1.3 

0.6 

0.9 

6.8 

0% 10% 20% 30%

挙母地区（崇化館、朝日丘、豊南、梅坪台、

逢妻）

高橋地区（高橋、美里、益富）

上郷地区（上郷、末野原）

高岡地区（高岡、竜神、若園、前林）

猿投地区（保見、猿投、猿投台、

石野、井郷）

松平地区（松平）

藤岡地区（藤岡、藤岡南）

小原地区（小原）

足助地区（足助）

下山地区（下山）

旭地区（旭）

稲武地区（稲武）

不明・無回答

市民（Ｎ=1,608）

居住地区 <単数回答> 

一般市民問２ 
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20.9 

25.9 

4.2 

5.7 

1.6 

3.6 

58.3 

5.5 

74.6 

3.9 

5.3 

0% 20% 40% 60% 80%

父

母

兄・姉

弟・妹

祖父

祖母

子ども

孫

配偶者・パートナー

その他

不明・無回答

市民（Ｎ=1,608）

44.0 42.8 10.9 

1.2 

1.2 

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

市民（Ｎ=937）

１人 ２人 ３人 ４人以上 不明・無回答

4.4 

22.0 

24.0 

26.5 

12.3 

6.2 

2.5 

0.6 

1.6 

0% 10% 20% 30%

１人

２人

３人

４人

５人

６人

７人

８人

不明・無回答

市民（Ｎ=1,608）

同居している家族 <数量回答> 

一般市民問３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子どもがいる場合） 

◆子どもの人数 <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

◆家族の人数 <数量回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



101 

74.6 

29.6 

8.9 

30.1 

0.1 

1.7 

15.0 

33.1 

0.6 

3.9 

0.7 

1.7 

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

男性（Ｎ=693）

女性（Ｎ=895）

就労している（フルタイム） 就労している（パートタイム、アルバイト等）

就労している（産育休・介護休業中） 以前は就労していたが、現在はしていない

これまでに就労したことはない 不明・無回答

19.1 

69.9 

32.7 

9.4 

1.6 

0.0 

38.8 

16.4 

5.3 

0.3 

2.5 

4.0 

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

男性（Ｎ=513）

女性（Ｎ=682）

就労している（フルタイム） 就労している（パートタイム、アルバイト等）

就労している（産育休・介護休業中） 以前は就労していたが、現在はしていない

これまでに就労したことはない 不明・無回答

現在の就労状況 

回答者 <単数回答> 

一般市民問４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者・パートナーの就労状況 <単数回答> 

一般市民問４ 
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52.9 

1.9 

42.0 

17.7 

37.7 

45.6 

34.1 

4.9 

11.3 

24.4 

14.7 

3.4 

1.1 

0.3 

1.2 

0% 20% 40% 60%

基礎学力をつけること

希望の学校に入れる学力をつけること

考える力や創造力をつけること

音楽・芸術・スポーツや自然・社会体験など

幅広く学ぶこと

礼儀・規律を学ぶこと

人間関係を築く力を身につけること

コミュニケーション力を身につけること

希望する仕事につける知識や技術を

身につけること

子どもが将来について展望を持てるように

すること

子どもの個性を認め、良いところを伸ばすこと

子どもの自主性・自発性を引き出すこと

家庭の状況を理解した対応をすること

その他

特に重要だと思うことはない

不明・無回答

市民（Ｎ=1,608）

75.7 

24.6 

44.0 

46.1 

18.8 

33.7 

33.3 

38.4 

3.4 

27.9 

15.6 

10.8 

0.6 

11.6 

4.7 

2.6 

1.6 

2.3 

2.4 

2.1 

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

Ａに近い ややＡに近い ややＢに近い

Ｂに近い 不明・無回答

設問毎 市民（Ｎ=1,608）

 

２ 子ども・子育て・教育に関する意識 

 

「子育て」についてどのように感じているか <単数回答> 

一般市民問５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育で重要だと思うこと <単数回答> 

一般市民問７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもは 
A：かわいい / B：わずらわしい 

子育ては 
A：楽しい / B：大変である 

子どもをもつと、 
A：人生や生活が豊かになる / B：お金や時間の面で 

生活が苦しくなる 

結婚や子どもを持った後も、 
A：子どもや家族との時間を / B：自分の時間を多くとりたい

できるだけ多くとりたい 
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59.3 

22.6 

10.3 

10.4 

25.9 

19.2 

37.5 

46.0 

34.0 

3.4 

1.0 

1.5 

0% 20% 40% 60%

家庭でのしつけが不十分であること

地域社会での子どもへの関わりが不十分で

あること

学校での教育が不十分であること

受験競争が厳しいこと

親の収入などによって、受けられる教育に

差があること

子どもの遊び場が少ないこと

テレビやインターネットなどのメディアから、

子どもたちが悪い影響を受けること

子どもの携帯電話やスマートフォンの

利用により親が子どもの交友関係や

行動がわからなくなること

子どもが安全に生活できなくなっていること

その他

特に問題だと思うことはない

不明・無回答

市民（Ｎ=1,608）

最近の子育てや教育の現状について考えたとき、問題だと思うこと <単数回答> 

「家庭でのしつけが不十分であること」が 59.3％と最も高く、次いで「子どもの携帯電話やスマートフォンの利用に

より親が子どもの交友関係や行動がわからなくなること」が 46.0％、「テレビやインターネットなどのメディアから、子

どもたちが悪い影響を受けること」が 37.5％となっています。 

一般市民問８ 
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39.2 

21.7 

22.5 

34.5 

13.1 

9.5 

36.8 

12.2 

6.9 

45.5 

20.4 

1.2 

0.5 

6.1 

1.6 

0% 20% 40% 60%

身近な地域で医療や訓練が受けられること

こども発達センターなどでの相談体制の

充実

障がい児が通う施設の整備

障がいの特性に応じた多様な教育機会の

拡充

通学・通園における介助サービス

機能訓練（リハビリテーション）の充実

就労に向けた機能訓練（リハビリテーション）

や情報提供・斡旋(あっせん)等の充実

安心して遊べる機会・場の充実

余暇活動や社会参加の機会の確保

地域住民の障がい児への理解、支援

障がい児と地域の子どもとの交流

その他

特にない

わからない

不明・無回答

市民（Ｎ=1,608）

障害のある子どもが地域で育っていくために、特に必要と思うこと <複数回答> 

「地域住民の障がい児への理解、支援」が 45.5％と最も高くなっています。地域における見守りや支援が円滑に

行われるよう、理解促進に向けた取り組みが求められています。 

一般市民問 20 
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39.4 

29.7 

18.2 

44.8 

23.2 

13.1 

8.3 

41.0 

14.1 

39.7 

1.9 

1.6 

1.7 

0% 20% 40% 60%

仕事などが忙しく、子どもと過ごす時間が

少ないこと

精神的なゆとりがないこと

子どもの思いや意見を聞こうとする意識や

姿勢がないこと

自己中心的な人が多くなっていること

我慢や寛大さが不足していること

地域の活動への参加が少なくなっていること

経済的な成功や効率性を重視し、子育ての

負担を避けること

大人が手本を示せなくなっていること

経済的なゆとりがないこと

家庭での子どもに対するしつけや教育が

不十分であること

その他

特に問題だと思うことはない

不明・無回答

市民（Ｎ=1,608）

子どもを健全に育てていくために、現在の大人に足りないことや問題だと思うこと <複数回答> 

「自己中心的な人が多くなっていること」が 44.8％と最も高く、次いで「大人が手本を示せなくなっていること」が

41.0％、「家庭での子どもに対するしつけや教育が不十分であること」が 39.7％、「仕事などが忙しく、子どもと過ご

す時間が少ないこと」が 39.4％となっています。 

一般市民問 21 
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45.1 

19.5 

54.0 

14.7 

12.1 

12.0 

1.0 

24.8 

2.0 

0% 20% 40% 60%

地域のお祭り

スポーツやレクリエーションなど地域の行事

地域の清掃や防災などの活動

交流館などが開いた講座・教室や催し物

サークルなど趣味の活動

地域のボランティア活動

その他

特に参加した活動はない

不明・無回答

市民（Ｎ=1,608）

50.7 

17.1 

8.3 

9.0 

10.0 

4.5 

13.7 

20.6 

32.2 

20.5 

8.5 

10.4 

4.9 

18.0 

28.9 

31.7 

18.7 

24.6 

26.1 

35.6 

23.0 

30.8 

54.1 

51.6 

4.6 

8.6 

7.6 

8.0 

8.7 

9.0 

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

自分の子どもや孫（Ｎ=1,608）

自分の子どもや孫の友達

（Ｎ=1,608）

親戚の子ども（Ｎ=1,608）

地域の子ども（Ｎ=1,608）

仕事で子どもに接すること

（Ｎ=1,608）

趣味・ボランティア等で子どもに

接すること（Ｎ=1,608）

よくある 時々ある あまりない ない（子ども・孫がいないを含む） 不明・無回答

 

３ 地域や地域活動 

 

最近１年間に参加した地域活動の内容 <複数回答> 

一般市民問９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段、20 歳未満の子どもと接する機会があるか <単数回答> 

『ある』（＝「よくある」＋「時々ある」）は「自分の子どもや孫」が 64.4％と他の機会と比べて高く、次いで「親戚の子

ども」が 40.5％、「自分の子どもや孫の友達」が 37.7％となっています。 

一般市民問 10 
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9.2 

7.2 

5.1 

6.9 

2.5 

5.4 

11.6 

1.6 

48.3 

51.0 

47.3 

50.4 

30.4 

35.0 

44.2 

27.5 

9.2 

10.1 

16.5 

10.0 

26.5 

26.1 

16.9 

23.3 

2.7 

3.0 

7.0 

2.4 

10.0 

14.5 

7.1 

10.0 

25.1 

23.4 

19.5 

25.1 

25.4 

14.4 

15.8 

32.6 

5.5 

5.3 

4.5 

5.3 

5.2 

4.6 

4.4 

5.0 

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

行政の子育て支援サービス

（Ｎ=1,608）

学校教育（Ｎ=1,608）

治安や安全対策（Ｎ=1,608）

子ども会やＰＴＡの活動（Ｎ=1,608）

地域や隣近所の子育ての助け合い

（Ｎ=1,608）

公園や児童館などの遊び場

（Ｎ=1,608）

自然環境（Ｎ=1,608）

非行防止（Ｎ=1,608）

充実している まあ充実している

あまり充実していない 充実していない

どちらともいえない 不明・無回答

 

４ 豊田市に対する印象 

 

豊田市は、子どもが暮らしやすく健全に育っていけるまちだと思うか <単数回答> 

『充実している』（＝「充実している」＋「まあ充実している」）は、「行政の子育て支援サービス」「学校教育」「治安

や安全対策」「子ども会や PTA の活動」「自然環境」で５割を超えています。 

『充実していない』（＝「あまり充実していない」＋「充実していない」）は、「地域や隣近所の子育ての助け合い」

「公園や児童館などの遊び場」「非行防止」で３割を超えています。 

一般市民問 19 
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52.4 

50.0 

45.9 

37.6 

39.2 

47.5 

48.6 

45.8 

50.0 

60.0 

0.1 

1.4 

8.2 

12.4 

0.8 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

男性 女性 不明・無回答

  
Ⅵ 子ども・青少年の生活や気持ち   

（小中学生、高校生、青少年(19～29 歳)） 
 

１ 家族の状況 

 

性別 <単数回答> 

小学校低学年問１、小学校高学年問１、中学生以上問１（１）、青少年（19～29 歳）問１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

31.5 34.5 33.8 0.2 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

１年生 ２年生 ３年生 不明・無回答

29.8 35.5 33.6 1.2 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

小学４年生 小学５年生 小学６年生 不明・無回答

34.1 32.8 33.1 0.0 

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

中学生（Ｎ=1,467）

中学１年生 中学２年生 中学３年生 不明・無回答

33.8 35.0 30.0 1.2 0.0 

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

高校生（Ｎ=474）

高校１年生 高校２年生 高校３年生

就労している等 不明・無回答

 
学年 <単数回答>  

小学校低学年問２、小学校高学年問２、中学生以上問１（２） 
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14.7 

8.0 

12.7 

15.5 

12.4 

13.7 

3.6 

7.5 

1.9 

3.7 

1.5 

1.2 

3.3 

0.5 

12.6 

7.2 

11.3 

16.0 

13.5 

11.5 

5.9 

8.0 

1.4 

3.0 

1.8 

2.2 

4.0 

1.6 

0% 5% 10% 15% 20%

平和小学校

元城小学校

寺部小学校

畝部小学校

若林西小学校

四郷小学校

幸海小学校

石畳小学校

道慈小学校

足助小学校

大沼小学校

小渡小学校

稲武小学校

不明・無回答

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

通っている小学校 <記述回答>  

小学校低学年問３、小学校高学年問３ 
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6.3 

6.5 

5.8 

6.5 

5.4 

6.5 

6.7 

6.5 

6.5 

6.1 

6.0 

6.9 

5.5 

5.6 

4.9 

4.0 

3.3 

0.5 

0.5 

0% 2% 4% 6% 8% 10%

逢妻中学校

朝日丘中学校

石野中学校

梅坪台中学校

猿投台中学校

末野原中学校

前林中学校

益富中学校

松平中学校

美里中学校

若園中学校

藤岡南中学校

小原中学校

足助中学校

下山中学校

旭中学校

稲武中学校

その他

不明・無回答

中学生（Ｎ=1,467）

「中学 1 年生」「中学２年生」「中学３年生」と回答した人のみ 

通っている中学校 <単数回答>  

中学生以上問２ 
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13.8 

5.1 

6.2 

9.2 

7.3 

6.8 

9.5 

10.0 

9.2 

9.2 

12.4 

1.4 

0% 5% 10% 15%

19歳

20歳

21歳

22歳

23歳

24歳

25歳

26歳

27歳

28歳

29歳

不明・無回答

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

28.9 

13.3 

10.3 

17.9 

12.0 

3.2 

6.1 

0.2 

1.5 

1.5 

0.6 

0.0 

4.4 

26.2 

16.5 

11.1 

14.3 

10.8 

2.2 

5.1 

0.3 

1.4 

0.3 

0.3 

0.3 

11.4 

0% 10% 20% 30%

挙母地区（崇化館、朝日丘、豊南、

梅坪台、逢妻）

高橋地区（高橋、美里、益富）

上郷地区（上郷、末野原）

高岡地区（高岡、竜神、若園、前林）

猿投地区（保見、猿投、猿投台、

石野、井郷）

松平地区（松平）

藤岡地区（藤岡、藤岡南）

小原地区（小原）

足助地区（足助）

下山地区（下山）

旭地区（旭）

稲武地区（稲武）

不明・無回答

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

年齢 <数量回答>  ※平成 25 年９月１日現在 

青少年（19～29 歳）問１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住地区 <単数回答>  

中学生以上問３、青少年（19～29 歳）問２ 
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91.0 

97.3 

50.5 

49.4 

22.6 

27.8 

5.6 

1.2 

89.8 

96.7 

52.0 

47.3 

23.0 

30.7 

3.4 

0.8 

88.6 

94.9 

50.4 

38.2 

19.2 

26.6 

2.3 

0.4 

57.0 

61.9 

22.2 

27.3 

9.2 

14.6 

17.0 

21.6 

1.9 

14.6 

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

父親

母親

兄・姉

弟・妹

祖父

祖母

子ども

配偶者

その他

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

※本選択肢は「青少年（19～29歳）」のみ

※本選択肢は「青少年（19～29歳）」のみ

69.8 19.0 9.5 1.6 

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

青少年（19～29歳）

（Ｎ=63）

１人 ２人 ３人 不明・無回答

同居している家族 <数量回答> 

小学校高学年問４、中学生以上問４、青少年（19～29 歳）問３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子どもがいる場合） 

◆子どもの人数 <数量回答> 

青少年（19～29 歳）問３ 
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0.1 

1.0 

9.5 

34.8 

26.4 

12.8 

7.6 

4.3 

3.5 

0.3 

0.6 

8.2 

35.1 

24.7 

15.2 

8.7 

3.3 

3.9 

0.4

1.9

13.9

36.5

24.5

13.1

4.2

1.5

4

12.4 

8.9 

23.5 

25.7 

12.4 

7.8 

3.8 

1.6 

3.8 

0% 10% 20% 30% 40%

１人

２人

３人

４人

５人

６人

７人

８人以上

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

◆家族の人数 <数量回答> 

青少年以外では、「４人」「５人」の割合が高くなっています。また、青少年（19～29 歳）では、他の年代と比べて「１

人」「２人」「３人」の割合が高くなっています。 

小学校高学年問４、中学生以上問４、青少年（19～29 歳）問３ 
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90.3 0.7 

0.5 5.4 

3.2 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

働いている（週５日くらい） 時々働いている（週１、２日位）

働いていない お父さんはいない

不明・無回答

88.4 

89.0 

3.7 

1.5 

1.0 

1.5 

6.8 

8.0 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

フルタイムで働いている 時々または短時間働いている

働いていない 不明・無回答

60.0 13.4 22.0 

1.6 

3.0 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

働いている（週５日くらい） 時々働いている（週１、２日位）

働いていない お母さんはいない

不明・無回答

36.7 

27.6 

44.0 

49.4 

16.1 

19.0 

3.2 

4.0 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

フルタイムで働いている 時々または短時間働いている

働いていない 不明・無回答

父親の就労状況 <単数回答> 

小学校高学年問５、中学生以上問５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の就労状況 <単数回答> 

小学校高学年では「働いている（週５日くらい）」が 60.0％、中学生以上では「時々または短時間働いている」が５

割弱と、それぞれ最も高くなっています。 

小学校高学年問５、中学生以上問５ 
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0.5 

2.7 

1.6 

14.9 

0.8 

0.3 

53.2 

4.9 

8.6 

1.6 

9.2 

1.4 

0.3 

0% 20% 40% 60%

高等学校

専門学校

高等専門学校・短期大学

４年制大学・大学院

浪人・予備校

その他の学校

常勤の勤め人（正社員・正職員）

契約社員・派遣社員

パート・アルバイト（学校等に通いながらの

就業を除く）

自営業・家族従業・在宅勤務・内職

無職・家事専業

その他

不明・無回答

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

青少年（19～29 歳）の就学・就労の状況 <単数回答> 

青少年（19～29 歳）問４ 
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92.0 

89.0 

76.2 

7.1 

10.5 

22.7 

1.0 

0.4 

1.1 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

熱中したり、夢中になることがある ない 不明・無回答

19.9 

22.8 

23.5 

3.9 

2.1 

27.5 

0.1 

1.3 

5.1 

0.3 

17.5 

25.1 

25.1 

2.8 

1.2 

37.0 

4.3 

0.5 

2.1 

0.2 

25.9 

19.9 

42.6 

2.1 

5.7 

11.7 

11.0 

7.4 

0.4 

0% 20% 40% 60%

映画、スポーツなどを見に行く

ゲームセンター、カラオケ

などに行く

買い物をする

ボランティア活動をする

生徒会等の活動

学校の部・クラブ活動

仕事、アルバイト

家事・育児

その他

不明・無回答

中学生（Ｎ=1,349）

高校生（Ｎ=422）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

※「青少年（19～29歳）」はなし

16.5 

55.2 

50.9 

41.7 

40.8 

32.5 

33.4 

28.3 

10.7 

38.3 

44.6 

17.5 

53.8 

40.3 

32.2 

29.4 

24.2 

39.6 

26.5 

14.2 

38.2 

32.2 

25.2 

49.6 

37.6 

34.8 

30.9 

31.9 

34.4 

35.5 

7.1 

27.3 

30.5 

0% 20% 40% 60%

家族とおしゃべりをする

友だちとおしゃべりしたり遊ぶ

テレビをみる

マンガを読む

家でゲームをする

本を読む

携帯やスマートフォンで

メールなどをする

パソコンでインターネットなどをする

勉強をする（塾を含む）

楽器を演奏したり音楽を聴く

スポーツや運動をする

中学生（Ｎ=1,349）

高校生（Ｎ=422）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

 

２ ふだんの生活や家での過ごし方 

 

熱中したり夢中になったりすることの有無 <単数回答> 

「熱中したり、夢中になることがある」の割合は、年代が上がるにしたがい低くなっています。 

中学生以上問６、青少年（19～29 歳）問５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふだん「熱中したり、夢中になることがある」と回答した人のみ 

熱中したり夢中になったりすることの内容 <複数回答> 

いずれの年代も「友だちとおしゃべりしたり遊ぶ」が５割前後と最も高く、青少年（19～29 歳）で「買い物をする」が

42.6％と、他の年代に比べて高くなっています。 

中学生以上問６-１、青少年（19～29 歳）問５-１ 
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外出の頻度 <単数回答> 

『ふだんは家にいる』（＝「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」＋「ふだ

んは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける」＋「自室からは出るが、家からは出ない」＋「自室か

らほとんど出ない」）は、高校生が3.1％、青少年（19～29歳）が6.0％となっています。このうち、その状

態になってから６か月以上に及ぶ人の割合は、それぞれ1.9％、4.6％となっています。 

中学生以上問７、青少年（19～29 歳）問６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 22 年内閣府調査の全国結果（15 歳～39 歳対象）で、『広義のひきこもり』（＝「ふだんは家にいる

が、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」＋「ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出か

ける」＋「自室からは出るが、家からは出ない」＋「自室からほとんど出ない」で、その状態になってから６か

月以上経過し、妊婦、自宅で仕事をしている人、主に家事・育児をする人などは除く）は 1.79％となって

います。 

 

 

83.2 

3.8 

2.8 

5.4 

2.1 

0.5 

0.5 

0.4 

1.3 

88.8 

2.5 

0.6 

4.0 

2.3 

0.6 

0.0 

0.2 

0.8 

80.5 

5.9 

2.7 

3.8 

3.8 

1.9 

0.3 

0.0 

1.1 

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

仕事や学校で平日はほぼ毎日外出する

仕事や学校で週に３～４日外出する

仕事や学校ではあまり外出しないが、

遊び等で頻繁に外出する

仕事や学校ではあまり外出しないが、

遊び等でときどき外出する

ふだんは家にいるが、自分の趣味に

関する用事のときだけ外出する

ふだんは家にいるが、近所のコンビニなど

には出かける

自室からは出るが、家からは出ない

自室からほとんど出ない

不明・無回答

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）
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上段:件数
下段:％

1,417 21 5 11 6 4 2 1,368

100.0 1.5 0.4 0.8 0.4 0.3 0.1 96.5

31 10 5 6 4 2 1 3

100.0 32.3 16.1 19.4 12.9 6.5 3.2 9.7
7 3 - 4 - - - -

100.0 42.9 - 57.1 - - - -
8 4 - 1 2 1 - -

100.0 50.0 - 12.5 25.0 12.5 - -
6 4 - - - 1 1 -

100.0 66.7 - - - 16.7 16.7 -

全体 ６か月未満 ６か月以上

～１年未満

１年以上～

３年未満

３年以上～

５年未満

【
問

７

】
外

出

の

状
況

中学生全体

ふだんは家にいるが、自分の趣味

に関する用事のときだけ外出する

ふだんは家にいるが、近所のコン

ビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出な

い

自室からほとんど出ない

５年以上～

７年未満

７年以上 不明・無回答

【問7-1】現在の状況になってからの期間

上段:件数
下段:％

474 6 - 3 3 2 1 459

100.0 1.3 - 0.6 0.6 0.4 0.2 96.8

11 4 - 2 2 2 1 -

100.0 36.4 - 18.2 18.2 18.2 9.1 -
3 2 - 1 - - - -

100.0 66.7 - 33.3 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1 - - - 1 - - -

100.0 - - - 100.0 - - -

【問7-1】現在の状況になってからの期間

全体 ６か月未満 ６か月以上

～１年未満

１年以上～

３年未満

３年以上～

５年未満

５年以上～

７年未満

７年以上 不明・無回答

【
問

７

】
外

出

の

状
況

高校生全体

ふだんは家にいるが、自分の趣味

に関する用事のときだけ外出する

ふだんは家にいるが、近所のコン

ビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出な

い

自室からほとんど出ない

上段:件数
下段:％

370 5 5 10 - 1 1 348

100.0 1.4 1.4 2.7 - 0.3 0.3 94.1

14 3 4 5 - 1 1 -

100.0 21.4 28.6 35.7 - 7.1 7.1 -
7 1 1 5 - - - -

100.0 14.3 14.3 71.4 - - - -
1 1 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

【問6-1】現在の状況になってからの期間

合計 ６か月未満 ６か月以上

～１年未満

１年以上～

３年未満

３年以上～

５年未満

５年以上～

７年未満

７年以上 不明・無回答

【
問

６

】
外

出

の

状
況

青少年（19～29歳）全体

ふだんは家にいるが、自分の趣味

に関する用事のときだけ外出する

ふだんは家にいるが、近所のコン

ビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出な

い

自室からほとんど出ない

◆外出の頻度×ひきこもりの期間 

 

①中学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高校生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③青少年（19～29 歳） 
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40.4 

40.0 

22.7 

9.6 

0.0 

22.7 

21.2 

20.0 

45.5 

11.5 

20.0 

0.0 

7.7 

13.3 

4.5 

3.8 

6.7 

4.5 

5.8 

0.0 

0.0 

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

中学生（Ｎ=52）

高校生（Ｎ=15）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=22）

６か月未満 ６か月以上～１年未満 １年以上～３年未満

３年以上～５年未満 ５年以上～７年未満 ７年以上

不明・無回答

「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」「ふだんは家にいるが、近所のコンビニな

どには出かける」「自室からは出るが、家からは出ない」「自室からほとんど出ない」と回答した人のみ 

現在の状況になってからの期間 <単数回答> 

中学生・高校生で「６か月未満」が４割程度、青少年（19～29 歳）では「１年以上～３年未満」が 45.5％と最も高く、

引きこもり状態の長期化がうかがえます。 

中学生以上問７-１、青少年（19～29 歳）問６-１ 
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15.4

6.7 

13.6 

1.9

0.0 

4.5 

1.9

6.7 

4.5 

78.8

86.7 

77.3 

1.9

0.0 

0.0 

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

中学生（Ｎ=52）

高校生（Ｎ=15）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=22）

家族に相談したい

家族以外の人(友だちや知り合い)に相談したい

専門機関に相談したい

相談したいと思わない

不明・無回答

61.0 

75.7 

64.1 

4.6 

3.7 

6.0 

9.0 

4.3 

7.3 

10.0 

4.6 

3.2 

4.3 

2.2 

1.1 

1.8 

1.3 

1.5 

9.2 

8.2 

16.9 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

20.9 

20.6 

19.7 

39.5 

39.3 

32.7 

16.5 

19.0 

19.4 

6.5 

7.4 

6.2 

2.1 

2.7 

4.5 

5.6 

2.8 

1.9 

8.8 

8.3 

15.6 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」「ふだんは家にいるが、近所のコンビニな

どには出かける」「自室からは出るが、家からは出ない」「自室からほとんど出ない」と回答した人のみ 

現在の状況について、だれかに相談したいか <単数回答> 

いずれの年代も「相談したいとは思わない」が８割前後と最も高くなっています。なお、高校生で「家族に相談した

い」が他の年代に比べて低くなっています。 

中学生以上問７-１、青少年（19～29 歳）問６-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この前の火曜日、学校が終わった後にしたことの時間 <単数回答>  

いずれの年代も「友達と遊んだ」「塾で勉強した」「塾以外の習い事をした（家での練習時間も含む）」「スポーツや

運動をした」について「なし」の割合が高い一方で、小学校高学年、中学生では、「家で勉強した（宿題も含む）」割

合が高くなっています。なお、年代が上がるにしたがい、「携帯電話・スマートフォンを使った」割合が高くなって、高

校生では「４時間以上」使った人の割合が 9.6％にも及んでいます。 

小学校高学年問６、中学生以上問８ 

※「高校生」については、就労者を除いた値 

①友達と遊んだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②家族と遊んだり、話をした 
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72.1 

72.7 

72.6 

1.0 

1.1 

0.2 

7.8 

3.7 

2.1 

4.9 

8.0 

3.6 

0.4 

5.0 

1.9 

0.5 

0.5 

1.1 

13.3 

8.9 

18.4 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

54.2 

72.1 

73.1 

11.0 

4.9 

1.7 

14.2 

5.3 

3.2 

7.4 

4.8 

1.1 

1.5 

1.6 

0.4 

0.6 

1.0 

0.2 

11.1 

10.2 

20.3 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

5.8 

4.0 

26.9 

39.3 

15.9 

17.3 

39.2 

31.8 

19.4 

8.8 

24.7 

14.1 

1.6 

10.8 

5.8 

0.4 

8.9 

3.4 

5.0 

4.0 

13.0 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

44.9 

46.4 

49.1 

17.1 

16.2 

5.8 

17.0 

13.0 

7.9 

8.1 

9.7 

14.3 

1.6 

4.5 

5.3 

0.8 

2.7 

1.7 

10.5 

7.6 

15.8 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

③家で勉強した（宿題も含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④塾で勉強した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤塾以外の習い事をした（家での練習時間も含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥スポーツや運動をした 
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35.4 

42.9 

48.7 

21.2 

17.5 

13.0 

19.1 

15.3 

9.4 

8.1 

9.5 

7.5 

3.2 

3.6 

2.6 

3.8 

3.8 

2.6 

9.1 

7.4 

16.2 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

8.7 

11.2 

16.0 

21.0 

20.2 

21.2 

28.7 

28.8 

24.8 

19.3 

19.4 

14.1 

9.0 

7.6 

6.6 

6.8 

7.8 

5.6 

6.5 

5.0 

11.8 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

66.7 

40.5 

10.3 

14.2 

17.8 

22.2 

4.4 

15.4 

21.6 

2.1 

8.8 

18.2 

0.8 

5.0 

7.7 

1.1 

5.9 

9.6 

10.6 

6.7 

10.5 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

⑦テレビを見た 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ゲーム・パソコンをした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨携帯電話・スマートフォンを使った 
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63.6 

64.4 

57.3 

3.1 

2.5 

1.7 

2.8 

3.0 

2.6 

4.9 

3.3 

3.0 

4.8 

3.4 

3.4 

11.6 

15.9 

16.7 

9.1 

7.4 

15.4 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

17.5 

18.4 

15.4 

28.1 

27.5 

22.2 

18.1 

20.9 

20.9 

9.9 

11.6 

11.3 

4.5 

4.2 

5.3 

14.5 

9.7 

9.2 

7.4 

7.6 

15.6 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

30.7 

17.4 

24.8 

27.2 

18.9 

10.5 

24.1 

25.6 

19.0 

6.8 

19.2 

14.1 

1.6 

7.4 

7.5 

0.8 

5.9 

10.7 

8.7 

5.7 

13.5 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

この前の日曜日、したことの時間 <単数回答>  

いずれの年代も「友達と遊んだ」「塾で勉強した」「塾以外の習い事をした（家での練習時間も含む）」「スポーツや

運動をした」について「なし」の割合が高くなっています。なお、年代が上がるにしたがい、「携帯電話・スマートフォ

ンを使った」割合が高くなっており、平日と比べて休日の利用時間が長くなっています。 

小学校高学年問７、中学生以上問９ 

※「高校生」については、就労者を除いた値 

①友達と遊んだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②家族と遊んだり、話をした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③家で勉強した（宿題も含む） 
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85.0 

83.1 

75.9 

0.8 

0.7 

0.0 

1.0 

1.2 

0.4 

0.3 

1.4 

0.9 

0.2 

1.1 

0.0 

0.5 

2.6 

2.6 

12.3 

9.8 

20.3 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

64.5 

75.5 

72.0 

6.7 

3.8 

1.7 

4.0 

2.9 

2.6 

4.9 

2.5 

0.9 

3.9 

1.9 

0.9 

4.5 

3.5 

0.6 

11.5 

9.9 

21.4 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

6.8 

8.3 

10.5 

15.7 

11.0 

13.7 

26.9 

26.4 

24.6 

22.2 

23.4 

19.9 

10.3 

12.0 

7.7 

10.8 

13.4 

9.2 

7.3 

5.5 

14.5 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

40.9 

39.9 

48.3 

16.9 

10.2 

7.5 

11.3 

8.4 

6.0 

6.7 

7.2 

4.5 

5.9 

5.1 

6.2 

9.1 

21.5 

11.5 

9.2 

7.6 

16.0 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

④塾で勉強した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤塾以外の習い事をした（家での練習時間も含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥スポーツや運動をした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦テレビを見た 
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94.3 

89.3 

84.3 

82.7 

3.4 

4.0 

7.5 

5.9 

1.2 

1.4 

1.8 

2.1 

0.5 

0.5 

3.3 

6.5 

0.6 

4.6 

3.1 

2.7 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

毎日食べる 週に3～5日くらい食べる

週に1～2日くらい食べる 食べない

不明・無回答

29.5 

37.8 

44.9 

18.3 

13.6 

9.6 

20.9 

15.5 

12.0 

11.8 

11.0 

6.4 

4.6 

5.9 

3.8 

6.8 

8.4 

6.2 

8.0 

7.8 

17.1 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

65.7 

38.8 

7.3 

13.3 

13.6 

13.0 

4.5 

15.3 

24.4 

3.0 

9.1 

16.2 

1.2 

5.5 

9.4 

1.1 

10.5 

16.9 

11.1 

7.2 

12.8 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

なし 30分くらい １時間くらい ２時間くらい

３時間くらい ４時間以上 不明・無回答

⑧ゲーム・パソコンをした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨携帯電話・スマートフォンを使った 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふだん朝食を食べているか <単数回答> 

いずれの年代も「毎日食べる」が８割を超えて最も高いものの、年代が上がるにしたがい割合は低くなっています。

「食べない」は、小学校低学年・高学年がそれぞれ 0.5％、中学生が 3.3％、高校生が 6.5％となっています。 

小学校低学年問４、小学校高学年問８、中学生以上問 10 
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25.9 

16.8 

9.7 

56.0 

44.1 

37.3 

0.6 

0.2 

2.1 

14.8 

33.5 

41.4 

1.2 

4.0 

6.5 

1.4 

1.4 

3.0 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

家族全員で食べた 家族のだれかと食べた

家族以外のだれかと食べた 一人で食べた

食べなかった 不明・無回答

54.2 

44.2 

34.4 

41.4 

46.0 

43.9 

0.6 

0.6 

4.2 

1.8 

5.9 

11.6 

0.2 

0.5 

2.1 

1.8 

2.8 

3.8 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

家族全員で食べた 家族のだれかと食べた
家族以外のだれかと食べた 一人で食べた
食べなかった 不明・無回答

30.0 

59.1 

25.3 

39.2 

31.9 

36.3 

17.4 

6.2 

23.1 

12.1 

1.6 

13.3 

1.3 

1.2 

2.0 

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

①家の人に起こされなくても自分で起きる

（Ｎ=1,314）

③ごはんを残さず食べる（Ｎ=1,314）

⑤自分の部屋のそうじや片づけを自分でする

（Ｎ=1,314）

いつもしている ときどきしている あまりしていない

ぜんぜんしていない 不明・無回答

この前の火曜日、家族と一緒に朝食をとったか <単数回答> 

朝食、夕食ともに学年が上がるにしたがい、「家族全員で食べた」の割合が低くなっています。 

小学校高学年問９、中学生以上問 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この前の火曜日、家族と一緒に夕食をとったか <単数回答> 

小学校高学年問９、中学生以上問 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家でしていること（小学校高学年） <単数回答> 

「いつもしている」は、「家の人に起こされなくても自分で起きる」が 30.0％、「ごはんを残さず食べる」が 59.1％、

「自分の部屋のそうじや片づけを自分でする」が 25.3％となっています。 

小学校高学年問 10①、③、⑤ 
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65.7 

71.2 

23.8 

19.6 

5.6 

5.1 

3.3 

2.9 

1.6 

1.2 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

いつもしている ときどきしている あまりしていない

ぜんぜんしていない 不明・無回答

25.0 

28.8 

52.1 

42.7 

14.4 

19.3 

7.1 

7.6 

1.4 

1.7 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

いつもしている ときどきしている あまりしていない

ぜんぜんしていない 不明・無回答

6.0 

23.5 

75.5 

5.9 

53.5 

10.1 

3.0 

12.0 

54.5 

73.1 

10.9 

60.5 

5.8 

0.5 

16.7 

94.1 

62.0 

13.7 

70.3 

0.6 

2.3 

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

テレビ

携帯電話、スマートフォン

ゲーム機（プレステ、ディーエスなど）

パソコン

自分の部屋

ない

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

家族に「おはよう」「おやすみ」のあいさつをしているか <単数回答> 

小学校低学年問７、小学校高学年問 10② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家で掃除、ご飯の準備や片付けなど手伝っているか <単数回答> 

小学校低学年問８、小学校高学年問 10④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分専用として持っているもの <複数回答> 

年齢が上がるにしたがい、「携帯電話、スマートフォン」の所有率が高くなっており、高校生では 94.1％となってい

ます。 

小学校高学年問 11、中学生以上問 12 
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53.2 

54.8 

28.2 

27.1 

9.0 

7.2 

3.1 

3.6 

4.3 

2.2 

7.3 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

よく聞いてくれる まあまあ聞いてくれる あまり聞いてくれない

ぜんぜん聞いてくれない お父さんはいない 不明・無回答

70.3 

71.5 

21.5 

20.2 

4.7 

4.5 

1.3 

0.6 

0.8 

1.3 

3.2 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

よく聞いてくれる まあまあ聞いてくれる あまり聞いてくれない

ぜんぜん聞いてくれない お母さんはいない 不明・無回答

父親は話を聞いてくれるか <単数回答> 

父親が話を『聞いてくれる』（＝「よく聞いてくれる」＋「まあまあ聞いてくれる」）は、小学校低学年が 81.4％、小学

校高学年が 81.9％となっています。 

小学校低学年問５、小学校高学年問 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校高学年には選択肢「お父さんはいない」はない 

 

 

母親は話を聞いてくれるか <単数回答> 

母親が話を『聞いてくれる』（＝「よく聞いてくれる」＋「まあまあ聞いてくれる」）は、小学校低学年が 91.8％、小学

校高学年が 91.7％となっており、父親と比べて『聞いてくれる』がいずれも約 10 ポイント高くなっています。 

小学校低学年問６、小学校高学年問 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校高学年には選択肢「お母さんはいない」はない 
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40.5 

43.7 

24.7 

21.5 

16.5 

16.5 

9.5 

7.8 

8.7 

10.5 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

十分だと思う どちらかと言えば十分だと思う

やや不足していると思う 不足していると思う

不明・無回答

69.1 

66.2 

19.8 

17.7 

5.9 

8.6 

2.3 

1.7 

2.9 

5.7 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

十分だと思う どちらかと言えば十分だと思う

やや不足していると思う 不足していると思う

不明・無回答

父親と話す時間は十分だと思うか <単数回答> 

父親と話す時間は『十分だと思う』（＝「十分だと思う」＋「どちらかと言えば十分だと思う」）は、中学生が 65.2％、

高校生が 65.2％となっています。 

中学生以上問 13（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親と話す時間は十分だと思うか <単数回答> 

母親と話す時間は『十分だと思う』（＝「十分だと思う」＋「どちらかと言えば十分だと思う」）は、中学生が 88.9％、

高校生が 83.9％となっており、父親と比べて『十分だと思う』がいずれも約 20 ポイント高くなっています。中学生、高

校生のいずれも、父親と話す時間は母親と比べて不十分だと認識している状況があります。 

中学生以上問 13（２） 
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37.1 

55.6 

42.7 

29.8 

79.4 

56.6 

3.4 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80%

勉強

運動

給食

係りの活動

休み時間に遊ぶ

友達と話す

特にない

不明・無回答

小学校低学年（Ｎ=1,287）

50.0 

41.0 

41.9 

35.0 

37.4 

45.9 

45.3 

50.4 

8.5 

9.2 

9.1 

10.0 

3.3 

2.5 

2.7 

2.4 

0.9 

1.4 

1.0 

2.1 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

とても楽しい 楽しい あまり楽しくない 楽しくない 不明・無回答

 

３ 学校生活や友だち 

 

学校で楽しいこと <複数回答> 

小学校低学年問９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の学校での生活は楽しいか <単数回答>  

学校での生活は『楽しい』（＝「とても楽しい」＋「楽しい」）は、いずれの年代も８割を超えています。 

小学校低学年問 10、小学校高学年問 13、中学生以上問 14 

※「高校生」については、就労者を除いた値 
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71.6 

58.1 

44.7 

37.2 

23.0 

31.2 

44.0 

48.7 

3.4 

7.2 

6.8 

7.9 

1.2 

2.2 

2.9 

3.8 

0.8 

1.3 

1.6 

2.4 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

よく聞いてくれる まあまあ聞いてくれる

あまり聞いてくれない ぜんぜん聞いてくれない

不明・無回答

23.6 

3.7 

0.4 

6.6 

8.9 

1.2 

9.0 

45.5 

1.1 

0% 20% 40% 60%

勉強がわからないときがある

運動が苦手

友達がいない

他の子どもにいじめられる

違う学年の人と話すのが苦手

先生と話すのが苦手

給食が苦手

困っていることはない

不明・無回答

小学校低学年（Ｎ=1,287）

学校の先生は、あなたの話を聞いてくれると思うか <単数回答>  

学校の先生は話を『聞いてくれる』（＝「よく聞いてくれる」＋「まあまあ聞いてくれる」）は、いずれの年代も８割を超

えているものの、「よく聞いてくれる」の割合は、年代が上がるにしたがいは低くなっています。 

小学校低学年問 11、小学校高学年問 14、中学生以上問 15 

※「高校生」については、就労者を除いた値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の学校生活で、何か困っていることや嫌なこと <単数回答>  

小学校低学年では「困っていることはない」が 45.5％と最も高くなっています。次いで「勉強がわからないときがあ

る」が 23.6％となっています。 

小学校高学年では「苦手な科目がある」が 46.7％と最も高く、次いで「ない」が 26.1％、「成績がなかなか上がらな

い」が 19.9％となっています。 

中学生、高校生では「苦手な教科がある」がそれぞれ 52.2％、39.7％と最も高く、次いで「成績がなかなか上がら

ない」が 48.7％、36.1％となっています。 

いずれの年代も学習に関する項目が上位を占めていますが、いじめや友だちとの関係についての項目も数パー

セントから１割程度となっています。 

小学校低学年問 12、小学校高学年問 15、中学生以上問 16 

※「高校生」については、就労者を除いた値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

13.4 

19.9 

19.1 

12.3 

4.6 

2.1 

8.0 

3.3 

8.7 

46.7 

15.6 

3.4 

26.1 

3.5 

0% 20% 40% 60%

授業がよくわからない

成せきがなかなか上がらない

体育や運動が苦手

先生が苦手

同級生や違う学年の人にいじめられる

仲のよい友だちがいない

友だちとのつきあいがうまくいかない

学校のきまりごとやルールで悩んでいる

学校行事が好きではない

苦手な科目がある

給食が苦手

その他

ない

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

22.4 

48.7 

16.9 

1.9 

2.3 

10.4 

5.5 

7.2 

16.6 

52.2 

9.8 

4.3 

19.6 

2.9 

19.9 

36.1 

11.5 

0.4 

3.4 

8.8 

8.5 

6.6 

15.0 

39.7 

0.2 

4.1 

25.9 

3.6 

0% 20% 40% 60%

授業がよくわからない

成績がなかなか上がらない

体育や運動が苦手

同級生や違う学年の人にいじめられる

仲のよい友だちがいない

友だちとのつきあいがうまくいかない

学校の決まりごとやルールで悩んでいる

クラブ活動や部活動がつまらない

先生が苦手

苦手な教科がある

給食が苦手

その他

ない

不明・無回答

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）
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68.8 

67.7 

66.9 

66.8 

27.9 

29.5 

30.4 

27.3 

1.9 

1.0 

1.5 

5.9 

1.4 

1.8 

1.3 

0.0 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

何でも話せる仲のよい友だちがいる

仲のよい友だちはいるが何でも話せるわけではない

仲のよい友だちはいない

不明・無回答

何でも話せる仲のよい友だちの有無 <単数回答> 

いずれの年代も「何でも話せる仲のよい友だちがいる」が約７割と最も高く、次いで「仲のよい友だちはいるが何

でも話せるわけではない」が３割前後となっています。なお、青少年（19～29 歳）では「仲のよい友だちはいない」が

5.9％と、他の年代と比べて割合が高くなっています。 

小学校高学年問 16、中学生以上問 17、青少年（19～29 歳）問７ 
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20.0 

24.9 

10.8 

34.5 

26.1 

23.4 

51.8 

15.4 

7.2 

37.2 

40.3 

17.5 

7.8 

41.1 

0.6 

27.6 

23.6 

28.3 

18.4 

16.5 

33.6 

33.2 

7.4 

8.5 

44.5 

0.9 

19.7 

19.5 

18.9 

14.5 

14.5 

7.2 

3.2 

11.5 

21.0 

11.2 

53.4 

14.9 

11.2 

13.2 

10.9 

5.2 

0% 20% 40% 60%

勉強のこと

部活動のこと

スポーツのこと

家族のこと

学校のこと

仕事のこと

芸能人やタレント、テレビ番組

のこと

本やマンガのこと

ゲームのこと

音楽や映画のこと

携帯電話やスマートフォン

のこと

小学校高学年（Ｎ=1,271）
中学生（Ｎ=1,426）
高校生（Ｎ=461）
青少年（19～29歳）（Ｎ=348）

※「小学校高学年」はなし

※「小学校高学年」はなし

9.0 

7.5 

31.2 

17.5 

5.4 

10.0 

7.6 

1.7 

8.8 

6.3 

29.8 

26.7 

7.7 

3.6 

7.8 

11.4 

1.8 

2.6 

8.2 

7.6 

26.7 

19.1 

5.9 

3.9 

13.7 

10.0 

3.3 

3.9 

2.9 

15.5 

26.7 

29.0 

9.8 

9.5 

22.1 

19.5 

2.0 

2.0 

0% 20% 40% 60%

パソコン、インターネット、

ホームページのこと

服装やファッションのこと

友だちのこと

異性のこと、好きな人のこと

先生や上司や同僚のこと

世の中のこと（事件、社会の

できごとなど）

将来のこと

悩みごと

その他

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,271）
中学生（Ｎ=1,426）
高校生（Ｎ=461）
青少年（19～29歳）（Ｎ=348）

※「小学校高学年」はなし

※「小学校高学年」はなし

「何でも話せる仲のよい友だちがいる」「仲のよい友だちはいるが、何でも話せるわけではない」と回答した人の

み 

友だちとの話の内容 <複数回答> 

小学校低学年では「ゲームのことが51.8％、小学校高学年、中学生では「学校のこと」がそれぞれ41.1％、44.5％、

青少年（19～29 歳）では「仕事のこと」が 53.4％と最も高くなっています。 

小学校高学年問 16-１、中学生以上問 17-１、青少年（19～29 歳）問７-１ 
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93.5 

20.8 

4.9 

7.9 

1.3 

5.7 

3.3 

93.3 

15.1 

14.3 

44.8 

4.8 

2.9 

3.2 

90.9 

0.9 

19.7 

65.7 

1.3 

0.7 

4.3 

88.5 

0.3 

35.1 

61.8 

1.7 

0.3 

6.3 

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

直接会って

家の電話で

携帯電話で

携帯電話やスマートフォンの

メールを使って

パソコンのメールを使って

その他

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,271）

中学生（Ｎ=1,426）

高校生（Ｎ=461）

青少年（19～29歳）（Ｎ=348）

「何でも話せる仲のよい友だちがいる」「仲のよい友だちはいるが、何でも話せるわけではない」と回答した人の

み 

友だちとの話の手段 <複数回答> 

いずれの年代も「直接会って」が９割前後と最も高いものの、「携帯電話やスマートフォンのメールを使って」が高

校生、青少年（19～29 歳）で６割を超えています。 

小学校高学年問 16-２、中学生以上問 17-２、青少年（19～29 歳）問７-２ 
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19.0 

23.4 

5.7 

9.0 

8.9 

5.2 

15.4 

16.9 

17.5 

22.5 

29.7 

33.0 

11.2 

9.1 

28.2 

19.2 

7.6 

3.4 

3.6 

4.3 

6.9 

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

中学生（Ｎ=1,426）

高校生（Ｎ=461）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=348）

１日に20回以上 １日に10～19回くらい

１日に１～９回くらい 週に数回

月に数回 電話やメールはしない

不明・無回答

19.5 

7.3 

30.2 

42.4 

3.1 

14.5 

20.2 

9.1 

35.5 

46.5 

1.8 

5.1 

20.5 

9.5 

44.5 

42.0 

2.1 

3.4 

0% 20% 40% 60%

いじめを受けたことがある

ほかの人をいじめたことがある

ほかの人がいじめを受けているのを

見たり聞いたりしたことがある

いじめを受けたり、見たり聞いたりした

ことはない

その他

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）
中学生（Ｎ=1,467）
高校生（Ｎ=474）

「何でも話せる仲のよい友だちがいる」「仲のよい友だちはいるが、何でも話せるわけではない」と回答した人の

み 

友だちとの話の電話やメールの頻度 <複数回答> 

いずれの年代も「週に数回」が３割前後と最も高いものの、中学生、高校生では「１日に20回以上」が２割前後とな

っています。 

中学生以上問 17-３、青少年（19～29 歳）問７-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでにいじめを受けたり、見たり聞いたりしたことがあるか <単数回答> 

いずれの年代でも「いじめを受けたり、見たり聞いたりしたことはない」が４割を超えて高くなっています。「ほかの

人がいじめを受けているのを見たり聞いたりしたことがある」が、年代が上がるにしたがい高くなっています。なお、

「いじめを受けたことがある」は２割前後、「ほかの人をいじめたことがある」は１割弱となっています。 

小学校高学年問 17、中学生以上問 18 
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25.3 

43.1 

39.7 

6.6 

5.9 

4.0 

19.0 

35.4 

47.7 

10.4 

7.5 

2.0 

15.0 

34.0 

48.6 

10.5 

8.9 

2.0 

0% 20% 40% 60%

いじめをやめさせようとした（いじめ

られている人を助けようとした）

先生や親などの大人に相談した

気づいたが、どうすることもできなかった

気づかないふりをした

その他

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=529）

中学生（Ｎ=664）

高校生（Ｎ=247）

15.2 

17.5 

38.5 

43.9 

22.0 

24.5 

21.0 

11.0 

0.3 

0.4 

3.0 

2.7 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

よくあった ときどきあった

ほとんどない 一度もない

現在学校に行っていない 不明・無回答

13.4 35.2 25.9 22.5 3.0 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

よくあった ときどきあった ほとんどない

一度もない 不明・無回答

「いじめを受けたことがある」「ほかの人がいじめを受けているのを見たり聞いたりしたことがある」と回答した

人のみ 

いじめを受けたり、見たり聞いたりした場合の対処方法 <複数回答> 

いずれの年代も「気づいたが、どうすることもできなかった」が４割弱～５割弱と高く、「先生や親などの大人に相

談した」は３割強～４割強となっています。年代が上がるにしたがい、「いじめをやめさせようとした（いじめられてい

る人を助けようとした）」「先生や親などの大人に相談した」の割合は低くなっています。 

小学校高学年問 17-１、中学生以上問 18-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでに学校に行きたくないと思ったことはあるか <単数回答> 

学校に行きたくないと思ったことが『あった』（＝「よくあった」＋「ときどきあった」）は、小学校高学年が 48.6％、中

学生が 53.7％、高校生が 61.4％であり、年代が上がるにしたがい高くなっています。 

小学校高学年問 18、中学生以上問 19 
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11.8 

8.7 

7.5 

25.6 

9.3 

8.8 

32.2 

11.0 

38.0 

10.5 

3.4 

9.1 

14.9 

10.0 

26.6 

6.7 

5.4 

46.3 

17.5 

35.8 

7.1 

2.9 

11.3 

16.7 

10.3 

21.0 

5.6 

2.1 

44.4 

21.3 

42.6 

6.7 

0.0 

0% 20% 40% 60%

いじめ

同級生や違う学年の人とのこと

先生とのこと

勉強のこと

体育や運動がイヤ

給食がイヤ

疲れた、体調が悪い

部活動や登下校がイヤ

なんとなく

その他

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=979）

中学生（Ｎ=1,111）

高校生（Ｎ=390）

学校に行きたくないと思ったことが「よくあった」「ときどきあった」「ほとんどない」と回答した人のみ 

学校に行きたくないと思った理由 <複数回答> 

いずれの年代も「疲れた、体調が悪い」「なんとなく」が３割強～５割弱と高くなっています。「いじめ」は１割前後と

なっています。 

小学校高学年問 18-１、中学生以上問 19-１ 
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53.3 

55.9 

32.4 

7.2 

4.6 

31.9 

29.2 

42.1 

27.2 

16.5 

12.2 

11.7 

24.0 

63.5 

77.0 

1.2 

1.1 

0.5 

0.8 

1.4 

1.5 

2.1 

1.0 

1.3 

0.5 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

できるだけ多く参加している ときどき参加している

ほとんど参加していない その他

不明・無回答

83.6 

55.7 

30.3 

8.1 

7.5 

25.7 

53.9 

4.7 

1.6 

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

あいさつをする人がいる

声をかけてくれる人がいる

会えば話をする人がいる

いっしょにスポーツや楽器の演奏などの

活動をする人がいる

悩みごとを相談できる人がいる

悪いことをしたときに注意してくれる人が

いる

地域のお祭りや行事に参加している

ない

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

 

４ 学校や職場以外での地域の生活 

 

地域の行事や活動（地域の役、ボーイ・ガールスカウト、ボランティア活動、地域のおまつりなど）への参加の

有無 <単数回答> 

小学校低学年・高学年では「できるだけ多く参加している」が５割を超えているものの、中学生では 32.4％、高校

生は 7.2％と低くなっており、年代が上がるにしたがい、「ほとんど参加していない」が高くなっています。 

小学校低学年問 14、小学校高学年問 19、中学生以上問 20、青少年（19～29 歳）問８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近所や地域のおとなとのかかわり <単数回答> 

小学校高学年問 20 
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41.8 

33.9 

23.9 

15.8 

17.6 

38.1 

42.8 

42.2 

36.3 

22.4 

12.6 

18.2 

27.9 

38.6 

46.8 

6.8 

2.9 

5.0 

8.2 

13.0 

0.8 

2.1 

1.0 

1.1 

0.3 

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

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

よくある ときどきある ほとんどない 一度もない 不明・無回答

違う学年の人（きょうだいを除く）や違う世代の人（小中学生、高校生や高齢者）とかかわったり、遊ぶことの

有無 <単数回答> 

異なる学年や年代の人とかかわったり、遊ぶことが『ある』（＝「よくある」＋「ときどきある」）は、小学校低学年で

79.9％となっているものの、年代が上がるにしたがい低くなっており、青少年（19～29 歳）で 40.0％となっています。 

小学校低学年問 15、小学校高学年問 21、中学生以上問 21、青少年（19～29 歳）問９ 
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49.7 

12.9 

7.2 

6.4 

11.1 

4.7 

6.1 

1.9 

13.0 

26.1 

10.8 

5.3 

9.2 

5.0 

2.7 

0.0 

5.7 

19.9 

2.3 

24.7 

17.3 

14.8 

1.9 

4.9 

3.0 

1.5 

0.0 

4.9 

24.7 

2.5 

3.5 

17.8 

4.9 

0.8 

4.9 

5.1 

9.5 

4.6 

15.7 

32.4 

0.8 

0% 20% 40% 60%

部活動の場所

友だちの家

学校

塾や習い事の場所

図書館や交流館など

公園、広場

飲食店やコンビニ

職場

その他

ない

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

※「小学校高学年」はなし

※「小学校高学年」はなし

※「小学校高学年」はなし

自分の家以外で楽しい、またはほっとできる場所 <単数回答> 

小学校高学年問 22、中学生以上問 22、青少年（19～29 歳）問 10 
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55.7 

33.3 

47.4 

26.4 

13.6 

7.0 

8.3 

4.4 

46.4 

32.7 

41.4 

31.2 

15.0 

4.2 

12.2 

4.4 

39.7 

27.3 

37.8 

21.9 

31.9 

10.0 

12.4 

0.5 

0% 20% 40% 60%

友だち同士でゆっくり話せる場所

音楽やダンスなどの趣味を楽しめる場所

スポーツを自由にできる場所

静かに勉強や考えごとできる場所

学校や職場以外の仲間づくりができる

場所

その他

ない

不明・無回答

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

地域であったらよいと思う場所 <単数回答> 

いずれの年代も「友だち同士でゆっくり話せる場所」が４割弱～５割強と最も高くなっています。なお、青少年（19

～29 歳）では「学校や職場以外の仲間づくができる場所」が 31.9％と、他の年代と比べて高くなっています。 

中学生以上問 23、青少年（19～29 歳）問 11 
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22.4 

24.9 

30.8 

48.7 

56.5 

52.7 

23.6 

13.9 

14.9 

3.6 

1.5 

1.6 

1.8 

3.2 

0.0 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

25.6 

24.3 

24.1 

40.4 

47.0 

48.4 

26.4 

21.9 

23.8 

5.9 

3.6 

3.8 

1.8 

3.2 

0.0 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

62.3 

58.2 

57.0 

30.7 

34.4 

40.8 

3.8 

3.8 

1.4 

1.2 

0.2 

0.5 

2.0 

3.4 

0.3 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

  

５ ふだんの気持ちや周囲の人との関係 

 

ふだんの生活で感じていることや思っていること <単数回答> 

「自分はまわりから大切にされている」について『そう思う』（＝「とてもそう思う」＋「どちらかというとそう思う」）は、中

学生は71.1％、高校生は81.4％、青少年（19～29歳）は83.5％と、年代が上がるにしたがい高くなっています。また、

「他人の考えを尊重することは大切だと思う」「他人の命は大切だ」「自分の命は大切だ」については、『そう思う』が

いずれの年代も９割を超えています。 

中学生以上問 24、青少年（19～29 歳）問 12 

①自分はまわりから大切にされている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自分の意見が言えている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③他人の考えを尊重することは大切だと思う 
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23.3 

19.4 

14.1 

33.0 

32.5 

30.5 

32.5 

35.0 

43.0 

9.3 

9.5 

12.4 

1.8 

3.6 

0.0 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

32.6 

25.9 

28.4 

32.0 

33.8 

40.5 

23.5 

29.5 

26.8 

10.1 

7.4 

4.3 

1.8 

3.4 

0.0 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

23.6 

16.0 

15.7 

31.3 

34.0 

28.4 

30.0 

36.1 

43.2 

12.8 

10.8 

12.7 

2.3 

3.2 

0.0 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

49.7 

32.9 

27.0 

32.0 

42.0 

47.6 

12.0 

17.7 

22.2 

4.3 

4.0 

2.7 

2.0 

3.4 

0.5 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

④休みや休息する時間が少ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ストレスやプレッシャーを感じることが多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥むかついたり切れそうになったりすることが多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦人と一緒にいることが好きだ 
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86.0 

80.6 

82.7 

10.2 

14.1 

15.4 

1.3 

1.9 

1.4 

0.5 

0.4 

0.3 

2.0 

3.0 

0.3 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

77.5 

76.6 

75.7 

13.6 

16.9 

17.0 

4.8 

1.9 

5.9 

2.0 

1.5 

1.1 

2.0 

3.2 

0.3 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

7.1 

5.0 

4.2 

4.6 

29.5 

24.9 

25.7 

33.8 

40.3 

44.8 

52.5 

50.3 

21.2 

23.2 

15.2 

10.8 

1.9 

2.0 

2.3 

0.5 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

⑧他人の命は大切だ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨自分の命は大切だ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分のことについてどのように思っているか <単数回答> 

「何事にもがんばる」では、「とてもそう思う」が年代が上がるにしたがい低くなっています。 

「自分のことが好きだ」では、中学生で他の年代に比べて『そう思わない』（＝「あまりそう思わない」＋「全然そう思

わない」）が 61.1％と高くなっています。 

小学校高学年問 24、中学生以上問 25、青少年（19～29 歳）問 13 

①勉強や仕事ができる 
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6.3 

5.3 

5.5 

2.2 

27.0 

32.2 

39.7 

34.1 

43.5 

45.2 

41.6 

53.2 

21.0 

15.4 

10.5 

10.3 

2.1 

1.9 

2.7 

0.3 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う
あまりそう思わない 全然そう思わない
不明・無回答

13.4 

15.1 

17.5 

20.0 

42.1 

39.3 

45.8 

52.2 

31.1 

33.4 

27.4 

24.6 

11.4 

10.6 

6.1 

3.0 

2.0 

1.7 

3.2 

0.3 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う
あまりそう思わない 全然そう思わない
不明・無回答

20.5 

17.1 

21.5 

20.0 

41.9 

44.4 

51.7 

56.2 

27.8 

29.9 

20.3 

21.9 

7.7 

6.8 

4.0 

1.6 

2.1 

1.8 

2.5 

0.3 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う
あまりそう思わない 全然そう思わない
不明・無回答

②友だちから人気がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③正直だ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④人にやさしい 
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25.0 

18.3 

15.8 

14.1 

28.8 

28.1 

33.5 

32.2 

24.5 

29.3 

26.6 

31.1 

19.9 

22.6 

21.7 

22.4 

1.8 

1.6 

2.3 

0.3 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う
あまりそう思わない 全然そう思わない
不明・無回答

15.8 

11.0 

8.0 

5.7 

28.3 

26.0 

25.3 

32.4 

37.4 

43.8 

47.3 

48.1 

16.3 

17.5 

16.0 

13.5 

2.2 

1.8 

3.4 

0.3 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う
あまりそう思わない 全然そう思わない
不明・無回答

24.1 

19.0 

17.1 

15.1 

37.6 

38.2 

41.8 

45.4 

25.3 

29.0 

29.5 

33.8 

10.8 

11.9 

9.1 

5.4 

2.1 

1.8 

2.5 

0.3 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う

あまりそう思わない 全然そう思わない

不明・無回答

⑤運動が得意だ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥勇気がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦何事にもがんばる 
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22.5 

12.3 

10.3 

14.1 

26.3 

24.9 

35.2 

42.4 

25.3 

35.9 

36.3 

30.5 

23.9 

25.2 

15.4 

12.7 

2.0 

1.6 

2.7 

0.3 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とてもそう思う どちらかというとそう思う
あまりそう思わない 全然そう思わない
不明・無回答

20.1 

3.3 

32.3 

4.1 

34.2 

14.1 

15.9 

14.5 

3.1 

0.7 

1.5 

16.6 

2.7 

47.3 

23.2 

22.4 

14.1 

4.9 

1.3 

0.6 

14.1 

3.4 

62.2 

21.1 

8.6 

13.2 

47.8 

15.1 

2.4 

8.6 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80%

自分の将来のこと

就職のこと

将来、社会に出て行くこと

について

将来に夢が持てないこと

仕事のこと

職場の人のこと

その他

ない

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

※「小学校高学年」はなし

※「小学校高学年」はなし

※「小学校高学年」はなし

※「小学校高学年」はなし

※「小学校高学年」はなし

31.7 

7.5 

5.1 

12.9 

8.7 

15.2 

14.5 

19.8 

21.7 

55.6 

49.1 

10.0 

18.0 

13.7 

15.6 

18.6 

12.2 

20.1 

28.1 

43.7 

52.7 

12.2 

17.3 

15.2 

20.0 

14.6 

10.3 

25.1 

23.2 

8.9 

3.8 

24.1 

8.6 

19.5 

35.7 

2.2 

26.2 

27.0 

27.6 

0% 20% 40% 60% 80%

勉強のこと

進学や受験のこと

家族のこと

友だちのこと

異性、好きな人のこと

おこづかい、お金のこと

部活動のこと

自分の体や健康のこと

自分の容姿、体形のこと

自分の性格のこと

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

※「小学校高学年」はなし

⑧自分のことが好きだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悩みや不安の内容 <複数回答> 

小学校高学年問 25、中学生以上問 26、青少年（19～29 歳）問 14 
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4.9 

1.1 

2.7 

16.5 

4.0 

3.2 

7.7 

0.8 

0.0 

2.8 

18.4 

3.4 

0.6 

9.4 

0.0 

0.0 

1.3 

16.8 

2.8 

1.5 

7.2 

0.3 

18.6 

4.5 

9.9 

2.4 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80%

違う学年の人（先輩など）

相談窓口（電話相談など）

職場の上司や同僚

その他

誰にも相談しない

相談できる人がいない

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,188）

高校生（Ｎ=392）

青少年（19～29歳）（Ｎ=334）

※「小学校高学年」はなし

31.5 

59.2 

15.2 

5.5 

14.7 

2.4 

40.3 

18.2 

43.7 

13.6 

3.3 

10.2 

4.1 

54.9 

4.5 

18.1 

52.8 

16.8 

2.6 

15.3 

3.6 

61.5 

8.4 

19.5 

47.0 

18.6 

11.1 

4.2 

0.9 

68.3 

18.6 

0% 20% 40% 60% 80%

父親

母親

きょうだい

親やきょうだい以外の家族

学校の先生

塾や習い事の先生

同級生

つきあっている人

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,188）

高校生（Ｎ=392）

青少年（19～29歳）（Ｎ=334）

※「小学校高学年」はなし

悩みや不安があると回答した人のみ（「ない」「不明・無回答」と回答した人以外） 

悩みや不安の相談先 <複数回答> 

小学校高学年では「母親」が59.2％、中学生、高校生、青少年（19～29歳）では「同級生」が５割強～７割弱とそれ

ぞれ最も高く、「母親」への相談はいずれの年代も５割弱～６割弱となっています。なお、いずれの年代も「誰にも相

談しない」が１割弱～２割弱、「相談できる人がいない」が数パーセントとなっています。 

小学校高学年問 25-１、中学生以上問 26-１、青少年（19～29 歳）問 14-１ 
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周囲の人から嫌なことをされたり、言われたりしたことの有無 <複数回答>28 

小学校低学年・高学年、中学生、高校生では「ない」が５割弱～６割弱、青少年（19～29 歳）では「心が傷つくこと

を言われたことがある」が 57.0％と、それぞれ最も高くなっています。なお、「自分が悪いことをして、そこのことで叩

かれたり、蹴られたりしたことがある」はいずれの年代も１割弱、「自分は悪いことをしていないに、叩かれたり、蹴ら

れたりしたことがある」は小学校低学年・高学年で２割弱となっています。 

小学校低学年問 13、小学校高学年問 26、中学生以上問 27、青少年（19～29 歳）問 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4 

14.1 

7.1 

19.9 

56.0 

1.6 

33.2 

14.6 

9.7 

16.3 

49.5 

5.3 

33.3 

11.2 

7.3 

9.5 

54.6 

3.3 

33.8 

11.8 

3.4 

4.2 

55.9 

5.9 

57.0 

25.4 

8.9 

8.6 

31.1 

5.4 

0% 20% 40% 60%

心が傷つくことを言われたことがある

心が傷つくことをされたことがある

自分が悪いことをして、そのことで叩かれたり、

蹴られたりしたことがある

自分は悪いことをしていないのに、叩かれ

たり、蹴られたりしたことがある

ない

不明・無回答

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）
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9.3 

9.3 

29.6 

3.6 

3.4 

2.7 

56.7 

30.0 

2.5 

3.1 

2.3 

11.8 

15.1 

19.7 

1.2 

6.6 

1.3 

67.9 

24.2 

1.7 

3.4 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80%

お父さん

お母さん

兄弟姉妹

親や兄弟姉妹以外の家族

学校の先生

塾や習いごとの先生

同級生

違う学年の人

近所の人

その他

不明・無回答

小学校低学年（Ｎ=557）

小学校高学年（Ｎ=595）

49.5 

56.7 

23.1 

11.1 

18.9 

14.1 

33.3 

10.9 

5.1 

34.3 

4.6 

7.5 

4.3 

0% 20% 40% 60%

お父さん

お母さん

兄弟姉妹

親や兄弟姉妹以外の家族

学校の先生

塾や習いごとの先生

同級生

違う学年の人

近所の人

芸能人、スポーツ選手、有名人

その他

いない

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

「心が傷つくことを言われたことがある」「心が傷つくことをされたことがある」「自分が悪いことをして、そのことで叩

かれたり、蹴られたりしたことがある」と回答した人のみ 

嫌なことをしたり、言ったりした相手 <複数回答> 

小学校低学年問 13-１、小学校高学年問 26-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尊敬する人 <複数回答> 

小学校高学年問 32 
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64.9 

40.2 

30.0 

24.1 

25.3 

44.3 

54.4 

55.1 

4.1 

6.3 

7.4 

16.5 

1.4 

3.1 

3.0 

3.2 

4.3 

6.1 

5.3 

1.1 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

好き まあまあ好き あまり好きではない 好きではない 不明・無回答

28.6 

22.6 

20.3 

37.0 

41.8 

42.7 

21.9 

23.8 

28.9 

6.1 

6.3 

6.5 

6.3 

5.5 

1.6 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない 思わない 不明・無回答

  

６ 地域や地域活動 

 

自分が住んでいる地域が好きか <単数回答> 

『好き』（＝「好き」＋「まあまあ好き）は、８割弱～９割弱となっています。年代が上がるにしたがい、『好き』が低くな

っています。 

小学校高学年問 23、中学生以上問 34、青少年（19～29 歳）問 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在自分が住んでいる地域にこれからも住み続けたいと思うか <単数回答> 

『そう思わない』（＝「あまりそう思わない」＋「思わない」）は、３割程度となっており、年代が上がるにしたがって高

くなっています。 

中学生以上問 35、青少年（19～29 歳）問 18 
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18.1 

10.3 

8.1 

39.2 

35.9 

30.5 

22.4 

27.0 

30.0 

5.9 

10.1 

13.8 

8.4 

11.2 

16.5 

6.1 

5.5 

1.1 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

とても関心がある どちらかと言えば関心がある

あまり関心がない まったく関心がない

わからない 不明・無回答

ボランティアへの関心 <単数回答> 

『関心がある』（＝「とても関心がある」＋「どちらかと言えば関心がある」）は、４割弱～６割弱となっており、年代が

上がるにしたがって低くなっています。 

中学生以上問 36、青少年（19～29 歳）問 19 
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47.0 

32.2 

28.6 

34.8 

17.9 

15.7 

5.3 

31.4 

24.9 

28.5 

26.6 

12.4 

27.6 

5.0 

24.4 

30.2 

26.4 

19.3 

8.8 

25.8 

6.5 

19.0 

18.8 

25.3 

14.3 

5.9 

35.0 

6.1 

14.6 

15.9 

17.8 

17.6 

5.9 

30.8 

37.0 

2.2 

0% 20% 40% 60%

街並みの美化や自然環境の保護の活動

地域のイベントの計画や実行に参加する

ボランティアなどをして困っている人を助ける

地域の子どもや大人と交流したい

地域の大人と話し合って、地域をよくする活動

に参加する

同世代の若者とともに活動する

やってみたいと思うことはない

不明・無回答

小学校低学年（Ｎ=1,287）

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

※本選択肢は「青少年（19～29歳）」のみ

今後やってみたいと思う活動内容 <単数回答> 

「街並みの美化や自然環境の保護の活動」「ボランティアなどをして困っている人を助ける」「地域の大人と話し合

って、地域をよくする活動に参加する」は、年代が上がるにしたがい割合が低くなっています。「やってみたいと思う

ことはない」は、高校生で 35.0％、青少年（19～29 歳）で 37.0％となっています。 

小学校低学年問 16、小学校高学年問 33、中学生以上問 37、青少年（19～29 歳）問 20 
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41.6 

18.5 

11.0 

30.1 

33.1 

14.8 

46.2 

24.1 

1.2 

4.4 

6.7 

6.4 

34.2 

11.0 

12.2 

30.4 

42.4 

20.5 

46.2 

17.9 

1.7 

3.8 

5.3 

5.3 

39.7 

11.9 

8.4 

25.4 

37.6 

14.9 

38.4 

21.4 

4.6 

2.7 

7.8 

1.4 

0% 20% 40% 60%

仕事をしなければならないこと

社会を支えなければならないこと

遊べなくなること

自由な時間が少なくなること

経済的に自立すること

自分で身の周りのことをすること

責任が重くなること

自分が家族を支えなければ

ならないこと

その他

考えたことがない

特にない

不明・無回答

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

 

７ 夢や将来 

 

おとなになると大変そうだなと思うこと・今後大変そうだなと思うこと<複数回答> 

中学生以上問 38、青少年（19～29 歳）問 21 
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26.5 

6.6 

15.2 

4.4 

42.5 

16.6 

9.3 

14.3 

14.7 

11.3 

0.5 

0% 20% 40% 60%

学校の勉強

勉強以外の学校の活動

家の手伝い

ボランティア・地域活動

習いごとの練習（スポーツや楽器演奏など）

英語や外国語

検定や資格の取得

職業（仕事）の研究や体験

その他

特にない

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

29.6 

35.4 

34.6 

30.8 

24.1 

23.5 

6.6 

6.8 

14.3 

2.8 

1.9 

7.8 

23.2 

26.4 

18.9 

7.0 

5.5 

0.8 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=370）

夢ややりたいことがあり、それに向かって取り組んでいる

夢ややりたいことがあるが、まだそれに向かって取り組んでいない

夢ややりたいことはない

考えたことがない

まだ見つからない

不明・無回答

71.2 2.8 

4.0 

17.4 4.6 

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

小学校高学年（Ｎ=1,314）

夢ややりたいことがある 夢ややりたいことはない
考えたことがない まだ見つからない
不明・無回答

将来の夢ややりたいこと <単数回答> 

小学校高学年では、「夢ややりたいことがある」が 71.2％と最も高くなっています。中学生では、「夢ややりたいこ

とがあるが、まだそれに向かって取り組んでいない」が 30.8％、高校生、青少年（19～29 歳）では「夢ややりたいこと

があり、それに向かって取り組んでいる」がそれぞれ 35.4％、34.6％と、最も高くなっています。なお、いずれの年代

も「まだ見つからない」が２割前後となっています。 

小学校高学年問 31、中学生以上問 39、青少年（19～29 歳）問 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校高学年で「夢ややりたいことがある」と回答した人のみ 

夢ややりたいことに向かってしていること、努力していること<複数回答> 

小学校高学年問 31-１ 
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42.7 

46.2 

40.5 

33.7 

34.8 

30.6 

16.1 

13.2 

20.7 

0.7 

0.6 

3.6 

6.8 

5.1 

4.5 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=111）

やりたい仕事がある

やりたい仕事を考えることはあるが、まだ決まっていない

いずれは働きたいが、仕事については、とくに考えたことがない

働くつもりはない

不明・無回答

「中学1年生」「中学２年生」「中学３年生」「高校1年生」「高校２年生」「高校３年生」、青少年（19～29 歳）で働

いていない（「高等学校」「専門学校」「高等専門学校・短期大学」「４年制大学・大学院」「浪人・予備校」「その他

の学校」「無職・家事専業」）と回答した人のみ 

将来の仕事について考えたことがあるか <単数回答> 

いずれの年代も「やりたい仕事がある」が４割以上と最も高く、次いで「やりたい仕事を考えることはあるが、まだ決

まっていない」が３割強となっています。なお、青少年（19～29 歳）の 3.6％が「働くつもりはない」と回答しています。 

中学生以上問 40、青少年（19～29 歳）問 23 

※「高校生」については、就労者を除いた値 
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49.8 

1.1 

0.5 

17.0 

14.0 

2.0 

5.7 

21.3 

2.6 

26.3 

7.4 

73.3 

0.9 

3.8 

31.2 

26.9 

7.1 

10.3 

13.9 

2.1 

10.7 

5.8 

46.8 

1.8 

13.5 

26.1 

20.7 

9.9 

12.6 

8.1 

7.2 

27.0 

5.4 

0% 20% 40% 60% 80%

職場体験をしたことがある

市の青少年センターの職業講座に

参加した

企業等でのインターンシップに参加した

社会人や職業についている人の

話をきいた

職業について調査や研究をした

自分のキャリアシートを作成した

職業適性検査やカウンセリングを受けた

自分の家の仕事を手伝った

その他

特にない

不明・無回答

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=468）

青少年（19～29歳）（Ｎ=111）

「中学1年生」「中学２年生」「中学３年生」「高校1年生」「高校２年生」「高校３年生」、青少年（19～29 歳）で働

いていない（「高等学校」「専門学校」「高等専門学校・短期大学」「４年制大学・大学院」「浪人・予備校」「その他

の学校」「無職・家事専業」）と回答した人のみ 

就業のために実行していること <複数回答> 

いずれの年代も「職場体験をしたことがある」が５割弱～７割強と最も高くなっています。なお、中学生、青少年

（19～29 歳）の３割弱が「特にない」と回答しています。 

中学生以上問 41、青少年（19～29 歳）問 24 

※「高校生」については、就労者を除いた値 
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15.6 

31.8 

12.2 

26.7 

38.8 

1.6 

4.0 

4.4 

16.0 

27.9 

17.8 

36.5 

33.8 

1.2 

3.3 

2.0 

12.0 

30.2 

24.5 

42.8 

30.6 

0.8 

3.2 

0.8 

10.5 

18.1 

25.9 

50.5 

56.8 

0.8 

0.5 

2.4 

0% 20% 40% 60%

困難にぶつかっても

あきらめない

自分の夢ややりたいことを

実現する

趣味などを楽しむ

毎日楽しくすごす

幸せな家庭をつくる

その他

わからない

不明・無回答

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

5.1 

20.5 

21.2 

12.8 

18.5 

30.4 

18.0 

8.5 

17.6 

4.9 

16.3 

24.1 

6.9 

23.2 

30.5 

19.4 

17.0 

12.2 

4.2 

15.6 

15.8 

4.6 

19.0 

27.0 

24.9 

15.6 

7.4 

4.6 

13.8 

11.6 

1.4 

21.6 

33.8 

14.9 

14.6 

4.9 

0% 20% 40% 60%

偉くなって、尊敬される

お金持ちになる

仕事で成功する

有名になる

人に迷惑をかけない

人を思いやり、大切にする

世の中や人の役に立つ

ことをする

みんなから好かれる人になる

勇気のある人になる

小学校高学年（Ｎ=1,314）

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）（Ｎ=370）

将来の生き方で、大切にしたいこと <複数回答> 

いずれの年代も「毎日楽しく過ごす」「幸せな家庭をつくる」「人を思いやり、大切にする」が上位となっています。 

小学校高学年問 34、中学生以上問 42、青少年（19～29 歳）問 25 
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49.4 

53.2 

63.1

28.1 

29.5 

21.7

10.6 

11.8 

6.9

4.7 

3.2 

5.9

7.2 

2.3 

2.4

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=290）

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない

不明・無回答

47.4 

48.1 

64.5

29.0 

31.0 

16.9

11.0 

13.5 

9.8

4.7 

4.2 

6.2

7.8 

3.2 

2.6

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

青少年（19～29歳）

（Ｎ=307）

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない

不明・無回答

まだ結婚していない人のみ 

将来結婚したいと思うか <単数回答> 

いずれの年代も『結婚したい』（＝「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」）が８割前後であり、年代が上がるにし

たがい高くなっています。青少年（19～29 歳）では、『結婚したくない』（＝「思わない」＋「あまりそう思わない」）が

12.8％となっています。 

中学生以上問 43、青少年（19～29 歳）問 26 

※「青少年（19～29 歳）」については、問３で配偶者がいると回答した人を除いた値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだ子どもがいない人のみ 

将来子どもを育てたいと思うか <単数回答> 

青少年（19～29歳）では、『将来子どもを育てたくない』（＝「思わない」＋「あまりそう思わない」）が16.0％となって

います。） 

中学生以上問 44、青少年（19～29 歳）問 27 

※「青少年（19～29 歳）」については、問３で子どもがいると回答した人を除いた値 
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37.8 

21.8

31.6 

36.2

13.7 

26.7

14.2 

14.4

2.7 

0.8

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

H25年調査

（Ｎ=1,287）

H21年調査

（Ｎ=464）

小学校低学年

思う どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない 思わない

不明・無回答
20.2 

5.8 

44.0 

34.9 

22.3 

45.0 

8.9 

14.3 

4.6 

0.0 

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

H25年調査

（Ｎ=1,314）

H21年調査

（Ｎ=504）

小学校高学年

思う どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない 思わない

不明・無回答
12.7 

5.7 

44.8 

36.1 

32.4 

40.3 

8.0 

17.9 

2.0 

0.0 

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

H25年調査

（Ｎ=1,467）

H21年調査

（Ｎ=1,533）

中学生

思う どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない 思わない

不明・無回答

8.2 48.1 32.5 10.8 0.4 

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

H25年調査

（Ｎ=474）

高校生

思う どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない 思わない

不明・無回答

 

８ 豊田市について（子どもが感じる子どもにやさしいまち） 

 

豊田市は、ゴミなどがないきれいなまちだと思うか <単数回答> 

きれいなまちだと『思う』（＝「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」）は小学校低学年が 69.4％と他の年代に比

べて最も高く、年代が上がるにしたがい低くなっています。H21 年調査と比べて、『思う』の割合は増加しています。 

小学校低学年問 19、小学校高学年問 35、中学生以上問 45 
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47.2 

26.9 

28.7 

34.5 

12.9 

23.3 

9.0 

14.4 

2.2 

0.8 

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

H25年調査

（Ｎ=1,287）

H21年調査

（Ｎ=464）

小学校低学年

思う どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない 思わない

不明・無回答
27.6 

12.9 

37.6 

42.1 

21.4 

30.4 

8.7 

14.3 

4.7 

0.4 

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

H25年調査

（Ｎ=1,314）

H21年調査

（Ｎ=504）

小学校高学年

思う どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない 思わない

不明・無回答
17.1 

9.7 

41.0 

36.8 

29.5 

37.2 

10.4 

16.2 

2.0 

0.1 

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

H25年調査

（Ｎ=1,467）

H21年調査

（Ｎ=1,533）

中学生

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない

不明・無回答

10.3 44.3 34.6 10.3 0.4 

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

H25年調査

（Ｎ=474）

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない

不明・無回答

豊田市は、安心・安全なまちだと思うか <単数回答> 

安心・安全なまちだと『思う』（＝「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」）は小学校低学年が 75.9％と他の年代に

比べて最も高く、年代が上がるにしたがい低くなっています。H21 年調査と比べて、『思う』の割合は増加していま

す。 

小学校低学年問 20、小学校高学年問 36、中学生以上問 46 
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32.7 

25.4 

25.4 

26.5 

19.6 

26.1 

20.0 

21.1 

2.3 

0.8 

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

H25年調査

（Ｎ=1,287）

H21年調査

（Ｎ=464）

小学校低学年

思う どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない 思わない

不明・無回答
19.1 

17.5 

36.3 

35.5 

26.4 

29.6 

13.6 

17.3 

4.6 

0.2 

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

H25年調査

（Ｎ=1,314）

H21年調査

（Ｎ=504）

小学校高学年

思う どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない 思わない

不明・無回答
8.6 

10.0 

37.2 

37.5 

35.0 

34.0 

17.3 

18.4 

2.0 

0.2 

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

H25年調査

（Ｎ=1,467）

H21年調査

（Ｎ=1,533）

中学生

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない

不明・無回答

4.2 38.6 41.4 15.6 0.2 

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

H25年調査

（Ｎ=474）

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない

不明・無回答

豊田市は、いじめがないまちだと思うか <単数回答> 

いじめがないまちだと『思う』（＝「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」）は小学校低学年で58.1％と他の年代に

比べて最も高く、年代が上がるにしたがい低くなっています。H21 年調査と比べて、小学校低学年・高学年では『思

う』の割合は増加しているものの、中学生では 1.7 ポイント減少しています。 

小学校低学年問 21、小学校高学年問 37、中学生以上問 47 
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3.0 36.1 59.0 1.8 

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

H25年調査

（Ｎ=1,978）

就学前児童

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

3.9 

2.4

42.0 

35.4

50.2 

49.4

3.9 

12.7

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

H25年調査

（Ｎ=2,085）

H21年調査

（Ｎ=2,896）

小学生保護者

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

3.0 

3.3

41.0 

35.1

54.9 

57.7

1.1 

3.9

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

H25年調査

（Ｎ=1,350）

H21年調査

（Ｎ=1,054）

中学生保護者

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

1.6 21.4 69.0 8.1 

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

H25年調査

（Ｎ=384）

母子手帳被交付者

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

0.8 16.5 82.2 0.5 

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

H25年調査

（Ｎ=370）

青少年（19～29歳）

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

2.2 

2.0

28.2 

24.1

67.7 

72.6

1.9 

1.3

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

H25年調査

（Ｎ=1,608）

H21年調査

（Ｎ=2,273）

一般市民

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

 

Ⅶ 子どもの権利に関する意識 
 
 

１ 条例、相談室の認知度 

 

 「豊田市子ども条例」の認知度 <単数回答> 

就学前児童問 31、小学生保護者問 28、中学生保護者問 18、母子手帳被交付者問 24、青少年（19～29 歳）問 16、一般市民問 12 
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8.5 

7.0

87.6 

90.2

3.9 

2.8

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

H25年調査

（Ｎ=1,287）

H21年調査

（Ｎ=1,407）

小学校低学年

知っている 知らない 不明・無回答

18.1 

12.0

78.9 

85.7

3.0 

2.3

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

H25年調査

（Ｎ=1,314）

H21年調査

（Ｎ=1,496）

小学校高学年

知っている 知らない 不明・無回答

2.5 

1.2

29.0 

19.4

66.9 

74.0

1.6 

5.4

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

H25年調査

（Ｎ=1,467）

H21年調査

（Ｎ=1,092）

中学生

内容まで知っている あることを知っている 知らない 不明・無回答

2.5 

1.6

29.3 

20.9

65.6 

72.7

2.5 

4.8

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

H25年調査

（Ｎ=2,085）

H21年調査

（Ｎ=2,896）

高校生

内容まで知っている あることを知っている 知らない 不明・無回答

 

「知っている」が H21 年調査と比べて、小学校低学年で 1.5 ポイント、小学校高学年で 6.1 ポイント高くなっていま

す。 

小学校低学年問 17、小学校高学年問 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『知っている』（＝「内容まで知っている」＋「あることを知っている」）は、H21 年調査と比べて、中学生で 10.9 ポイ

ント、高校生で 9.3 ポイント高くなっています。 

中学生以上問 28 
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3.4 29.7 64.9 2.0 

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

H25年調査

（Ｎ=1,978）

就学前児童

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

6.0 

2.4

36.3 

25.9

53.5 

58.5

4.2 

13.2

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

H25年調査

（Ｎ=2,085）

H21年調査

（Ｎ=2,896）

小学生保護者

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

4.6 

2.4

38.4 

26.8

55.8 

66.4

1.2 

4.5

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

H25年調査

（Ｎ=1,350）

H21年調査

（Ｎ=1,054）

中学生保護者

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

1.3 16.4 73.4 8.9 

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

H25年調査

（Ｎ=384）

母子手帳被交付者

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

1.1 12.4 85.9 0.5 

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

H25年調査

（Ｎ=370）

青少年（19～29歳）

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

3.3 

1.5

21.8 

16.1

72.8 

80.1

2.2 

2.3

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

H25年調査

（Ｎ=1,608）

H21年調査

（Ｎ=2,273）

一般市民

内容まで知っている ことばだけは知っている 知らない 不明・無回答

「とよた子どもの権利相談室」の認知度 <単数回答> 

就学前児童問 31、小学生保護者問 28、中学生保護者問 18、母子手帳被交付者問 24、青少年（19～29 歳）問 16、一般市民問 12 
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16.2 

7.0

80.8 

90.2

3.0 

2.8

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

H25年調査

（Ｎ=1,287）

H21年調査

（Ｎ=1,407）

小学校低学年

知っている 知らない 不明・無回答

22.8 

12.0

74.6 

85.7

2.7 

2.3

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

H25年調査

（Ｎ=1,314）

H21年調査

（Ｎ=1,496）

小学校高学年

知っている 知らない 不明・無回答

21.7 76.6 1.6 

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

H25年調査

（Ｎ=1,467）

中学生

知っている 知らない 不明・無回答

20.0 77.6 2.3 

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

H25年調査

（Ｎ=2,085）

高校生

知っている 知らない 不明・無回答

 

「知っている」が、Ｈ21 年調査と比べて、小学校低学年で 9.2 ポイント、小学校高学年で 10.8 ポイント高くなってい

ます。 

小学校低学年問 17、小学校高学年問 27、中学生以上問 28 
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61.2 

59.3 

68.7 

1.7 

1.4 

2.0 

32.4 

37.5 

27.1 

4.7 

1.9 

2.2 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

良いことだと思う 良いことだと思わない

どちらともいえない 不明・無回答

4.6 

3.3 

2.1 

31.1 

21.5 

17.3 

37.1 

37.9 

50.0 

21.5 

26.4 

23.0 

5.7 

10.9 

7.6 

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

小学校高学年

（Ｎ=1,314）

中学生

（Ｎ=1,467）

高校生

（Ｎ=474）

子ども委員として活動してみたい（今、活動している）

子ども委員がどのようなものか知りたい

あまり興味はない

どちらともいえない、わからない

不明・無回答

 

２ 子どもの権利 

 
「豊田市子ども条例」の推進の一つとして、子どものまちづくり参加の向上などを目的とした「子ども委員」活動について

どのように考えているか <単数回答> 

小学生保護者問 29、中学生保護者問 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代が上がるにしたがい、「あまり興味はない」が高くなっています。 

小学校高学年問 30、中学生以上問 32 
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55.2 

13.4 

25.5 

2.3 

30.0 

5.0 

51.8 

1.6 

5.0 

2.4 

36.9 

2.3 

28.4 

9.2 

17.7 

2.1 

59.8 

2.9 

0% 20% 40% 60%

子どもの心が傷つくようなことを言った

子どもの心が傷つくようなことを行った

子どもをたたいたりするなどの体罰をした

その他

特にない

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

一般市民（Ｎ=1,608）

1.7 

1.3 

2.3 

44.9 

47.3 

52.4 

21.6 

24.6 

23.3 

22.4 

20.4 

13.8 

2.3 

2.0 

3.5 

2.9 

2.9 

3.0 

4.1 

1.5 

1.7 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

一般市民

（Ｎ=1,608）

教育やしつけのために体罰は必要だ

基本的にはよくないが、教育やしつけのために体罰をしても仕方がない場合がある

どんな理由であれ体罰はすべきではない

良いとも悪いとも言えないと思う

その他

わからない

不明・無回答

子どもに対して大変いやな思い、つらい思いをするようなことを言ったり、行ったことがあるか <複数回答> 

小学生保護者問 31、中学生保護者問 21、一般市民問 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体罰についてどう思うか <単数回答> 

『体罰は必要』（＝「教育やしつけのために体罰は必要だ」＋「基本的にはよくないが、教育やしつけのために体

罰をしても仕方がない場合がある」）は、小学生保護者、中学生保護者、一般市民のいずれも５割前後となっており、

「どんな理由であれ体罰はすべきではない」の２割強を上回っています。 

小学生保護者問 32、中学生保護者問 22、一般市民問 15 
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27.9 

44.4 

16.9 

4.1 

23.6 

9.3 

0.7 

3.9 

35.7 

27.1 

11.2 

22.1 

3.7 

57.3 

0.1 

1.2 

30.8 

32.2 

20.9 

2.7 

21.2 

9.5 

0.5 

4.7 

34.7 

26.1 

11.2 

27.0 

5.3 

53.0 

0.2 

1.0 

42.9 

33.6 

12.3 

4.5 

22.3 

10.9 

0.6 

3.2 

23.6 

30.0 

23.0 

24.1 

3.1 

47.3 

1.1 

1.4 

0% 20% 40% 60%

差別されないこと

家族が仲よく、いっしょに過ごす時間をもつこと

自分のことは自分で決められること

子どもが知りたいと思うことがかくされず、

知ることができること

自分の考えをいつでも自由に言えること

年齢にふさわしい活動の機会が用意される

こと

自由にグループをつくり集まれること

自分の秘密（プライバシー）が守られること

自分らしさが認められること

暴力や言葉できずつけられないこと

障がいのある子どもが差別されないで

暮らせること

夢に向かって挑戦し、失敗しても再度挑戦する

こと

休む時間や自由な時間をもつこと

安心して生活できること

特にない

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=2,085）

中学生保護者（Ｎ=1,350）

一般市民（Ｎ=1,608）

子どもの権利の中で、特に大切にしたいと思う権利 <複数回答> 

小学生保護者問 33、中学生保護者問 23、一般市民問 29 
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3.6 

2.7

39.1 

31.8

13.6 

13.6

2.5 

3.2

38.6 

35.0

2.5 

13.7

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

H25年調査

（Ｎ=2,085）

H21年調査

（Ｎ=2,896）

小学生保護者

尊重されている まあ尊重されている
あまり尊重されていない 尊重されていない
どちらともいえない 不明・無回答

2.9 

3.3

38.8 

36.5

12.2 

15.1

3.3 

3.2

40.4 

39.6

2.3 

2.3

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

H25年調査

（Ｎ=1,350）

H21年調査

（Ｎ=1,054）

中学生保護者

尊重されている まあ尊重されている

あまり尊重されていない 尊重されていない

どちらともいえない 不明・無回答

3.9 

4.2

35.3 

33.1

9.1 

11.0

2.1 

2.3

45.5 

44.5

4.1 

5.0

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

H25年調査

（Ｎ=1,608）

H21年調査

（Ｎ=2,273）

一般市民

尊重されている まあ尊重されている

あまり尊重されていない 尊重されていない

どちらともいえない 不明・無回答

9.6 

6.0

36.5 

32.8

17.7 

27.5

4.9 

8.7

24.9 

20.6

6.4 

4.5

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

H25年調査

（Ｎ=1,467）

H21年調査

（Ｎ=1,092）

中学生

尊重されている まあ尊重されている

あまり尊重されていない 尊重されていない

どちらともいえない 不明・無回答

3.2 

3.2

30.2 

34.2

16.5 

23.5

5.7 

11.8

38.6 

23.5

5.9 

3.7

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

H25年調査

（Ｎ=1,287）

H21年調査

（Ｎ=1877）

高校生

尊重されている まあ尊重されている

あまり尊重されていない 尊重されていない

どちらともいえない 不明・無回答

豊田市では「子どもの権利」が尊重されていると思うか <単数回答> 

「尊重されている」はいずれも３％前後で、特に中学生では 9.6％と比較的高く、H21 年調査より 3.6 ポイント高くな

っています。 

小学生保護者問 34、中学生保護者問 24、中学生以上問 33、一般市民問 18 
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11.7 

8.2 

5.8 

28.7 

29.7 

42.4 

30.3 

34.6 

33.5 

1.6 

3.8 

5.5 

21.7 

18.4 

10.4 

5.9 

5.3 

2.4 

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

中学生（Ｎ=1,467）

高校生（Ｎ=474）

一般市民（Ｎ=1,608）

そのとおりだと思う

自分の権利が認められることは、他人の権利も尊重することになるので、わがままにはならない

良いとも、悪いとも言えないと思う

その他

わからない

不明・無回答

「子どもの権利を認めることは、子どものわがままを認めることにつながる」という意見についてどのように考え

るか <単数回答> 

中学生以上問 30、一般市民問 16 
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22.4 

4.6 

34.8 

43.3 

4.5 

4.8 

20.8

4.1

25.3

43.3

1.9

14.4

0% 20% 40% 60%

自分の子どもがいじめを受けたことがある

自分の子どもが他の子をいじめたことがある

他の子がいじめを受けているのを

見たり聞いたりしたことがある

いじめを受けたり、見たり聞いたりしたことは

ない

その他

不明・無回答

小学生保護者

H25年調査（Ｎ=2,085）

H21年調査（Ｎ=2,896）

26.3 

4.7 

42.7 

37.3 

3.8 

2.9 

28.1

7.4

47.2

31.3

2.8

5.0

0% 20% 40% 60%

自分の子どもがいじめを受けたことがある

自分の子どもが他の子をいじめたことがある

他の子がいじめを受けているのを

見たり聞いたりしたことがある

いじめを受けたり、見たり聞いたりしたことは

ない

その他

不明・無回答

中学生保護者

H25年調査（Ｎ=1,350）

H21年調査（Ｎ=1,054）

 

３ いじめ・不登校 

 
対象の子どもが、これまでにいじめを受けたり、他の子がいじめを受けているのを見たり聞いたりしたことがある

か <単数回答> 

小学生保護者、中学生保護者ともに「いじめを受けたり、見たり聞いたりしたことはない」「他の子がいじめを受け

ているのを見たり聞いたりしたことがある」がそれぞれ３割強～４割強となっています。また、実際に「自分の子どもが

いじめを受けたことがある」がいずれも２割強となっています。 

小学生保護者問 26、中学生保護者問 16 
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60.0 

3.1 

7.5 

6.5 

3.2 

5.2 

6.2 

14.5 

20.9 

4.7 

18.5 

1.2 

62.9 

2.9 

7.0 

7.5 

3.2 

13.2 

3.9 

15.8 

14.2 

5.1 

19.1 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80%

学校の同級生や先輩・後輩とのトラブル

学校外の同級生や先輩・後輩とのトラブル

勉強やスポーツが苦手であること

障がいや発達のおくれ

家庭の事情

部活動でのトラブル

ゲームや趣味でのトラブル

体型・容姿

登下校でのトラブル

その他

特に理由はない／わからない

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=1,008）

中学生保護者（Ｎ=770）

0.6 

2.4 

7.0 

8.2 

0.4 

0.5 

86.8 

87.0 

5.2 

1.9 

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

小学生保護者

（Ｎ=2,085）

中学生保護者

（Ｎ=1,350）

よくあった 時々あった

現在学校に行っていない ない

不明・無回答

「自分の子どもがいじめを受けたことがある」「自分の子どもが他の子をいじめたことがある」「他の子がいじめを受

けているのを見たり聞いたりしたことがある」と回答した人のみ 

いじめの理由 <複数回答> 

小学生保護者問 26-１、中学生保護者問 16-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の子どもは、これまでに学校に行かなくなったこと（不登校）があるか <単数回答> 

「よくあった」「時々あった」「現在学校に行っていない」を合わせると、小学生保護者で 8.0％、中学生保護者で

11.1％となっています。 

小学生保護者問 27、中学生保護者問 17 
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24.7 

41.0 

16.9 

13.9 

6.6 

11.4 

1.8 

16.3 

16.9 

16.9 

6.6 

0.6 

26.0 

40.7 

29.3 

19.3 

4.7 

8.0 

11.3 

9.3 

12.7 

14.0 

9.3 

1.3 

0% 20% 40% 60%

いじめ

友だちとのこと

先生とのこと

勉強のこと

体育や運動がイヤ

給食がイヤ

部活動がイヤ

登下校がイヤ

なんとなく

その他

特に理由はない／わからない

不明・無回答

小学生保護者（Ｎ=166）

中学生保護者（Ｎ=150）

学校に行かなくなったことが「よくあった」「時々あった」「現在学校に行っていない」と回答した人のみ 

学校に行かなくなった理由 <複数回答> 

小学生保護者問 27-１、中学生保護者問 17-１ 
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