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平成２８年度「家庭教育の総合的推進に関する調査研究 

～家庭教育支援の充実のための実態等把握調査研究～」の結果概要 

 

 

１．調査の目的と方法 

（１）調査の目的 

 本調査は、子育ての喜びや悩みの実態、家庭教育支援の要望等に加え基本的な生活習慣

やスマートフォンの利用に関する実態等の最新の状況を把握し、新しい社会に対応した家

庭教育支援の充実のための施策の企画立案に資することを目的として実施した。 

（２）調査の実施方法 

 ・対象：０歳～18歳の子供を持つ 20歳～54歳の父母 3,000人 

 ・手法：インターネット調査により、市町村の人口規模と各世代の子供と同居している

男女別人口の分布から層化多段抽出法により抽出サンプル数を決定し、地域別

の回収に偏りが出ないように、地域別の母集団比に準拠して配分を行い、3,000

サンプルを回収した。 

 ・調査時期：スクリーニング調査、本調査…平成 28年 12月 

 

２．調査の結果 

（１）家庭における子供への教育の実態 

＜調査項目＞ 

①子育てをしている主な主体 

②親の子育てへの協力度 

③親の子育てへの協力内容 

④子供を通じた地域との関わり 

⑤子供を通じた保育園・幼稚園・学校との関わり 

⑥困ったときに助けてくれる人 

⑦子供とのふれ合い方 

⑧子供とのふれ合う時間 

＜特徴的な結果＞ 

・子育ての主体は平日、休日ともに女性の割合が８割以上と高いが、平日に比べ、休日は

男性が主体になる割合が高くなる。【図１】 
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図１ 男女別、平日・休日別の「子育て主体」 

 

・子供とふれ合う時間は平日、休日ともに女性の方が男性よりも長いが、休日では男女差

は小さくなっている。【図２】 

 

図２ 男女別、平日・休日別の「子供とのふれ合う時間」 

 

（２）家庭における子供の基本的な生活習慣 

＜調査項目＞ 

①朝食を食べる頻度 

②就寝時刻 

③起床時刻 

④電子機器の利用 

⑤携帯電話・スマートフォン利用のルール 
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＜特徴的な結果＞ 

・末子年齢別にみると、年齢が上がるにつれ携帯電話・スマートフォンの利用時間が多く

なっている。【図３】 

 

図３ 末子年齢別、１日における携帯電話・スマートフォンの利用時間 

 

・携帯電話・スマートフォン利用のルールについては、「特にルールを作っていない」が

21.9％で最も高く、次いで「利用できる時間を制限している」が 15.9％、「フィルタリング

の設定をしている」が 10.9％である。【図４】 

 

図４ 家庭における携帯電話・スマートフォン利用のルールについて 
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（３）子育ての喜びや悩みの実態 

＜調査項目＞ 

①子育てをしていて、良かったと感じるとき 

②子育てをしていて、負担を感じるとき 

③子育てについての悩みや不安 

④子育てについての悩みや不安の内容 

⑤子育てについて悩みや不安があるときの主な相談相手 

＜特徴的な結果＞ 

・子育てについての悩みや不安の割合は、女性の方が男性よりも高く、平成 20年度調査と

比較すると約６ポイント上昇している。【図５】 

 

図５ 男女別、子育てについての悩みや不安 

 

（４）家庭教育の充実のために 

＜調査項目＞ 

①受けたことのある家庭教育支援・役に立った家庭教育支援・受けてみたい家庭教育支援 

②取り組んでみたい家庭教育支援の内容 

③家庭教育の充実のために必要なこと 

④家庭教育の充実のために家庭がすべきこと 

⑤家庭教育の充実のために、保育所、幼稚園、学校が支援すべきこと 

⑥家庭教育の充実のために、地域や子育てサークルなどが支援すべきこと 

⑦家庭教育の充実のために、国や市区町村など行政が支援すべきこと 

⑧家庭教育の充実のために、企業が支援すべきこと 

＜特徴的な結果＞ 

・女性 20代と 30代では、「親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点」を３割以上が

利用したことがあり、３割近くが役に立ったと回答している。【図６、図７】 
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図６ 女性 20代、30代の子育てや家庭教育について受けたことのある支援 

 

 

図７ 女性 20代、30代の子育てや家庭教育について役に立った支援 
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（６）家庭教育に関する情報面での支援 

①家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況 

②家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、良かったこと 

③家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、工夫して欲しいと思ったこと 

④家庭教育に関する講座や研修会などに参加しやすくするための要件 

⑤家庭教育について知りたい情報 

⑥家庭教育に関する情報の入手先 

⑦家庭教育に関する情報の入手度 

＜特徴的な結果＞ 

・女性の方が講座等に「よく参加する」「時々参加する」の合計が 4.5ポイント高く、「参

加したことがない」割合も男性より 10ポイント以上低い。【図８】 

図８ 男女別、講座や研修会などへの参加状況 

 

・情報の入手先は、男性は「配偶者」、女性は「子育てをしている仲間」が最も高い。【図

９】 

図９ 男女別、家庭教育に関する情報の入手先 
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３．これからの家庭教育支援の課題について 

 本調査結果の分析により、今後の家庭教育支援に向けて以下の課題が抽出された。 

 

表１ 今後の家庭教育支援に向けた課題 

大項目 小項目 課題

①単身世帯
（配偶者な
し）

Ⅰ　経済的な負担を軽減する支援を充実させること
Ⅱ　子育てをしている仲間を持てる機会を作ること
Ⅲ　仲間を作ることが難しい親が気軽に悩みを相談で
きる仕組みを作ることや、家庭教育支援チームが個別
に対応していくこと

②長時間労
働者

Ⅰ　経済的な負担を軽減する支援を充実させること
Ⅱ　夜間休日や仕事先で家庭教育に関する講座や研修
会等を実施し、時間的余裕がない親でも参加しやすく
すること
Ⅲ　講座や研修会等で親同士がつながりを持てるよう
にし、子育てをしている仲間を作りやすい環境を作る
こと
Ⅳ　知りたい情報として挙げられている「子供のしつ
け」「子供の健康・発達に関すること」を講座や研修
会で取り上げること

③子育てに
全く不安が
ない親

○支援を受ける意識・意向が低い傾向にある親にも気
付きを与えることができる方法を検討し、支援の枠組
みから漏れてしまわないような仕組みを作っていくこ
と

①電子機器
の利用と生
活習慣

○心身の健全な成長のために、家庭でルールを設ける
ことの重要性を家庭教育に関する講座や研修会等で伝
えること

②子育てに
悩みや不安
を持つ親に
対する支援

○現状の支援の枠組みでは情報や支援が行き届かない
恐れがあるため、情報の入手先として最も良く使われ
ているインターネットでより有用な情報を発信し、
ニーズに合った情報を得やすくすること

③地域との
関わりにつ
いて

○地域全体で子育てを支援する環境をつくり、地域と
の関わりを持つ親を増やし、家庭教育の充実につなげ
ること

Ⅰ　子育て中から段階的に、家庭教育支援の取組への
参加意欲のある親を支援層に取り込んでいくこと
Ⅱ　末子年齢が低い親の方が参加意欲が高めであるた
め、講座や研修会等の支援の場で参加を促すこと

(1)家庭教育
に困難を抱え
る傾向のある
家庭の支援に
ついて

(2)これから
の家庭教育支
援の課題につ
いて

(3)支援者を増やすために
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１．調査の概要 

 

（１）調査の背景と目的 

 

家庭教育は全ての教育の出発点であり、家庭に教育の基盤をしっかり築くことがあらゆる教育の

基盤として重要である。父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものとさ

れている。 

家族構成の変化や地域における人間関係の希薄化の影響を受けて、家庭教育に関して身近に相談

できる相手を見つけることが難しいというような孤立の傾向や、家庭教育に関する多くの情報の中

から適切な情報を取捨選択する困難さなどから、かえって悩みを深めてしまうなど家庭教育を行う

困難さが指摘されている。 

文部科学省では、平成 20年度に０歳～18歳の子供を持つ 20歳～54歳の父母 3,000人を対象とし

て、家庭における教育の実態、子育ての喜びや悩みの実態、家庭教育支援の要望等について把握す

るためのアンケート調査（平成 20 年度「家庭教育の活性化支援等に関する特別調査研究」報告書）

を実施した。 

前回の調査から約８年が経過したため、平成 20年度と同様に０歳～18歳の子供を持つ 20 歳～54

歳の父母 3,000 人を対象とした調査を新たに実施することにより、子育ての喜びや悩みの実態、家

庭教育支援の要望等に加え基本的な生活習慣やスマートフォンの利用に関する実態等の最新の状況

を把握し、新しい社会に対応した家庭教育支援の充実のための施策の企画立案に資することを目的

とした調査研究を行い、本報告書をまとめた。 
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（２）調査の実施方法 

 

①調査手法 

 インターネット調査（スクリーニング調査を本調査と別で実施） 

 

②調査地域 

 全国 

 

③対象者条件 

 ０歳～18の子供を持つ 20歳～54歳の父母 3,000人 

 

④標本抽出方法 

 平成 20年度調査では、市町村の人口規模と各世代の男女別人口の分布から抽出を行ったが、子供

の有無を考慮していなかったため、実際の 20歳～54歳の子供を持つ父母の構成比からは乖離してい

た。そのため本調査では、市町村の人口規模と各世代の子供と同居している男女別人口の分布から

層化多段抽出法により抽出サンプル数を決定した。 

  具体的には、平成 27年の国勢調査人口データから、「政令市＋特別区」、「政令市以外の人口 10万

人の市」、「人口 10万人未満の市町村」の３区分に 20～54歳の人口をわけ、平成 26年の世帯動向調

査データから算出した、「子供と同居している割合」を用い、子供と同居している 20～54 歳の総人

口を算出した。算出した各世代の男女別人口の分布により、３区分ごとの世代別・男女別調査対象

数を設定した（図表１）。 

 

図表 1 対象サンプルの抽出方法 

 

 

※地域別の回収に偏りが出ないように、地域別の母集団比に準拠して配分を行った。 

 

  

A
政令市+特
別区

B
人口10万人
以上の市

C
人口10万人
未満の市町

村

計 A B C 計 A B C 計

男性 1,934,726 1,436,852 2,645,080 6,016,658 9.8% 0.7% 0.5% 1.0% 2.3% 22 16 30 68

女性 1,936,324 1,418,974 2,456,482 5,811,780 15.0% 1.1% 0.8% 1.4% 3.3% 33 25 42 100

男性 2,425,209 1,803,878 3,434,182 7,663,269 47.8% 4.4% 3.3% 6.3% 14.0% 133 99 188 420

女性 2,404,694 1,816,955 3,231,922 7,453,571 60.6% 5.6% 4.2% 7.5% 17.3% 167 126 225 519

男性 2,803,196 2,209,588 4,089,066 9,101,850 58.9% 6.3% 5.0% 9.2% 20.5% 190 149 277 615

女性 2,762,539 2,227,788 3,908,941 8,899,268 70.2% 7.4% 6.0% 10.5% 23.9% 223 180 315 717

男性 1,161,636 918,100 1,824,606 3,904,342 58.7% 2.6% 2.1% 4.1% 8.8% 78 62 123 263

女性 1,135,573 946,386 1,796,991 3,878,950 66.7% 2.9% 2.4% 4.6% 9.9% 87 72 138 297

16,563,897 12,778,521 23,387,270 52,729,688 31.1% 24.3% 44.6% 100.0% 933 729 1,338 3,000合計

20～54歳総人口(同居子供あ
り）に対する構成比

人口（H27国勢調査結果）

20代

30代

40代

50代前半

サンプル配分数
子供と同居し
ている割合
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⑤調査期間 

・スクリーニング調査：平成 28年 12月 13日（火）～平成 28年 12月 15日（木） 

・本調査：平成 28年 12月 16日（金）～平成 28年 12月 19日（月） 

 

⑥有効回収数 

 本調査の有効回収数は以下の通りである（図表 2）。 

 

図表 2 回収結果 

 
 

  

政令市+特
別区

人口10万人
以上の市

人口10万人
未満の市町

村

計

男性 22 16 30 68

女性 33 25 42 100

男性 133 99 188 420

女性 167 126 225 519

男性 190 149 277 615

女性 223 180 315 717

男性 78 62 123 263

女性 87 72 138 297

933 729 1,338 3,000

回収数

20代

30代

40代

50代前半

合計
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（３）調査項目 

■スクリーニング調査 

 

 

 

■本調査 

 

  

No. 設問項目 

1 被調査者の年代 

2 被調査者の性別 

3 同居している子供の人数 

4 同居している子供の年齢 

5 現在居住している都道府県 

6 現在居住している市区町村が該当する都市規模区分 

類型 No. 設問項目 

属性 Q1 被調査者の年代 

Q2 被調査者の性別 

Q3 子育て経験年数 

Q4 結婚の有無 

Q5 同居・近居している家族 

Q6 困ったときに助けてくれる人 

Q7 職業・雇用形態（被調査者＋配偶者） 

Q8 週当たりの労働時間（被調査者＋配偶者） 

Q9 世帯年収 

Q10 最終学歴（被調査者＋配偶者） 

Ⅰ 

保護者から

子供への教

育の状況 

Q11 子供を通じた地域とのつながり 

Q12 子供を通じた保育園・幼稚園・学校との関わり 

Q13 子育てしている主な主体 

Q14 両親の子育てへの協力状況 

Q15 両親の子育てへの協力内容 

Q16 仕事がある日の出発・帰宅時間 

Q17 子供とのふれ合い方（平日・休日） 

Q18 子供とふれ合う時間（平日・休日） 
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類型 No. 設問項目 

Ⅱ 

家庭におけ

る子供の基

本的な生活

習慣 

Q19 子供の生活習慣（朝食） 

Q20 子供の生活習慣（就寝時刻） 

Q21 子供の生活習慣（起床時刻） 

Q22 スマートフォン利用のルール 

Q23 電子機器の利用状況 

Ⅲ 

子育ての悩

みや実態 

Q24 子育てしていて良かったと感じるとき 

Q25 子育てで負担を感じるとき 

Q26 子育てについての悩みや不安の有無 

Q27 子育てについての悩みや不安の内容 

Q28 子育てについて悩みや不安がある時の主な相談相手 

Q29 子育てについて受けた・役に立った支援 

Q30 子育てについて受けてみたい支援 

Ⅳ 

家庭教育

の充実のた

めに 

 

Q31 家庭教育支援の充実のために必要なこと 

Q32 家庭教育充実のためにしてみたいこと 

Q33 家庭教育支援の充実のために家庭が取り組むべきこと 

Q34 家庭教育支援の充実のために保育所・幼稚園・学校が支援すべきこと 

Q35 家庭教育支援の充実のために地域の人や子育てサークルなどが支援すべきこと 

Q36 家庭教育支援の充実のために国や市区町村など行政が支援すべきこと 

Q37 家庭教育支援の充実のために企業が支援すべきこと 

Ⅴ 

家庭教育に

関する情報

面での支援 

Q38 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況 

Q39 家庭教育に関する講座・研修会などに参加して良かったこと 

Q40 家庭教育に関する講座・研修会などに参加して工夫してほしかったこと 

Q41 家庭教育に関する講座・研修会などに参加するための要件 

Q42 家庭教育について知りたい情報 

Q43 家庭教育に関する情報の入手先 

Q44 家庭教育に関する情報を十分に得られているか 

Q45 家庭教育支援についての意見・要望 
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２．家庭教育に関するアンケート調査結果 

 

（１）回答者の属性 

本調査の回答者属性は以下の通りである。 

 

①性別 

「男性」が 45.6%、「女性」が 54.4%であり、「女性」の方が多くなっている。 

 

 

図表 3 性別 

 

 

 

図表 4 性別（年代別） 

 

 

  

45.6%54.4%
男性

女性

n=3,000

(%)

男性 女性

(n=3,000) 45.6 54.4

20代 (n=168) 40.5 59.5

30代 (n=938) 44.8 55.2

40代 (n=1,334) 46.2 53.8

50代前半 (n=560) 47.0 53.0

全体

年代
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②年代 

 「40代」が 44.5%で最も多く、次いで「30代」が 31.3%、「50代前半」が 18.7%となっている。 

 

 

 

図表 5 年代 

 

 

 

図表 6 年代（男女別） 

 

 

  

5.6%

31.3%

44.5%

18.7%

20代

30代

40代

50代前半（50歳～54歳）

n=3,000

(%)

20代 30代 40代

50代前半

（50歳～54
歳）

(n=3,000) 5.6 31.3 44.5 18.7

男性 (n=1,367) 5.0 30.7 45.1 19.2

女性 (n=1,633) 6.1 31.7 44.0 18.2

全体

性別
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③子育て経験年数 

 「16年以上」が 31.5%で最も多く、「5 年以内」、「6～10 年以内」、「11～15 年以内」が 2 割以上と

なっている。 

 

 

図表 7 子育て経験年数 

 
 

 

図表 8 子育て経験年数（性年代別） 

 

  

22.0%

23.3%

23.2%

31.5%

5年以内

6～10年以内

11～15年以内

16年以上

n=3,000

(%)

5年以内
6～10年以

内

11～15年

以内
16年以上

(n=3,000) 22.0 23.3 23.2 31.5

男性 (n=1,367) 22.8 26.7 23.0 27.4

女性 (n=1,633) 21.2 20.5 23.3 35.0

20代 (n=168) 84.5 15.5 0.0 0.0

30代 (n=938) 42.5 39.0 16.5 1.9

40代 (n=1,334) 8.2 20.6 33.2 37.9

50代前半 (n=560) 1.4 5.9 17.3 75.4

年代

全体

性別
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④同居している子供の年齢と人数 

 同居している子供の数は「1人」か「2人」が多く、84.8%が 2人以下となっている。末子年齢は、

「0～3歳」が 34.7%で最も多くなっている。 

 

図表 9 同居している子供の数 

 

 

図表 10 同居している子供の年齢と子供の数 

 

 

図表 11 末子年齢（年代別） 

 
  

44.3

40.5

9.5

5.7

1人

2人

3人

4人以上

n=3,000

(%)

0人 1人 2人 3人 4人以上

0～3歳 (n=3,000) 65.3 24.8 7.6 1.4 0.9

4～6歳 (n=3,000) 76.5 21.3 2.0 0.1 0.1

7～9歳 (n=3,000) 76.8 21.1 2.0 0.0 0.1

10～12歳 (n=3,000) 77.2 20.5 2.0 0.1 0.1

13～15歳 (n=3,000) 74.7 23.1 2.1 0.1 0.1

16～18歳 (n=3,000) 72.7 24.9 2.2 0.2 0.0

子供の数

子供の

年齢

(%)

0～3歳 4～6歳 7～9歳 10～12歳 13～15歳 16～18歳

(n=3,000) 34.7 13.1 12.7 12.1 12.9 14.4

20代 (n=168) 86.9 10.1 1.8 0.0 0.0 1.2

30代 (n=938) 56.4 21.4 14.3 4.8 2.2 0.9

40代 (n=1,334) 21.2 12.2 16.3 19.2 17.8 13.3

50代前半 (n=560) 14.8 2.1 4.8 11.3 23.0 43.9

全体

年代
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⑤婚姻状況 

 95.0%が現在結婚しており、現在結婚していないのは 5.0%となっている。 

 

図表 12 婚姻状況 

 

 

 

図表 13 婚姻状況（性年代別） 

 

 

  

95.0%

4.5% 0.5%

現在結婚している※事実婚を含む

以前結婚していたが、現在結婚し

ていない

結婚したことはない

n=3,000

(%)

現在結婚し

ている※事

実婚を含む

以前結婚し

ていたが、

現在結婚し

ていない

結婚したこ

とはない

(n=3,000) 95.0 4.5 0.5

(n=1,367) 98.0 1.8 0.3

男性20代 (n=68) 92.6 1.5 5.9

男性30代 (n=420) 98.3 1.7 0.0

男性40代 (n=616) 98.2 1.8 0.0

男性50代前半 (n=263) 98.1 1.9 0.0

(n=1,633) 92.6 6.8 0.6

女性20代 (n=100) 93.0 5.0 2.0

女性30代 (n=518) 94.6 5.2 0.2

女性40代 (n=718) 90.8 8.4 0.8

女性50代前半 (n=297) 93.3 6.4 0.3

性別
×

年代

　男性計

　女性計

全体
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⑥世帯構成 

 「夫婦と子供から成る世帯」が 79.3%で最も多く、次いで「3 世代世帯」が 9.7%、「単親世帯」が

6.0%となっている。性年代別にみると、年齢が上がるにつれ、3世代世帯が増える傾向が見られる。 

 

図表 14 世帯構成 

 

 

 

 

図表 15 世帯構成（性年代別） 

 

 

  

6.0%

79.3%

9.7%

5.1%

単親世帯

夫婦と子供から成る

世帯

3世代世帯

その他の世帯

n=3,000

(%)

単親世帯

夫婦と子供

から成る世

帯

3世代世帯
その他の世

帯

(n=3,000) 6.0 79.3 9.7 5.1

(n=1,367) 3.5 81.3 10.9 4.3

男性20代 (n=68) 2.9 82.4 2.9 11.8

男性30代 (n=420) 2.6 85.0 7.9 4.5

男性40代 (n=616) 4.5 80.0 12.0 3.4

男性50代前半 (n=263) 2.7 77.9 15.2 4.2

(n=1,633) 8.1 77.6 8.6 5.7

女性20代 (n=100) 3.0 82.0 2.0 13.0

女性30代 (n=518) 5.0 84.0 6.4 4.6

女性40代 (n=718) 10.3 73.8 10.3 5.6

女性50代前半 (n=297) 9.8 74.1 10.8 5.4

全体

性別
×

年代

　男性計

　女性計
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⑦近居状況 

 近居している家族・親戚の状況は、「近居の家族・親戚はいない」が 41.0%で最も多く、次いで「実

の親」が 37.1%、「義理の親」が 31.7%となっている。 

 

図表 16 近居している家族・親戚（複数回答） 

 

 

図表 17 近居状況（性年代別） 

 
  

37.1%

31.7%

22.6%

13.7%

41.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

n=3,000

(%)

実の親 義理の親
自分または

配偶者の兄
弟姉妹

その他
近居の家族・

親戚はいな
い

(n=3,000) 37.1 31.7 22.6 13.7 41.0

(n=1,367) 35.9 34.0 19.2 13.6 41.8

男性20代 (n=68) 41.2 42.6 27.9 19.1 35.3

男性30代 (n=420) 38.6 38.3 20.0 14.8 39.8

男性40代 (n=616) 36.0 32.8 18.2 13.6 42.2

男性50代前半 (n=263) 30.0 27.8 17.9 10.3 46.0

(n=1,633) 38.0 29.7 25.4 13.8 40.3

女性20代 (n=100) 41.0 32.0 35.0 23.0 40.0

女性30代 (n=518) 41.9 35.7 28.6 15.8 36.1

女性40代 (n=718) 36.6 29.0 21.9 11.1 40.5

女性50代前半 (n=297) 33.7 20.2 25.3 13.8 47.1

全体

性別

×

年代

　男性計

　女性計
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⑧職業・雇用形態 

  回答者の職業・雇用形態では、「正規雇用社員／役員」が 48.3%で最も多く、次いで「専業主婦

（夫）／無業／その他」が 26.2%、「非正規雇用社員」が 20.5%となっている。 

 

 

図表 18 回答者の職業・雇用形態 

 

 

 

図表 19 回答者の職業・雇用形態（性年代別） 

 

 

  

48.3%

20.5%

5.0%

26.2%

正規雇用社員/役員

非正規雇用社員

自営業

専業主婦（夫）/無業/その他n=3,000

(%)

正規雇用社

員/役員

非正規雇用

社員
自営業

専業主婦

（夫）/無業/

その他

(n=3,000) 48.3 20.5 5.0 26.2

(n=1,367) 87.3 3.7 7.2 1.8

男性20代 (n=68) 83.8 8.8 1.5 5.9

男性30代 (n=420) 91.4 3.8 3.1 1.7

男性40代 (n=616) 88.3 3.1 7.5 1.1

男性50代前半 (n=263) 79.5 3.4 14.4 2.7

(n=1,633) 15.7 34.7 3.1 46.5

女性20代 (n=100) 15.0 20.0 1.0 64.0

女性30代 (n=518) 17.4 29.2 2.3 51.2

女性40代 (n=718) 15.0 39.8 3.5 41.6

女性50代前半 (n=297) 14.5 36.7 4.4 44.4

全体

性別

×

年代

　男性計

　女性計
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⑨夫婦の就業状況 

 夫婦の就業状況では、「共働き」が「片働き」よりも 10ポイント以上高くなっている。 

 

 

図表 20 夫婦の就業状況 

 

 

図表 21 夫婦の就業状況（詳細・性年代別） 

 
  

55.2%

43.9%

0.9%

共働き

片働き

無業

n=2,851

(%)

共働き
（正規雇用×

正規雇用）

共働き
（正規雇用×

非正規雇用）

共働き

（非正規雇用
×非正規雇

用）

片働き
（正規雇用）

片働き
（非正規雇

用）

(n=2,851) 55.2 14.8 32.6 1.6 43.9 39.0 1.7 0.9

(n=1,339) 61.0 19.0 35.0 1.6 38.4 34.0 1.6 0.6

男性20代 (n=63) 52.4 31.7 17.5 3.2 47.6 42.9 3.2 0.0

男性30代 (n=413) 56.9 21.3 31.7 1.7 41.9 38.5 1.5 1.2

男性40代 (n=605) 62.6 18.7 36.9 1.3 37.0 32.6 1.5 0.3

男性50代前半 (n=258) 65.9 13.2 39.9 1.6 33.7 27.9 1.9 0.4

(n=1,512) 50.1 11.0 30.5 1.7 48.7 43.4 1.7 1.2

女性20代 (n=93) 33.3 9.7 18.3 2.2 65.6 64.5 0.0 1.1

女性30代 (n=490) 46.3 13.5 27.1 1.0 52.9 48.6 1.4 0.8

女性40代 (n=652) 54.8 9.2 35.3 1.7 43.9 37.9 1.2 1.4

女性50代前半 (n=277) 51.3 11.6 29.2 2.5 47.3 40.1 4.0 1.4

片働き 無業

全体

性別
×

年代

　男性計

　女性計

共働き
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⑩労働時間 

 週当たりの労働時間は、「40時間以上 60時間未満」が 49.9%で最も多く、次いで「30時間以上 40

時間未満」が 16.3%、「20 時間未満」が 13.3%の順に多くなっている。「60 時間以上」の長時間労働

者も 9.2%となっている。 

 

図表 22 週当たりの労働時間 

 

 

図表 23 週当たりの労働時間（性年代別） 

 

  

13.3%

11.3%

16.3%49.9%

9.2%

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

n=2,219

(%)

20時間未満
20時間以上

30時間未満

30時間以上

40時間未満

40時間以上

60時間未満
60時間以上

(n=2,219) 13.3 11.3 16.3 49.9 9.2

(n=1,345) 2.1 2.3 12.8 69.0 13.8

男性20代 (n=65) 3.1 0.0 20.0 64.6 12.3

男性30代 (n=414) 1.7 2.7 12.6 70.8 12.3

男性40代 (n=609) 2.1 2.0 13.0 68.8 14.1

男性50代前半 (n=257) 2.3 3.1 10.9 67.7 16.0

(n=874) 30.5 25.1 21.7 20.6 2.1

女性20代 (n=36) 38.9 19.4 19.4 19.4 2.8

女性30代 (n=253) 32.0 23.3 20.2 21.3 3.2

女性40代 (n=420) 31.7 25.2 20.7 21.0 1.4

女性50代前半 (n=165) 23.6 28.5 27.3 18.8 1.8

全体

性別

×

年代

　男性計

　女性計
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⑪世帯年収 

 世帯年収は「300万円以上 700万円未満」が 48.4%で最も多く、「700万円以上」が 30.5%、「300

万円未満」が 8.7%となっている。 

 

図表 24 世帯年収 

 

 

 

 

 

図表 25 世帯年収（性年代別） 

  

8.7%

48.4%

30.5%

12.4%

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

わからない/答えたくない

n=3,000

(%)

300万円未

満

300万円以

上700万円

未満

700万円以

上

わからない/

答えたくない

(n=3,000) 8.7 48.4 30.5 12.4

(n=1,367) 4.8 49.2 35.8 10.2

男性20代 (n=68) 4.4 63.2 16.2 16.2

男性30代 (n=420) 4.8 62.9 26.0 6.4

男性40代 (n=616) 4.9 43.7 39.9 11.5

男性50代前半 (n=263) 4.9 36.9 46.8 11.4

(n=1,633) 12.0 47.7 26.0 14.3

女性20代 (n=100) 24.0 56.0 7.0 13.0

女性30代 (n=518) 12.5 59.1 20.5 7.9

女性40代 (n=718) 9.5 44.2 27.7 18.7

女性50代前半 (n=297) 13.1 33.7 38.0 15.2

全体

性別

×

年代

　男性計

　女性計
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⑫学歴 

 最終学歴は、「大学・大学院卒業」が 42.8%で最も多く、次いで「中学校／高等学校卒業」が 28.4%、

「短大・専門学校・高専卒業」が 27.8%となっている。 

 

図表 26 最終学歴 

 

 

 

図表 27 最終学歴（性年代別） 

 

 

  

28.4%

27.8%

42.8%

1.0%

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

答えたくない

n=3,000

(%)

中学校卒業/
高等学校

卒業

短大・専門

学校・高専

卒業

大学・

大学院卒業

答えたくな

い

(n=3,000) 28.4 27.8 42.8 1.0

(n=1,367) 24.9 16.8 57.1 1.2

男性20代 (n=68) 29.4 13.2 52.9 4.4

男性30代 (n=420) 22.4 20.5 56.4 0.7

男性40代 (n=616) 26.0 15.1 57.6 1.3

男性50代前半 (n=263) 25.1 16.0 58.2 0.8

(n=1,633) 31.3 37.0 30.8 0.9

女性20代 (n=100) 41.0 29.0 29.0 1.0

女性30代 (n=518) 26.1 33.4 39.4 1.2

女性40代 (n=718) 32.6 38.9 27.4 1.1

女性50代前半 (n=297) 34.0 41.4 24.6 0.0

全体

性別

×

年代

　男性計

　女性計
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⑬居住地・都市規模 

 居住地の都市規模は、「政令指定都市または特別区」（31.1%）、「人口 10 万人以上の市」（24.3%）、

「人口 10万人未満の市町村」（44.6%）となっている。 

 また、回答者（3,000人）のうち、３分の１を超える人（1,041人）が関東甲信越に居住している。 

 

図表 28 居住地

 

図表 29 居住地の都市規模 

 

図表 30 居住地の都市規模（性年代別） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

政令指定都市または特別区

人口10万人以上の市

人口10万人未満の市町村

n=3,000

(%)

政令指定都

市または特
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政令指定都
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人口10万人

以上の市
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未満の市町
村

(n=3,000) 31.1 24.3 44.6

(n=1,367) 30.9 23.8 45.2

男性20代 (n=68) 32.4 23.5 44.1

男性30代 (n=420) 31.7 23.6 44.8

男性40代 (n=616) 30.8 24.2 45.0

男性50代前半 (n=263) 29.7 23.6 46.8

(n=1,633) 31.2 24.7 44.1

女性20代 (n=100) 33.0 25.0 42.0

女性30代 (n=518) 32.2 24.3 43.4

女性40代 (n=718) 31.1 25.1 43.9

女性50代前半 (n=297) 29.3 24.2 46.5

全体

性別

×

年代

　男性計

　女性計
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（２）家庭における子供への教育の実態 

①子育てをしている主な主体 

○ 子育ての主体は、平日、休日ともに、「自分」が半数以上であり、約 4割が「配偶者」である。 

○ 性別にみると、平日に子育ての主体になる男性は 6.2%とかなり少ないが、休日は 24.8%となり、

平日に比べ、休日は男性が主体になる割合が高くなっている。 

○ また、平日、休日ともに女性が主体になる割合が８割以上となっており、子育ては女性がより

多く担っていることが分かる。 

○ 性年代別にみると、平成 20年度調査と同様に、休日に男性が主体となる割合は、20代など若い

親ほど高い。 

○ 労働時間別では、平日、休日ともに、労働時間が長くなるほど、「自分」が主体となる割合が低

くなっている。 

○ 平成 20年度調査と比べると、平日の子育て主体で、「自分」が 5ポイント高くなっている。こ

れは回答者に女性が増えたことが原因と考えられる。 

 

図表 31 あなたの家では、主にどなたが子育てをしていますか。（平日） 

 

 

図表 32 あなたの家では、主にどなたが子育てをしていますか。（休日） 
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図表 33 子育てをしている主な主体（平日） 

 

  

(単位：%）

n=

自分 配偶者 実父 実母 義父 義母 子供

自分また
は配偶者
の兄弟姉

妹

その他

3,000 53.6 41.9 0.1 2.0 0.1 0.9 0.3 0.5 0.7

1,367 6.2 89.0 0.2 2.1 0.1 1.0 0.4 0.5 0.5

男性20代 68 11.8 83.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0

男性30代 420 6.2 88.8 0.5 2.6 0.2 0.7 0.2 0.0 0.7

男性40代 616 6.5 88.3 0.2 2.3 0.0 1.6 0.3 0.5 0.3

男性50代前半 263 4.2 92.0 0.0 1.5 0.4 0.0 0.8 0.4 0.8

女性計 1,633 93.3 2.4 0.0 2.0 0.0 0.8 0.2 0.5 0.8

女性20代 100 93.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

女性30代 518 92.9 2.5 0.0 2.3 0.0 1.0 0.0 0.4 1.0

女性40代 718 92.8 2.5 0.0 2.1 0.0 1.0 0.4 0.6 0.7

女性50代前半 297 95.6 2.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.3

1,041 52.5 42.5 0.1 2.3 0.1 1.2 0.2 0.2 1.0

393 48.3 47.3 0.5 1.8 0.0 1.0 0.0 0.3 0.8

381 49.6 46.7 0.0 2.1 0.0 0.8 0.5 0.0 0.3

364 52.5 42.3 0.0 1.9 0.3 1.1 0.3 1.4 0.3

388 58.5 37.6 0.0 2.1 0.0 0.5 0.0 0.5 0.8

433 61.2 34.6 0.0 1.6 0.0 0.2 0.7 1.2 0.5

2,851 52.3 44.1 0.1 1.6 0.0 0.9 0.2 0.2 0.7

149 79.9 0.0 0.0 10.1 0.7 0.7 2.0 6.0 0.7

180 78.9 14.4 0.0 1.7 0.0 0.6 1.1 2.8 0.6

2,378 52.9 44.8 0.1 0.7 0.0 0.5 0.2 0.2 0.7

290 42.8 43.4 0.3 8.3 0.0 3.8 0.3 0.3 0.7

152 56.6 25.7 0.0 11.8 0.7 1.3 0.7 2.6 0.7

1,328 58.7 37.3 0.0 1.8 0.0 0.5 0.2 0.7 0.7

1,215 50.4 45.0 0.2 2.1 0.1 0.9 0.2 0.4 0.7

286 47.6 46.5 0.0 2.4 0.3 1.7 0.7 0.0 0.7

171 47.4 46.8 0.0 2.3 0.0 1.8 0.6 0.6 0.6

1,112 54.8 41.2 0.1 1.6 0.2 0.9 0.2 0.4 0.7

950 50.5 46.1 0.0 0.8 0.1 1.1 0.1 0.2 1.1

677 59.1 37.1 0.1 1.8 0.1 0.4 0.1 0.4 0.7

412 54.4 39.6 0.0 2.4 0.2 1.2 0.0 0.7 1.5

1,230 53.0 42.8 0.1 2.1 0.0 0.5 0.3 0.7 0.5

851 58.3 35.4 0.1 2.7 0.1 1.2 0.2 0.9 1.1

834 70.7 25.7 0.0 2.3 0.0 0.6 0.4 0.2 0.1

1,284 39.6 56.8 0.2 1.4 0.1 0.9 0.2 0.2 0.8

1,574 46.7 47.3 0.2 2.7 0.1 1.5 0.3 0.3 1.1

1,251 59.0 40.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1

26 65.4 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

262 71.8 21.4 0.0 1.9 0.0 0.4 0.8 3.1 0.8

1,452 53.0 43.1 0.1 1.8 0.1 0.8 0.1 0.1 0.8

914 46.8 48.7 0.1 2.2 0.0 1.3 0.2 0.2 0.4

295 90.8 7.1 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 0.3 0.3

250 80.8 12.8 0.4 2.4 0.0 0.4 0.4 0.8 2.0

362 50.6 42.3 0.0 4.1 0.3 0.6 0.8 0.3 1.1

1,108 16.3 77.5 0.2 2.7 0.1 1.6 0.3 0.5 0.7

204 12.3 81.4 0.0 3.4 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳



21 

 

図表 34 子育てをしている主な主体（休日） 

 

 

 

  

(単位：%）

n=

自分 配偶者 実父 実母 義父 義母 子供

自分また
は配偶者
の兄弟姉

妹

その他

3,000 58.4 39.4 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1 0.5 0.3

1,367 24.8 73.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3

男性20代 68 32.4 61.8 1.5 1.5 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0

男性30代 420 26.9 71.9 0.2 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0

男性40代 616 25.5 72.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.3 0.5 0.3

男性50代前半 263 17.9 79.5 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8

女性計 1,633 86.5 11.2 0.1 1.0 0.1 0.2 0.0 0.6 0.3

女性20代 100 89.0 6.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

女性30代 518 83.4 14.1 0.4 1.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2

女性40代 718 87.6 10.2 0.0 1.0 0.1 0.3 0.0 0.6 0.3

女性50代前半 297 88.6 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7

1,041 58.3 39.7 0.1 1.1 0.4 0.2 0.1 0.2 0.0

393 53.9 44.3 0.3 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5

381 57.2 40.9 0.3 0.8 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3

364 54.9 42.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 1.6 0.0

388 61.1 36.1 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0

433 64.2 33.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.9 0.5

2,851 57.1 41.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3

149 83.9 0.0 0.7 5.4 2.0 0.7 1.3 5.4 0.7

180 82.8 11.1 0.0 1.1 0.6 0.6 1.1 2.2 0.6

2,378 57.0 42.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3

290 52.1 44.1 0.0 2.1 0.0 1.0 0.3 0.0 0.3

152 63.8 23.7 1.3 5.3 1.3 1.3 0.0 3.3 0.0

1,328 60.8 37.0 0.2 0.7 0.2 0.2 0.2 0.5 0.3

1,215 56.6 40.9 0.2 0.8 0.1 0.4 0.2 0.5 0.3

286 56.6 41.3 0.0 0.7 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3

171 55.0 44.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,112 58.7 39.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5

950 54.9 43.8 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4 0.2

677 63.1 35.5 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3

412 59.7 37.1 0.5 0.5 0.2 0.5 0.2 0.7 0.5

1,230 58.1 39.6 0.1 0.9 0.1 0.2 0.2 0.7 0.2

851 61.8 34.8 0.0 1.4 0.2 0.5 0.1 0.7 0.5

834 68.3 29.7 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.4

1,284 49.8 48.9 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2

1,574 54.3 43.4 0.2 0.8 0.0 0.4 0.1 0.3 0.4

1,251 60.4 39.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

26 65.4 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

262 69.5 25.2 0.0 1.9 0.4 0.0 0.4 2.7 0.0

1,452 58.2 39.9 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3

914 53.9 44.7 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.3

295 79.7 18.6 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

250 75.6 20.8 0.4 0.8 0.0 0.4 0.0 1.2 0.8

362 57.7 39.5 0.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3

1,108 35.9 61.6 0.2 0.8 0.1 0.4 0.2 0.4 0.5

204 24.0 72.5 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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②親の子育てへの協力度 

○ 親の子育てへの協力度は、実親では「協力的である」が 62.5%、義親では 48.7%であり、実親の

方が協力的である割合が高くなっている。 

○ 回答者の年齢別にみると、年齢が上がるにつれ、実親も義親も協力的である割合が低くなる傾

向にある。 

○ 同居家族構成別にみると、3世代世帯では、協力的である割合が、実親 71.0%、義親 57.6%であ

り、ともに協力的である割合が他の同居家族構成よりも高くなっている。 

○ 近居状況別にみると、実親と近居している場合は、実親の協力的である割合が 76.1%、義親と近

居している場合は、義親が協力的である割合が 66.9%と高くなっている。 

 

 

 

 

図表 35 あなたの親御さんは、あなたの子育てにどのくらい協力的ですか。 
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図表 36 親の子育てへの協力度:実親 

  

(単位：%）

n=

協力的で
ある

どちらとも
いえない

協力的で
ない

親からの
協力はな

い

3,000 62.5 16.1 4.4 17.0

1,367 60.8 18.4 4.5 16.2

男性20代 68 77.9 8.8 7.4 5.9

男性30代 420 66.0 20.0 5.5 8.6

男性40代 616 60.7 19.0 3.2 17.0

男性50代前半 263 48.3 17.1 5.3 29.3

女性計 1,633 63.9 14.2 4.2 17.6

女性20代 100 81.0 6.0 4.0 9.0

女性30代 518 71.0 14.3 4.1 10.6

女性40代 718 62.1 14.9 4.0 18.9

女性50代前半 297 50.2 15.2 5.1 29.6

1,041 69.9 14.4 4.9 10.8

393 68.4 17.3 2.8 11.5

381 55.9 17.3 5.8 21.0

364 60.7 18.4 3.0 17.9

388 55.7 16.5 3.6 24.2

433 52.7 15.9 5.1 26.3

2,851 62.7 16.3 4.1 16.9

149 57.7 12.8 10.1 19.5

180 50.0 16.7 8.3 25.0

2,378 62.1 16.4 3.9 17.7

290 71.0 14.5 4.8 9.7

152 67.1 15.1 6.6 11.2

1,328 61.1 16.6 4.5 17.8

1,215 64.4 15.3 4.2 16.0

286 64.3 14.0 4.9 16.8

171 56.1 22.2 3.5 18.1

1,112 76.1 13.3 3.6 7.0

950 66.4 15.5 3.8 14.3

677 69.1 13.6 4.0 13.3

412 71.1 14.1 2.7 12.1

1,230 51.9 18.5 5.3 24.3

851 57.6 15.4 6.1 20.9

834 66.4 16.1 4.0 13.5

1,284 63.3 16.7 3.5 16.5

1,574 63.9 15.9 3.9 16.3

1,251 61.4 16.8 4.2 17.7

26 61.5 19.2 7.7 11.5

262 61.8 16.4 2.3 19.5

1,452 64.5 15.5 4.8 15.2

914 60.3 17.4 4.4 17.9

295 61.7 16.6 3.1 18.6

250 66.4 12.0 5.6 16.0

362 63.0 13.8 6.6 16.6

1,108 61.7 18.9 4.2 15.3

204 60.8 16.7 4.4 18.1

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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図表 37 親の子育てへの協力度:義親 

 

(単位：%）

n=

協力的で
ある

どちらとも
いえない

協力的で
ない

親からの
協力はな

い

2,986 48.7 19.0 7.2 25.2

1,363 61.4 18.0 4.4 16.2

男性20代 64 78.1 9.4 6.3 6.3

男性30代 420 71.0 17.1 3.8 8.1

男性40代 616 60.4 18.0 4.7 16.9

男性50代前半 263 44.5 21.3 4.2 30.0

女性計 1,623 38.1 19.8 9.5 32.7

女性20代 98 49.0 11.2 12.2 27.6

女性30代 517 45.1 22.6 9.5 22.8

女性40代 712 37.1 20.2 9.4 33.3

女性50代前半 296 24.7 16.6 8.8 50.0

1,040 56.3 18.2 7.7 17.8

390 56.9 19.5 7.2 16.4

377 52.0 17.5 7.7 22.8

364 47.3 20.3 5.8 26.6

385 36.6 19.2 5.2 39.0

430 32.1 20.2 8.4 39.3

2,851 50.5 19.5 7.2 22.8

135 11.1 7.4 6.7 74.8

174 19.0 13.2 9.2 58.6

2,378 50.4 19.2 7.1 23.3

290 57.6 21.0 7.6 13.8

144 39.6 18.1 4.2 38.2

1,319 44.0 19.4 7.1 29.5

1,211 53.5 17.9 7.5 21.1

286 52.8 21.3 4.9 21.0

170 44.7 18.8 8.8 27.6

1,109 53.1 18.1 6.9 21.9

950 66.9 14.6 6.9 11.5

676 55.3 15.7 6.4 22.6

409 57.2 16.6 5.6 20.5

1,221 38.4 21.4 7.5 32.8

843 43.2 16.8 8.3 31.7

830 47.5 20.2 7.5 24.8

1,282 53.4 19.4 6.4 20.8

1,574 52.8 19.5 6.4 21.3

1,251 47.6 19.7 8.0 24.8

26 53.8 11.5 19.2 15.4

257 34.6 16.7 8.2 40.5

1,448 50.5 19.3 8.2 22.0

912 52.4 18.6 5.6 23.4

292 39.7 22.3 6.8 31.2

248 42.3 16.5 10.5 30.6

361 45.7 17.5 9.4 27.4

1,105 59.0 18.3 4.0 18.7

204 55.9 17.2 6.4 20.6

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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③親の子育てへの協力内容 

○ 親の子育てへの協力内容は、実親、義親ともに、「会話をする」が実親 36.6%、義親 31.7%で最

も高く、次いで「不在時に預かる」が実親 36.5%、義親 28.5%で高くなっている。義親は「子育

てに協力していない」が 23.4%と、実親よりも高くなっている。「子育てに協力していない」を

除く、全ての項目で、実親が義親よりも高くなっている。 

○ 回答者の年齢別にみると、年齢が上がるにつれ、実親、義親ともに「子育てに協力していない」

割合が高くなる傾向がある。 

 

図表 38 あなたの親御さんは子育てにどのような協力をしていますか。（複数回答） 

 

36.6

36.5

25.2

22.9
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18.6
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17.8

13.8

13.7
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8.6
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1.6
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28.5

14.1

17.4

17.1
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5.4
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1.4
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会話をする

不在時に預かる

子育ての相談に乗る

一緒に買い物をする

一緒に遊んだり、スポーツをする

病気になった時の看病をする

教育費以外の経済的支援をする

一緒に夕食を食べる

一緒にテレビ・ビデオを見る

教育費の支援をする

家事のサポートをする

一緒に風呂に入る

幼稚園・保育園・学校の送り迎えを

する

一緒に朝食を食べる

本を読み聞かせする

一緒に家事や家の手伝いをする

勉強を教える

その他

子育てに協力していない

実親 (n=2,424) 義親 (n=2,120)

(%)
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図表 39 実親の子育て協力内容 

 

(単位：%）

n=

会話をす
る

不在時に
預かる

子育ての
相談に乗

る

一緒に買
い物をす
る

一緒に遊
んだり、ス
ポーツをす

る

病気に
なった時
の看病を
する

教育費以
外の経済
的支援を
する

一緒に夕
食を食べ
る

一緒にテ
レビ・ビデ
オを見る

教育費の
支援をす
る

家事のサ
ポートをす

る

一緒に風
呂に入る

幼稚園・
保育園・
学校の送
り迎えをす

る

一緒に朝
食を食べ
る

本を読み
聞かせす

る

一緒に家
事や家の
手伝いを
する

勉強を教
える

その他
子育てに
協力して
いない

2,424 36.6 36.5 25.2 22.9 20.1 20.1 18.6 18.0 17.8 13.8 13.7 10.9 10.4 9.6 8.6 8.2 5.5 1.6 15.7

1,116 30.8 27.7 13.6 14.9 16.9 14.8 16.5 17.7 13.5 13.2 10.6 8.3 10.2 9.8 6.5 5.6 5.3 0.5 21.4

男性20代 61 34.4 34.4 31.1 18.0 37.7 13.1 23.0 26.2 19.7 11.5 23.0 14.8 11.5 14.8 19.7 8.2 4.9 0.0 11.5

男性30代 375 30.4 27.7 14.4 16.5 20.0 17.3 17.3 18.4 13.3 10.7 10.4 12.3 12.8 8.0 6.7 4.5 5.1 1.1 21.1

男性40代 502 29.9 28.1 12.9 14.5 15.7 14.9 15.3 16.5 13.7 13.5 11.2 6.8 8.4 9.4 5.8 7.0 6.4 0.4 22.5

男性50代前半 178 33.1 24.2 7.9 11.2 6.7 9.6 15.7 16.9 11.2 18.0 5.1 2.2 9.6 12.9 3.4 3.4 2.8 0.0 22.5

女性計 1,308 41.4 44.0 35.1 29.7 22.9 24.6 20.4 18.2 21.4 14.3 16.3 13.1 10.6 9.4 10.5 10.4 5.7 2.4 10.9

女性20代 91 57.1 54.9 53.8 41.8 38.5 29.7 28.6 19.8 34.1 6.6 23.1 23.1 8.8 12.1 20.9 12.1 5.5 1.1 4.4

女性30代 453 48.3 48.6 42.2 37.3 34.7 31.3 19.9 25.4 26.3 10.8 19.6 21.0 13.9 13.9 17.7 13.5 8.4 2.9 9.5

女性40代 568 36.6 42.6 30.8 25.5 16.2 22.7 19.0 15.5 18.3 16.0 14.3 8.8 10.6 7.0 5.8 9.2 4.2 1.9 11.6

女性50代前半 196 32.1 32.1 22.4 18.4 7.7 12.2 21.9 8.7 13.3 20.9 11.2 3.1 3.6 4.6 2.6 6.1 4.1 3.6 14.8

908 42.1 37.2 31.4 25.4 27.2 22.9 18.3 21.0 21.8 11.2 17.5 15.6 11.7 11.3 13.8 9.7 4.8 1.9 13.1

346 35.3 41.3 25.4 29.5 30.1 22.3 19.4 21.1 20.2 11.3 13.0 17.1 15.0 8.1 11.8 10.7 9.2 0.9 16.5

290 35.2 38.6 23.8 24.8 21.0 18.6 19.0 16.9 19.7 13.4 10.3 11.7 9.3 11.0 6.9 8.3 8.6 1.4 13.8

293 35.2 37.2 18.8 21.5 10.6 17.7 16.7 16.7 15.4 14.7 13.7 4.4 8.9 9.2 2.4 7.2 5.8 2.7 16.7

286 27.6 33.6 22.0 15.4 9.1 15.0 19.6 10.8 10.1 19.2 9.4 3.1 7.0 5.2 2.4 3.8 2.1 0.7 19.2

301 32.6 28.6 16.9 14.0 6.3 17.6 19.3 14.3 10.6 18.6 10.0 2.7 7.0 9.0 3.0 6.0 3.3 1.3 20.3

2,312 35.9 36.3 25.7 22.7 20.4 19.5 18.4 16.8 17.4 13.7 13.2 10.8 10.0 8.8 8.5 7.9 5.2 1.6 16.0

112 50.9 39.3 15.2 25.9 14.3 33.0 22.3 42.9 25.0 16.1 22.3 14.3 18.8 25.9 11.6 14.3 11.6 0.9 8.9

128 32.0 40.6 14.1 17.2 12.5 26.6 17.2 23.4 14.8 11.7 14.8 12.5 10.9 11.7 7.8 7.8 10.2 3.1 14.1

1,911 31.8 36.8 26.3 22.0 21.3 18.6 18.6 12.9 15.1 13.9 11.1 9.5 8.7 5.4 7.6 6.7 4.3 1.6 17.5

255 59.2 32.9 20.4 26.7 16.1 23.9 16.5 37.3 30.2 14.1 25.5 16.9 17.6 24.3 10.6 14.1 9.8 0.0 6.7

130 66.2 34.6 30.0 33.8 18.5 27.7 23.8 49.2 35.4 13.8 26.9 18.5 20.0 39.2 20.0 19.2 10.8 2.3 8.5

1,056 36.9 35.2 27.0 21.2 21.6 19.8 19.0 17.0 17.3 13.4 13.9 9.5 8.6 9.2 9.2 7.7 4.5 1.9 16.9

1,001 36.1 38.2 24.2 23.2 19.2 19.8 18.3 17.7 17.7 13.5 12.8 11.6 11.8 8.7 8.1 8.0 5.5 1.1 14.8

231 36.8 35.9 25.1 29.9 21.2 20.8 18.6 22.5 19.5 12.6 14.7 14.3 13.0 12.1 10.4 9.5 9.1 2.2 13.9

136 36.8 34.6 19.1 21.3 14.0 23.5 17.6 20.6 19.1 20.6 16.2 11.8 9.6 14.7 5.1 11.8 8.1 1.5 16.9

1,013 41.8 51.5 27.8 30.0 27.9 27.5 19.0 19.5 20.5 13.6 14.1 12.4 15.1 7.1 10.4 9.4 6.7 0.6 8.2

796 37.7 39.6 26.1 24.0 25.0 21.4 20.5 16.1 18.3 14.2 14.1 12.2 10.7 7.4 9.3 8.5 4.6 1.3 13.8

575 45.4 48.3 32.2 32.5 26.6 28.7 21.0 20.9 25.4 13.9 17.6 13.6 14.8 9.6 10.6 11.1 6.1 0.7 9.9

358 50.6 45.5 36.6 29.9 27.9 27.4 23.5 23.5 24.6 15.6 19.0 13.4 14.2 10.9 11.5 9.8 7.8 0.6 8.1

899 30.8 24.6 21.5 15.9 13.0 11.7 16.7 15.7 13.6 12.8 11.8 8.7 5.6 10.2 7.0 6.5 4.2 2.7 23.7

645 38.3 36.0 20.6 24.0 20.2 19.2 15.7 19.2 19.2 9.8 13.8 10.7 10.9 11.0 5.4 9.3 4.8 2.0 14.1

704 36.6 40.3 28.8 26.7 20.2 22.0 19.0 18.2 19.3 13.6 13.6 10.4 11.5 8.8 8.5 6.7 6.4 1.4 15.2

1,051 35.4 34.6 25.8 20.0 20.3 19.3 20.3 17.1 16.3 16.6 13.4 11.5 9.4 9.0 10.8 8.8 5.2 1.4 16.7

1,283 36.6 37.5 23.5 22.6 19.8 22.8 17.6 18.1 18.5 14.3 13.6 10.4 12.8 9.4 8.4 7.7 5.8 1.1 15.5

1,007 35.1 35.1 28.5 23.0 21.3 15.4 19.8 15.0 16.2 12.9 12.9 11.2 6.6 8.2 8.4 8.1 4.6 2.3 16.6

22 31.8 27.3 27.3 13.6 18.2 13.6 4.5 22.7 13.6 9.1 4.5 9.1 4.5 0.0 13.6 9.1 0.0 0.0 22.7

206 42.2 37.4 25.7 26.2 19.4 24.3 17.5 19.9 19.4 11.7 17.0 12.6 8.3 9.7 8.3 9.7 7.3 0.5 13.6

1,197 38.0 38.0 25.3 24.1 22.7 19.5 19.2 18.5 18.7 13.9 12.7 11.6 10.6 9.7 9.1 7.7 5.0 1.7 15.0

727 32.0 35.5 24.9 19.1 16.4 19.5 18.8 16.8 16.4 15.4 13.6 9.9 11.7 10.0 8.1 8.9 6.1 1.8 16.6

235 38.7 41.7 28.9 28.5 20.4 19.1 21.3 19.6 20.4 14.9 11.9 10.6 5.1 9.8 9.4 8.1 4.3 1.7 12.8

203 37.9 44.3 26.6 25.6 20.2 27.1 19.7 17.2 19.7 17.7 15.3 9.9 9.9 8.9 7.4 6.9 4.4 1.5 10.8

288 38.9 34.0 24.0 19.1 17.0 19.8 17.7 19.1 18.4 11.1 14.2 10.1 10.8 11.1 9.7 7.3 7.6 1.4 18.1

916 32.3 32.0 17.9 17.4 19.3 18.6 17.2 17.8 15.5 14.1 12.9 9.6 13.2 9.6 7.5 6.9 5.0 0.5 19.7

162 32.1 24.7 13.0 20.4 11.7 19.1 14.8 21.6 14.8 16.0 9.9 11.7 11.1 11.1 6.8 8.0 10.5 0.6 19.1

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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図表 40 義親の子育て協力内容 

 

(単位：%）

n=

会話をす
る

不在時に
預かる

子育ての
相談に乗

る

一緒に買
い物をす
る

一緒に遊
んだり、ス
ポーツをす

る

病気に
なった時
の看病を
する

教育費以
外の経済
的支援を
する

一緒に夕
食を食べ
る

一緒にテ
レビ・ビデ
オを見る

教育費の
支援をす
る

家事のサ
ポートをす

る

一緒に風
呂に入る

幼稚園・
保育園・
学校の送
り迎えをす

る

一緒に朝
食を食べ
る

本を読み
聞かせす

る

一緒に家
事や家の
手伝いを
する

勉強を教
える

その他
子育てに
協力して
いない

2,120 31.7 28.5 14.1 17.4 17.1 13.2 14.7 15.8 14.0 9.2 9.3 7.5 7.5 5.9 5.4 6.3 2.5 1.4 23.4

1,118 30.1 28.3 14.9 18.0 16.5 14.2 12.9 16.0 12.7 9.9 10.9 9.6 8.6 6.5 5.9 6.9 2.8 0.8 21.9

男性20代 59 42.4 37.3 23.7 30.5 40.7 28.8 28.8 25.4 22.0 10.2 25.4 18.6 10.2 13.6 28.8 15.3 5.1 0.0 6.8

男性30代 378 31.7 33.1 18.5 22.8 22.2 18.0 10.6 19.0 15.1 6.9 16.1 14.6 10.6 7.7 8.7 9.0 4.2 0.5 19.3

男性40代 500 28.0 27.6 13.2 15.6 13.4 12.8 13.0 13.4 12.4 10.4 8.0 7.2 8.0 5.8 3.0 5.6 2.0 1.0 22.8

男性50代前半 181 28.7 17.1 9.4 10.5 5.0 5.5 12.2 13.8 5.5 14.9 3.3 2.8 5.5 3.9 0.6 3.3 1.1 1.1 29.8

女性計 1,002 33.4 28.8 13.2 16.8 17.8 12.1 16.8 15.7 15.5 8.5 7.5 5.1 6.2 5.3 4.8 5.7 2.1 2.1 25.1

女性20代 66 40.9 34.8 22.7 25.8 27.3 12.1 19.7 16.7 16.7 7.6 13.6 6.1 6.1 6.1 6.1 7.6 1.5 0.0 16.7

女性30代 374 38.2 28.1 15.5 21.7 28.3 14.7 20.3 16.8 17.1 9.4 8.8 8.3 7.8 5.3 8.3 6.1 2.9 1.3 22.5

女性40代 432 31.0 29.9 11.3 14.1 11.8 11.3 13.9 15.3 15.7 6.9 5.6 3.7 5.8 3.9 3.0 5.6 1.9 2.3 26.6

女性50代前半 130 23.8 24.6 7.7 6.9 2.3 6.9 14.6 13.1 9.2 11.5 6.9 0.0 3.1 9.2 0.0 3.8 0.8 4.6 32.3

815 35.5 28.0 16.0 18.7 22.3 15.0 15.1 17.1 14.7 8.8 12.1 9.7 8.1 7.1 9.2 6.7 2.6 1.2 20.7

312 34.3 33.3 16.0 25.0 26.6 16.0 14.4 19.2 21.8 6.4 8.3 14.1 12.5 6.1 7.4 9.3 4.8 1.0 22.1

278 32.0 34.2 13.3 18.7 18.7 14.0 12.9 18.3 15.8 8.6 7.6 6.5 6.8 6.8 3.6 6.5 2.2 1.1 19.4

254 28.3 27.2 13.0 15.0 10.2 13.4 13.4 13.8 14.2 12.6 8.7 3.9 7.1 4.3 1.6 5.1 2.4 2.4 26.8

219 28.8 26.0 13.2 14.6 5.5 8.7 17.8 11.0 8.2 10.0 8.2 1.4 5.0 4.1 0.5 5.5 0.9 2.7 25.6

242 21.5 21.5 8.3 7.0 2.9 6.6 14.5 11.2 4.5 10.7 4.5 1.7 2.1 4.1 0.4 2.9 0.8 0.8 33.5

2,091 31.8 28.8 14.3 17.6 17.2 13.2 14.8 15.9 14.2 9.4 9.4 7.5 7.5 6.0 5.5 6.4 2.4 1.4 23.1

29 24.1 6.9 0.0 6.9 6.9 10.3 6.9 10.3 3.4 0.0 3.4 3.4 6.9 3.4 0.0 3.4 3.4 0.0 44.8

63 20.6 14.3 9.5 17.5 11.1 6.3 11.1 14.3 9.5 6.3 1.6 1.6 1.6 4.8 0.0 1.6 1.6 3.2 28.6

1,732 29.7 29.2 14.4 17.6 18.0 13.5 14.8 14.3 12.8 9.5 8.6 7.2 7.2 4.6 5.4 5.7 2.4 1.4 24.0

240 46.3 29.6 12.5 18.3 13.3 13.3 15.0 25.0 21.3 10.0 16.3 10.0 12.1 15.0 6.3 10.0 2.5 0.4 17.5

85 38.8 23.5 16.5 11.8 14.1 12.9 15.3 22.4 21.2 3.5 9.4 9.4 3.5 9.4 5.9 12.9 3.5 2.4 25.9

880 30.7 27.5 15.6 16.3 17.6 11.3 14.9 13.3 11.3 8.8 9.0 6.6 5.6 5.7 5.2 5.2 1.6 0.8 24.9

908 32.2 29.0 13.8 18.1 17.8 13.5 14.4 16.9 15.3 8.8 9.7 8.5 8.0 5.9 5.8 6.7 2.8 1.8 22.2

218 34.4 34.4 13.3 18.8 15.1 18.3 17.0 20.6 19.7 11.9 10.1 7.3 13.3 6.9 4.6 9.6 4.6 1.4 24.3

114 30.7 21.9 7.0 18.4 10.5 15.8 11.4 18.4 14.0 11.4 7.0 6.1 6.1 6.1 4.4 5.3 2.6 3.5 20.2

828 34.9 28.9 14.0 20.2 21.5 14.0 15.3 18.4 15.8 9.4 9.2 6.9 7.7 5.8 6.4 7.2 2.9 1.2 19.8

810 39.1 45.9 17.3 23.7 23.5 22.5 14.2 20.0 18.9 9.0 12.8 9.9 12.8 4.6 7.4 8.8 4.7 0.2 12.5

502 39.0 37.5 17.3 21.1 23.3 16.5 19.1 23.1 20.3 10.0 11.2 6.8 9.0 5.6 6.8 7.4 3.0 0.8 16.3

312 43.6 41.0 18.9 20.8 24.7 18.6 18.6 20.5 19.6 10.3 12.5 8.7 9.9 7.4 6.4 7.4 2.6 1.3 13.8

769 23.9 16.6 11.8 12.0 11.2 7.0 14.4 11.1 8.8 9.8 6.6 6.0 4.2 6.1 3.6 4.0 1.0 2.2 32.6

543 32.2 27.4 13.4 17.1 14.5 11.8 12.9 13.6 13.4 9.0 7.2 5.7 6.6 5.5 3.9 5.3 1.3 1.5 23.9

591 31.1 27.7 12.4 19.1 16.1 13.2 16.2 17.1 14.9 6.6 8.8 6.8 6.8 7.1 4.6 5.8 2.7 2.2 24.9

966 31.8 29.8 15.7 16.5 19.2 14.1 14.8 16.5 13.9 11.2 10.7 8.9 8.4 5.6 6.8 7.3 2.9 0.9 22.0

1,186 33.4 30.0 14.2 19.1 15.6 17.3 13.5 17.1 16.1 8.9 10.3 8.2 10.4 6.7 5.7 7.6 3.2 1.1 21.0

886 29.8 27.3 14.2 15.6 19.3 7.8 16.6 14.2 11.5 9.9 8.1 6.5 3.7 4.7 5.0 4.6 1.5 1.9 25.8

19 26.3 26.3 21.1 15.8 21.1 15.8 15.8 21.1 15.8 10.5 10.5 10.5 0.0 15.8 10.5 10.5 0.0 0.0 31.6

144 32.6 25.7 13.2 16.0 17.4 9.0 11.8 13.2 14.6 5.6 8.3 5.6 4.9 4.2 5.6 6.3 3.5 0.0 36.1

1,067 32.7 30.3 14.5 19.1 19.2 13.9 15.3 16.5 15.0 9.6 9.2 9.7 7.2 5.8 5.8 6.7 2.1 1.2 22.0

667 29.4 27.7 13.8 15.0 13.9 14.7 15.3 14.7 12.7 10.9 10.2 5.5 9.9 6.3 4.9 6.1 3.0 2.4 22.5

191 36.1 23.0 7.9 17.3 12.6 9.4 14.1 14.1 13.6 8.4 6.8 7.9 5.2 5.2 5.8 5.2 2.6 2.1 27.2

157 29.3 34.4 14.6 19.1 12.7 17.8 14.6 18.5 16.6 10.8 8.3 6.4 6.4 5.7 5.7 6.4 3.2 1.3 20.4

243 30.0 28.8 13.6 13.2 15.6 13.6 13.6 14.4 12.8 4.9 10.3 7.0 8.2 6.6 4.5 7.0 1.2 2.9 26.7

876 31.7 30.1 15.4 19.2 18.3 16.1 13.4 16.8 14.5 10.3 11.9 8.9 9.8 6.4 5.8 7.5 2.4 0.6 20.2

157 28.7 22.9 14.0 17.2 10.2 14.6 9.6 17.2 11.5 10.2 9.6 10.2 8.9 7.0 5.7 5.7 6.4 0.6 24.2

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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④子供を通じた地域との関わり 

○ 子供を通じた地域との関わりでは、「保育所や幼稚園の送り迎え、近所での買い物などの際に、

あいさつをする人がいる」が 44.3%で最も高く、次いで「子供同士を遊ばせながら、立ち話をす

る人がいる」が 37.4%、「子供を預けられる人がいる」が 35.5%で高くなっている。 

○ 性別にみると、「子供を通じて関わっている人はいない」の割合が男性 30.8%、女性 18.7%であ

り、男性が女性よりも 10ポイント以上高くなっている。また、「子育ての悩みを相談できる人

がいる」が女性では 49.3%と半数に近いが、男性は 16.2%と低くなっている。 

○ 同居家族構成別と近居状況別にみると、「子供を通じて関わっている人はいない」が単親世帯で

29.4%、近居している家族・親戚がいない世帯で 31.1%と他の同居家族構成・近居状況に比べ高

くなっている。 

 

 

図表 41 地域の中での子供を通じた付き合いについて、当てはまるものをすべてお答えください。  

（複数回答） 

 

  

44.3

37.4

35.5

34.2

32.5

24.6

19.7

0.2

24.2

0 10 20 30 40 50

保育所や幼稚園の送り迎え、近所での買い物などの際に、あいさ

つをする人がいる

子供同士を遊ばせながら、立ち話をする人がいる

子供を預けられる人がいる

子育ての悩みを相談できる人がいる

子供を連れて家を行き来する人がいる

子供をしかったり、注意してくれる人がいる

子供を連れて一緒に遊びや旅行に出かける人がいる

その他

子供を通じて関わっている人はいない

(%)

(n=3,000)
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図表 42 子供を通じた地域との関わり 

 

 

(単位：%）

n=

保育所や
幼稚園の
送り迎え、
近所での
買い物な
どの際に、
あいさつを
する人が
いる

子供同士
を遊ばせ
ながら、立
ち話をする
人がいる

子供を預
けられる
人がいる

子育ての
悩みを相
談できる
人がいる

子供を連
れて家を
行き来す
る人がい
る

子供をし
かったり、
注意してく
れる人が
いる

子供を連
れて一緒
に遊びや
旅行に出
かける人
がいる

その他

子供を通
じて関わっ
ている人
はいない

3,000 44.3 37.4 35.5 34.2 32.5 24.6 19.7 0.2 24.2

1,367 33.0 27.8 33.9 16.2 24.1 19.6 14.5 0.1 30.8

男性20代 68 19.1 13.2 32.4 20.6 23.5 13.2 10.3 0.0 33.8

男性30代 420 37.6 31.0 35.0 18.3 26.9 19.3 16.7 0.2 24.5

男性40代 616 36.2 28.4 35.4 16.2 25.0 21.4 14.8 0.0 29.1

男性50代前半 263 21.7 25.1 29.3 11.8 17.9 17.5 11.4 0.0 44.1

女性計 1,633 53.8 45.4 36.9 49.3 39.6 28.8 24.1 0.2 18.7

女性20代 100 46.0 39.0 34.0 49.0 37.0 20.0 26.0 0.0 20.0

女性30代 518 62.0 50.0 38.4 53.9 45.2 29.5 25.5 0.2 14.3

女性40代 718 55.2 47.5 37.9 49.9 39.1 31.3 24.0 0.1 18.0

女性50代前半 297 39.1 34.7 32.7 40.1 31.6 24.6 21.2 0.7 27.9

1,041 45.4 35.1 34.5 35.0 33.3 21.7 18.2 0.2 21.8

393 65.1 51.1 42.2 35.9 40.2 30.5 26.7 0.0 12.7

381 50.4 50.7 42.8 37.0 38.8 28.6 23.9 0.0 18.4

364 46.2 37.1 37.9 32.1 33.0 27.5 20.9 0.3 22.3

388 33.0 29.6 32.5 34.8 24.5 26.0 18.0 0.0 32.7

433 26.1 26.1 26.3 29.8 24.9 19.2 13.9 0.5 39.7

2,851 45.3 38.5 35.9 34.2 33.1 24.4 19.8 0.1 23.6

149 26.2 16.8 28.2 34.2 20.8 29.5 18.1 0.7 36.2

180 33.3 23.3 30.6 35.0 21.1 18.3 16.1 0.6 29.4

2,378 45.7 38.9 35.4 34.4 33.3 23.3 20.1 0.1 23.9

290 44.5 37.9 36.2 34.5 31.7 33.8 17.9 0.0 23.1

152 35.5 28.9 42.1 30.9 34.9 34.9 20.4 0.7 25.0

1,328 38.0 31.7 30.3 34.2 30.2 20.9 18.1 0.2 29.1

1,215 49.5 42.7 38.4 34.7 34.9 27.1 20.0 0.0 20.3

286 53.8 40.9 43.0 32.2 35.7 31.1 24.8 0.3 17.8

171 40.9 38.0 43.3 35.1 28.7 25.7 21.1 0.6 24.6

1,112 44.8 40.0 44.5 37.7 36.7 29.7 23.2 0.2 19.1

950 49.4 41.1 42.1 36.8 37.7 27.9 22.8 0.0 19.2

677 52.6 42.5 46.1 45.3 42.2 33.4 27.6 0.1 16.7

412 56.3 44.2 46.6 45.4 44.7 35.7 25.7 0.0 15.0

1,230 41.0 33.5 24.8 30.2 27.1 18.8 16.7 0.2 31.1

851 41.7 35.6 35.5 35.3 31.0 26.2 18.6 0.2 24.0

834 46.5 41.8 41.0 42.3 37.2 28.2 22.3 0.4 20.5

1,284 44.9 35.9 32.6 28.7 31.0 21.5 18.7 0.0 26.2

1,574 44.5 35.8 38.6 32.3 31.6 25.7 19.3 0.1 23.1

1,251 46.5 42.0 32.9 36.8 35.5 23.0 20.7 0.2 23.9

26 30.8 34.6 19.2 26.9 11.5 7.7 3.8 0.0 38.5

262 38.2 30.9 35.5 35.9 29.0 28.2 16.4 0.4 25.6

1,452 46.1 38.8 34.8 35.1 33.1 23.8 19.1 0.1 22.5

914 45.2 38.8 37.9 32.4 33.8 25.7 21.4 0.1 24.7

295 52.5 41.7 38.3 48.1 39.0 31.5 23.1 0.0 21.7

250 54.4 43.6 37.6 44.8 37.6 25.6 19.6 0.8 14.0

362 39.0 30.9 36.2 29.6 30.7 25.1 19.3 0.0 27.3

1,108 36.5 31.0 34.0 21.2 25.4 21.8 16.5 0.1 29.4

204 34.3 27.9 40.7 19.1 26.5 22.5 12.7 0.0 28.4

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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⑤子供を通じた保育園・幼稚園・学校との関わり 

○ 子供を通じた保育園・幼稚園・学校との関わりでは、「授業参観等の学校行事にはできるだけ参

加している」が 48.9%で最も高く、次いで「特に関わりはない」が 25.7%、「子育てについての

悩み事を相談している」が 24.1%である。 

○ 性別にみると、「特に関わりはない」と、「その他」を除くすべての項目で女性が男性よりも高

く、女性の方が保育園・幼稚園・学校との関わりが深いことが分かる。 

○ 年代別にみると、男女ともに、年齢が高くなるにつれ、「特に関わりはない」が高くなる傾向に

ある。 

○ 労働時間別にみると、労働時間が長くなるにつれ、「特に関わりはない」が高くなる傾向にある。 

 

 

図表 43 保育園・幼稚園・学校との、子供を通じた関係について、当てはまるものをすべてお答えくだ

さい。（複数回答） 

 

  

48.9

24.1

17.9

14.5

15.3

0.1

25.7

12.1
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授業参観等の学校行事にはできるだけ参加している

子育てについての悩み事を相談している

保護者同士の交流会に参加している

勉強以外に、家庭の生活について相談したことがある

積極的にPTA活動を行っている

その他

特に関わりはない

子供が保育園・幼稚園・学校に通っていない

(%)

(n=3,000)
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図表 44 子供を通じた保育園・幼稚園・学校との関わり 

 

(単位：%）

n=

授業参観
等の学校
行事には
できるだ
け参加し
ている

子育てに
ついての
悩み事を
相談して
いる

保護者同
士の交流
会に参加
している

勉強以外
に、家庭
の生活に
ついて相
談したこと
がある

積極的に
PTA活動
を行ってい

る

その他
特に関わ
りはない

子供が保
育園・幼
稚園・学
校に通っ
ていない

3,000 48.9 24.1 17.9 14.5 15.3 0.1 25.7 12.1

1,367 38.0 13.1 12.2 8.6 10.5 0.1 36.8 10.8

男性20代 68 13.2 19.1 5.9 13.2 7.4 0.0 25.0 33.8

男性30代 420 41.9 17.6 11.2 10.7 9.0 0.0 31.7 12.4

男性40代 616 38.8 12.2 14.1 7.6 12.5 0.3 38.8 6.5

男性50代前半 263 36.5 6.5 11.0 6.5 8.7 0.0 43.3 12.2

女性計 1,633 57.9 33.4 22.6 19.4 19.4 0.1 16.5 13.3

女性20代 100 30.0 28.0 10.0 14.0 3.0 0.0 6.0 47.0

女性30代 518 54.8 38.0 19.7 18.5 14.7 0.0 12.7 18.0

女性40代 718 65.6 34.4 24.2 21.4 24.2 0.1 18.2 6.4

女性50代前半 297 54.2 24.6 27.9 17.8 21.2 0.3 22.2 10.4

1,041 40.2 25.0 14.9 12.8 8.9 0.1 21.2 23.0

393 57.8 33.6 22.9 19.1 19.1 0.0 23.7 3.8

381 64.8 21.5 18.6 18.4 19.7 0.0 24.1 2.6

364 58.8 24.5 18.7 16.2 21.7 0.3 27.2 3.3

388 48.7 20.6 20.1 11.3 17.3 0.0 31.4 7.0

433 39.3 18.7 17.1 12.5 16.2 0.5 33.5 14.1

2,851 49.3 24.2 18.0 14.3 15.5 0.1 25.3 12.2

149 40.3 22.1 16.1 17.4 10.7 0.7 34.9 11.4

180 41.1 21.1 16.1 13.3 9.4 0.6 34.4 11.1

2,378 48.9 23.8 17.5 13.5 14.9 0.1 25.4 12.6

290 53.4 25.5 22.8 18.3 23.8 0.3 24.8 8.3

152 48.0 30.3 17.1 23.7 12.5 0.0 23.0 13.8

1,328 41.9 22.7 15.5 13.0 13.3 0.2 25.3 19.1

1,215 53.0 25.7 19.6 14.5 15.8 0.0 26.7 7.1

286 60.5 25.2 22.4 19.6 19.2 0.0 23.1 4.5

171 54.4 22.8 16.4 18.1 20.5 0.6 26.9 6.4

1,112 49.8 27.4 19.2 13.5 16.5 0.1 22.8 12.6

950 49.8 26.1 19.4 16.0 15.3 0.2 24.6 12.7

677 52.1 29.1 23.0 16.2 17.0 0.3 21.1 13.6

412 52.2 29.1 23.5 15.3 18.9 0.0 20.4 14.6

1,230 47.2 20.7 15.8 14.3 14.1 0.2 28.3 11.9

851 45.8 21.9 13.7 14.0 13.9 0.1 29.6 12.2

834 53.7 28.9 22.7 15.0 19.3 0.2 21.8 11.9

1,284 48.0 22.7 17.6 14.6 13.6 0.1 25.9 11.9

1,574 49.2 24.1 16.6 14.1 16.3 0.2 28.7 7.9

1,251 49.7 24.5 19.6 14.7 14.7 0.0 20.9 17.3

26 38.5 23.1 19.2 11.5 11.5 0.0 26.9 19.2

262 42.0 22.9 13.4 13.7 15.6 0.4 23.7 19.8

1,452 49.0 24.7 17.1 14.9 14.4 0.1 26.0 12.1

914 51.3 24.5 21.6 14.9 16.6 0.2 25.1 9.0

295 60.7 35.3 21.7 21.7 20.3 0.0 16.3 9.8

250 60.8 26.4 17.2 16.0 16.4 0.0 19.6 6.8

362 45.6 23.2 13.8 14.1 16.9 0.6 28.5 10.5

1,108 42.1 16.0 13.6 9.9 11.0 0.2 35.0 10.4

204 30.9 17.2 17.6 8.8 11.3 0.0 39.7 9.3

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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⑥困ったときに助けてくれる人 

○ 困ったときに助けてくれる人は、「配偶者」が 65.7%で最も高く、次いで「実母」が 50.6%、「実

父」が 36.4%である。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者なしの世帯では、「近くにそのような人はいない」が 19.5%で

配偶者ありの世帯よりも高い。 

○ 同居家族構成別と近居状況別にみると、「近くにそのような人はいない」が、単親世帯では 21.1%、

近居している家族・親戚がいない世帯では 18.7%と高い。 

 

 

図表 45 困った時に助けてくれる人は近くにいますか。（複数回答） 
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図表 46 困ったときに助けてくれる人 

 

  

(単位：%）

n=

配偶者 実母 実父 義母
友人・知
人

自分また
は配偶者
の兄弟姉

妹

義父 子供
あなたの
親戚

配偶者の
親戚

子育て支
援団体

その他
近くにその
ような人
はいない

3,000 65.7 50.6 36.4 28.7 27.0 23.3 21.4 21.0 8.5 4.9 3.2 0.6 10.5

1,367 67.2 47.2 37.5 33.1 16.7 19.8 26.6 15.8 8.5 5.7 1.2 0.4 12.4

男性20代 68 69.1 57.4 48.5 45.6 26.5 33.8 32.4 4.4 10.3 8.8 2.9 0.0 7.4

男性30代 420 73.6 56.4 48.3 43.3 16.9 20.5 36.9 13.8 8.1 4.5 1.9 0.2 9.8

男性40代 616 63.1 44.5 34.3 30.2 15.6 18.3 24.7 16.2 8.1 6.2 1.0 0.6 13.8

男性50代前半 263 65.8 36.1 24.7 20.2 16.3 18.3 12.9 20.9 9.5 5.7 0.4 0.4 14.4

女性計 1,633 64.5 53.5 35.5 25.0 35.6 26.3 17.0 25.3 8.5 4.3 4.9 0.7 8.9

女性20代 100 64.0 66.0 51.0 33.0 34.0 30.0 28.0 10.0 15.0 7.0 12.0 3.0 6.0

女性30代 518 71.2 61.6 39.6 32.2 36.5 27.6 23.0 18.5 7.7 3.3 6.8 0.4 5.6

女性40代 718 60.3 52.4 35.4 24.2 34.1 25.9 16.2 28.0 8.5 4.5 3.5 0.4 10.4

女性50代前半 297 63.0 37.7 23.6 11.4 38.4 23.6 5.1 35.7 7.4 4.7 2.7 1.3 12.1

1,041 70.5 56.1 40.6 33.6 26.3 25.4 25.6 13.8 9.3 4.9 6.1 1.0 8.4

393 68.4 56.2 42.5 33.1 26.7 20.9 24.7 16.5 7.6 5.3 2.3 0.5 9.7

381 67.5 48.6 32.8 34.1 25.7 21.3 27.3 21.0 7.9 4.5 3.7 0.3 9.7

364 61.5 50.3 39.8 23.9 26.1 23.9 18.7 24.7 6.6 6.0 1.1 0.3 11.0

388 60.6 45.1 29.6 23.2 29.6 23.5 14.9 32.7 9.5 4.6 0.8 0.5 13.4

433 58.2 39.3 27.0 16.9 28.4 21.7 10.9 28.4 8.3 4.4 0.7 0.5 14.1

2,851 69.1 50.2 36.3 30.1 26.8 23.1 22.3 21.0 8.2 5.1 3.2 0.5 10.0

149 0.0 58.4 38.9 2.0 30.2 26.8 2.7 19.5 14.1 2.0 3.4 3.4 19.5

180 21.1 47.2 35.0 8.3 31.1 25.0 6.1 21.7 8.9 3.3 3.9 2.2 21.1

2,378 69.3 49.5 35.8 30.3 26.4 22.5 22.3 20.1 7.2 4.5 3.0 0.4 10.2

290 77.9 57.9 40.7 31.7 27.6 24.5 24.8 25.9 14.1 7.6 3.4 0.3 6.2

152 39.5 57.2 38.8 21.7 30.3 31.6 17.8 25.0 16.4 7.9 5.3 2.6 10.5

1,328 63.6 48.9 34.7 25.5 28.3 24.3 19.4 18.0 8.4 4.2 3.5 0.6 10.5

1,215 68.4 53.1 39.4 32.0 26.4 22.6 23.7 22.7 9.1 5.8 2.7 0.2 10.8

286 66.4 50.0 36.7 32.2 26.6 23.4 22.0 25.9 6.3 5.2 3.5 0.3 9.1

171 62.0 47.4 27.5 24.0 21.6 19.9 19.3 23.4 8.2 4.1 4.1 3.5 10.5

1,112 71.8 79.0 60.9 30.1 26.9 33.4 24.0 23.4 11.2 5.2 2.7 0.4 3.5

950 75.9 56.1 42.5 60.0 25.3 30.1 44.8 22.9 9.7 7.5 4.2 0.0 4.9

677 77.3 69.6 51.7 40.3 34.1 55.4 31.8 30.3 14.3 9.0 4.9 0.6 4.4

412 74.3 64.8 49.8 41.0 37.9 41.5 33.0 26.9 28.2 15.8 4.9 0.7 5.3

1,230 58.9 30.7 19.8 15.1 26.9 11.7 10.6 17.3 4.6 2.8 2.8 0.8 18.7

851 62.3 51.0 33.8 26.8 24.9 25.7 19.5 23.5 10.1 6.1 3.8 0.9 11.4

834 65.3 54.0 38.2 26.0 33.3 25.9 19.4 23.4 8.9 4.8 2.4 0.5 9.8

1,284 68.7 48.1 37.0 31.7 24.5 20.0 24.1 17.8 7.2 4.2 3.5 0.5 10.1

1,574 67.9 51.8 37.4 32.4 25.9 23.6 23.5 22.2 9.1 5.7 3.0 0.4 9.1

1,251 71.1 48.4 34.9 27.3 28.2 22.5 20.9 19.6 7.1 4.3 3.6 0.5 11.0

26 53.8 38.5 34.6 23.1 19.2 26.9 19.2 19.2 0.0 7.7 0.0 0.0 15.4

262 48.5 52.3 34.4 17.2 26.0 21.0 12.2 16.4 7.3 1.5 3.8 1.5 13.0

1,452 68.5 53.2 39.5 30.6 26.7 24.8 23.6 20.9 8.6 5.4 3.9 0.3 9.8

914 67.9 44.7 31.8 29.9 27.2 20.8 21.3 22.2 7.7 5.5 2.2 0.8 10.0

295 59.7 52.2 32.5 24.1 35.3 25.8 14.2 25.1 7.8 3.1 5.1 0.3 10.5

250 62.4 52.4 38.8 31.6 34.0 21.2 21.2 26.8 8.0 4.8 4.0 1.6 6.8

362 58.8 50.6 34.3 24.6 28.2 23.5 16.3 21.5 8.8 5.2 3.0 0.3 11.3

1,108 67.8 50.0 38.9 33.8 19.8 22.7 27.5 18.8 9.7 6.0 1.8 0.7 11.6

204 61.3 46.1 36.3 27.9 13.7 14.7 17.6 13.7 6.9 3.4 0.5 0.0 11.8

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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⑦子供とのふれ合い方 

○ 子供とのふれ合い方は、平日では「会話をする」が 78.7%、休日では「一緒に夕食を食べる」が

87.3%で最も高い。「その他」と「ふれ合う時間がとれない」を除く全ての項目で、休日の方が

平日よりも高くなっている。 

○ 性別にみると、平日・休日ともに、女性がほとんどの項目で男性よりも高い。 

○ 労働時間別にみると、労働時間が長くなるにつれ、平日の「ふれ合う時間がとれない」割合が

高くなる傾向にある。 

 

図表 47 あなたは、普段の生活で子供とどのようにふれ合っていますか。（複数回答） 
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図表 48 子供とのふれ合い方（平日） 

 

 

  

(単位：%）

n=

会話をす
る

一緒に夕
食を食べ
る

一緒にテ
レビ・ビデ
オを見る

一緒に朝
食を食べ
る

一緒に風
呂に入る

一緒に買
い物をす
る

一緒に遊
んだり、ス
ポーツをす

る

勉強を教
える

一緒に家
事や家の
手伝いを
する

本を読み
聞かせす

る
その他

ふれ合う
時間がと
れない

3,000 78.7 68.5 59.9 56.3 40.8 39.3 32.3 27.2 26.0 21.0 0.5 5.9

1,367 63.5 47.1 42.7 40.6 32.2 18.3 21.9 16.2 12.0 11.4 0.4 11.7

男性20代 68 63.2 45.6 39.7 45.6 58.8 14.7 44.1 11.8 19.1 25.0 0.0 5.9

男性30代 420 63.6 46.9 43.6 41.4 43.3 17.9 28.8 16.4 13.6 18.1 0.2 10.7

男性40代 616 64.6 45.0 44.2 41.2 30.0 20.3 19.0 17.7 11.9 9.3 0.6 11.9

男性50代前半 263 60.8 52.9 38.8 36.5 12.5 15.2 11.8 13.3 8.0 2.3 0.0 14.4

女性計 1,633 91.4 86.4 74.3 69.4 48.1 57.0 41.1 36.4 37.8 29.0 0.6 1.0

女性20代 100 93.0 81.0 85.0 79.0 87.0 73.0 78.0 22.0 34.0 61.0 2.0 0.0

女性30代 518 93.1 89.0 81.5 78.4 77.6 68.1 60.8 40.9 51.2 52.3 0.8 1.0

女性40代 718 91.2 86.8 73.0 67.5 33.8 52.5 32.0 39.8 35.2 17.4 0.0 0.8

女性50代前半 297 88.6 82.8 61.3 55.2 17.8 42.8 16.2 24.9 21.9 5.7 1.3 1.7

1,041 77.4 65.7 60.2 62.2 57.8 42.7 46.7 20.0 28.6 37.9 0.9 5.6

393 84.2 70.2 65.4 61.6 67.4 43.0 42.7 36.1 37.2 34.9 0.3 5.1

381 80.1 69.0 64.0 59.3 51.2 40.7 30.7 49.6 32.3 14.7 0.3 6.0

364 80.2 72.5 65.4 58.0 25.0 42.6 26.6 39.6 26.9 5.5 0.0 4.9

388 78.9 71.4 59.3 47.7 10.3 32.0 14.7 23.5 16.0 2.6 0.3 6.7

433 74.1 67.2 46.4 40.9 7.4 30.5 10.4 9.5 12.5 2.8 0.7 7.2

2,851 78.5 68.0 60.0 56.4 41.3 39.1 32.5 27.4 26.0 21.7 0.5 6.0

149 83.2 77.2 58.4 53.7 32.2 43.0 28.9 22.1 26.2 8.1 0.7 3.4

180 83.3 76.7 58.3 55.6 27.8 38.9 22.2 22.2 23.9 8.9 0.6 2.8

2,378 78.1 67.5 60.3 56.1 41.9 38.9 32.7 27.3 25.8 21.5 0.5 6.2

290 79.3 67.9 56.6 56.9 37.9 40.7 32.1 29.3 26.2 22.4 0.3 5.2

152 81.6 75.0 61.2 58.6 44.7 44.1 39.5 27.0 31.6 25.0 0.7 5.3

1,328 78.8 68.3 57.6 54.1 37.3 38.2 31.9 21.4 22.3 21.2 0.6 5.9

1,215 79.8 69.1 63.6 58.4 42.6 39.8 32.9 31.3 29.1 21.0 0.3 5.6

286 80.4 69.9 60.5 58.7 52.1 44.1 34.6 33.2 30.4 22.7 1.0 5.6

171 67.3 63.7 50.3 53.8 36.8 37.4 28.1 32.7 26.3 16.4 0.0 8.2

1,112 80.0 71.0 61.6 57.8 43.9 40.6 34.4 27.0 27.1 21.5 0.4 4.9

950 79.6 68.5 64.3 58.3 46.6 43.2 37.2 29.2 28.5 23.5 0.4 5.5

677 86.9 72.4 68.8 59.1 46.1 48.6 42.5 29.2 29.5 24.7 1.0 4.3

412 83.7 69.7 65.3 61.2 49.0 48.3 43.4 30.1 33.5 28.2 1.2 4.6

1,230 76.6 66.5 56.3 54.1 36.3 34.6 27.6 26.1 23.0 19.7 0.6 6.9

851 81.4 73.7 62.5 53.1 39.4 42.0 31.4 25.0 28.1 17.3 0.8 4.3

834 84.9 77.5 64.9 61.9 41.4 47.0 34.4 27.8 27.9 22.3 0.4 2.8

1,284 73.3 59.4 55.2 54.8 41.7 32.7 31.5 28.3 23.4 22.9 0.4 8.6

1,574 77.8 66.3 58.4 53.4 38.9 34.6 29.0 25.2 23.2 18.6 0.6 5.6

1,251 79.1 69.9 62.0 60.2 44.4 44.7 36.9 30.4 29.5 25.6 0.4 6.6

26 88.5 88.5 57.7 61.5 34.6 46.2 38.5 23.1 30.8 23.1 0.0 3.8

262 85.1 75.2 61.5 59.9 43.9 47.7 35.5 27.9 29.8 21.8 0.8 3.1

1,452 79.5 70.5 62.3 59.2 46.1 41.2 36.4 27.5 27.8 24.0 0.3 4.8

914 74.9 62.1 54.9 51.2 33.3 33.7 25.6 27.5 22.9 18.5 0.9 8.8

295 88.8 86.8 70.2 71.5 43.4 54.2 33.9 38.6 36.9 20.0 1.0 1.7

250 84.0 78.8 66.8 56.8 41.6 48.0 32.4 28.0 30.8 19.6 0.8 1.6

362 82.0 74.0 57.7 50.6 41.7 32.0 27.1 23.8 23.2 19.3 0.3 2.5

1,108 68.0 51.3 47.1 44.9 34.1 21.9 24.3 17.3 13.9 13.8 0.4 10.3

204 54.9 33.3 39.7 36.3 25.0 17.6 15.7 15.7 11.8 7.8 1.0 17.6

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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図表 49 子供とのふれ合い方（休日） 

 

  

(単位：%）

n=

会話をす
る

一緒に夕
食を食べ
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一緒にテ
レビ・ビデ
オを見る

一緒に朝
食を食べ
る

一緒に風
呂に入る

一緒に買
い物をす
る

一緒に遊
んだり、ス
ポーツをす

る

勉強を教
える

一緒に家
事や家の
手伝いを
する

本を読み
聞かせす

る
その他

ふれ合う
時間がと
れない

3,000 81.2 87.3 68.0 68.6 45.9 64.0 50.5 29.4 35.5 24.3 0.2 2.0

1,367 71.8 82.1 58.4 60.5 46.2 51.9 48.7 24.5 25.2 19.1 0.0 3.7

男性20代 68 66.2 77.9 55.9 66.2 75.0 48.5 60.3 16.2 27.9 39.7 0.0 1.5

男性30代 420 76.2 86.0 65.2 70.2 70.7 63.8 65.2 29.3 34.3 33.6 0.0 1.9

男性40代 616 73.7 80.7 57.6 58.0 40.6 49.8 46.3 26.1 24.2 14.0 0.0 4.2

男性50代前半 263 62.0 80.2 49.8 49.4 12.5 38.8 25.1 15.2 12.2 2.7 0.0 5.7

女性計 1,633 89.0 91.6 76.1 75.4 45.7 74.1 51.9 33.4 44.2 28.7 0.3 0.7

女性20代 100 92.0 86.0 87.0 80.0 84.0 87.0 86.0 21.0 44.0 62.0 1.0 0.0

女性30代 518 93.1 93.1 84.9 86.5 72.4 85.9 73.4 39.2 56.9 51.0 0.6 0.8

女性40代 718 87.2 93.3 75.6 73.3 33.4 73.4 43.7 35.1 41.8 17.7 0.0 0.7

女性50代前半 297 85.2 86.9 57.9 59.6 16.2 50.8 22.9 23.6 27.6 5.1 0.3 0.7

1,041 82.8 86.1 70.1 74.6 65.7 69.8 63.2 22.4 37.8 42.8 0.4 1.9

393 88.0 92.6 79.9 81.2 75.8 79.6 75.6 46.1 52.7 44.5 0.0 0.5

381 84.3 91.6 77.7 76.1 60.6 72.4 60.6 52.0 44.1 17.3 0.0 1.6

364 81.9 89.8 69.5 69.2 25.0 65.1 44.8 41.2 36.8 5.8 0.0 1.4

388 77.6 86.3 59.8 55.9 10.1 48.7 25.8 20.9 24.0 2.3 0.0 2.6

433 70.9 80.1 49.7 46.9 8.1 41.1 15.0 8.8 15.9 2.8 0.2 4.2

2,851 81.5 87.4 68.2 69.2 46.7 64.2 51.3 29.8 35.6 24.8 0.1 2.0

149 74.5 83.9 63.8 56.4 31.5 59.7 34.2 20.8 34.2 14.1 0.7 2.7

180 73.9 86.7 66.7 60.6 28.3 56.7 34.4 20.0 32.8 12.2 0.6 2.2

2,378 82.0 87.3 68.0 69.8 47.6 64.8 51.6 29.4 35.6 25.3 0.2 2.1

290 80.3 86.9 66.2 64.1 41.7 61.4 51.0 35.2 35.2 21.4 0.0 1.7

152 78.3 87.5 72.4 67.1 49.3 65.8 50.7 28.3 37.5 28.9 0.0 1.3

1,328 80.8 84.8 64.7 66.0 41.1 60.4 47.6 22.4 30.0 24.8 0.2 2.1

1,215 82.7 90.1 71.8 71.4 49.3 69.1 54.7 35.3 41.2 25.1 0.1 1.6

286 82.5 90.6 71.3 71.0 56.6 63.3 51.0 33.2 36.4 22.7 0.3 2.1

171 70.8 80.7 61.4 64.3 41.5 56.7 41.5 34.5 35.7 17.5 0.0 4.7

1,112 81.6 87.8 69.7 70.1 49.3 66.5 53.1 28.4 38.1 25.0 0.3 1.7

950 82.1 88.8 72.4 71.1 52.4 69.8 55.9 31.9 40.0 27.7 0.1 1.8

677 87.6 88.9 75.8 72.4 48.3 72.8 61.3 30.1 40.6 26.3 0.4 1.9

412 85.9 86.9 73.5 70.6 52.7 72.8 60.9 30.1 43.4 29.4 0.7 1.0

1,230 79.8 85.7 64.1 65.5 41.5 58.7 45.4 28.4 30.8 21.9 0.2 2.4

851 82.1 87.5 68.0 63.3 42.0 63.2 45.6 24.2 34.5 17.5 0.2 1.5

834 84.2 88.8 68.8 72.2 42.7 66.4 48.1 28.2 36.7 24.0 0.2 1.1

1,284 78.9 86.2 67.8 69.9 50.9 63.3 55.4 33.3 35.4 29.0 0.1 2.9

1,574 79.8 86.7 67.7 67.1 44.0 62.1 48.8 28.8 34.3 21.7 0.3 2.4

1,251 83.6 88.3 69.0 72.1 50.4 67.1 54.7 31.2 37.4 28.8 0.0 1.5

26 84.6 88.5 61.5 61.5 34.6 53.8 42.3 26.9 23.1 23.1 0.0 3.8

262 80.5 86.6 63.4 69.1 42.4 60.7 41.6 27.1 36.6 22.9 0.4 1.1

1,452 84.2 88.9 70.9 70.5 53.0 67.6 56.0 29.6 38.2 27.1 0.3 1.4

914 77.2 85.2 64.8 66.7 38.6 60.6 46.4 30.9 32.5 22.2 0.0 3.4

295 83.1 91.9 73.2 77.6 42.0 71.9 47.8 36.3 40.3 20.7 0.3 0.7

250 83.2 88.4 72.4 67.6 42.0 67.6 43.6 27.2 37.2 19.2 0.4 1.2

362 79.0 86.2 61.9 64.6 42.8 59.4 44.5 25.4 33.4 23.5 0.3 0.6

1,108 75.9 84.7 62.6 64.0 46.6 57.3 52.0 25.2 28.3 21.7 0.1 3.2

204 65.7 78.4 58.8 51.5 44.1 50.0 40.7 23.5 26.5 14.2 0.5 6.4

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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⑧子供とふれ合う時間 

○ 子供とふれ合う時間は、平均で平日 2.3時間、休日 3.7時間である。 

○ 性別にみると、男性の平均時間は平日 1.5時間、休日 3.5時間、女性は平日 3.1時間、休日 4.0

時間であり、平日、休日ともに女性の方がふれ合う時間が長くなっているが、休日では男女差

は小さくなっている。 

○ 労働時間別にみると、労働時間が長くなるにつれ、平日の子供とふれ合う時間が短くなる傾向

にある。 

○ 平成 20年度調査と比べると、平日、休日ともに子供とふれ合う時間が短くなっている。 

 

 

図表 50 あなたは、子供とふれ合う時間が普段一日にどのくらいありますか。 

 

17.2

4.3

26.4

8.4

24.4

6.6

25.6

11.1

20.2

10.0

17.7

14.2

10.6

9.1

8.5

10.2

27.6

70.1

21.8

56.1

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

H20平日 (n=3,000)

H20休日 (n=3,000)

H28平日 (n=3,000)

H28休日 (n=3,000)

1時間未満 1～2時間未満 2～3時間未満 3～4時間未満 4時間以上
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図表 51 子供とふれ合う時間（平日） 

 
※平均時間は、「1時間未満」を（0.5時間）、「1～2時間未満」を（1.5時間）、「2～3時間未満」を

（2.5時間）、「3～4時間未満」を（3.5時間）、「4時間以上」を（5時間）として算出した。 

(単位：%）

n=

1時間未
満

1～2時間
未満

2～3時間
未満

3～4時間
未満

4時間以
上

平均時間
（時間）

3,000 26.4 25.6 17.7 8.5 21.8 2.3

1,367 43.1 32.4 15.8 4.3 4.4 1.5

男性20代 68 27.9 22.1 30.9 4.4 14.7 2.1

男性30代 420 38.3 36.7 14.5 5.0 5.5 1.6

男性40代 616 43.8 32.3 15.9 4.5 3.4 1.4

男性50代前半 263 52.9 28.5 13.7 2.7 2.3 1.2

女性計 1,633 12.4 20.0 19.3 11.9 36.4 3.1

女性20代 100 1.0 7.0 6.0 10.0 76.0 4.4

女性30代 518 4.6 13.1 17.2 11.0 54.1 3.7

女性40代 718 14.9 23.5 22.4 13.4 25.8 2.7

女性50代前半 297 23.9 27.6 19.9 10.8 17.8 2.3

1,041 20.8 23.2 15.4 7.3 33.3 2.8

393 21.6 24.9 18.1 11.2 24.2 2.5

381 23.4 26.5 20.5 10.0 19.7 2.4

364 25.5 25.8 22.0 11.0 15.7 2.2

388 33.8 27.3 18.8 7.7 12.4 1.9

433 40.9 29.8 15.9 6.0 7.4 1.6

2,851 26.3 25.8 17.6 8.5 21.8 2.3

149 27.5 22.8 19.5 8.1 22.1 2.4

180 31.1 26.1 18.3 8.3 16.1 2.1

2,378 26.1 25.7 17.1 8.4 22.7 2.4

290 28.3 26.6 20.3 7.2 17.6 2.2

152 21.7 21.7 21.7 11.8 23.0 2.5

1,328 28.6 23.0 17.6 8.7 22.1 2.3

1,215 23.8 27.3 18.3 8.6 22.1 2.4

286 24.8 28.7 15.7 7.3 23.4 2.4

171 30.4 29.2 17.5 8.2 14.6 2.0

1,112 22.4 27.8 18.8 8.5 22.5 2.4

950 23.5 24.1 18.6 8.7 25.1 2.5

677 20.7 24.7 18.9 8.4 27.3 2.6

412 21.8 20.4 17.0 9.5 31.3 2.7

1,230 31.3 25.0 15.9 8.2 19.7 2.2

851 23.4 26.2 17.9 8.5 24.1 2.5

834 19.9 23.9 20.9 9.8 25.5 2.6

1,284 32.6 26.5 15.5 7.8 17.7 2.1

1,574 29.2 28.3 20.3 8.8 13.5 2.1

1,251 22.9 22.5 14.5 8.2 31.9 2.7

26 19.2 30.8 7.7 3.8 38.5 2.8

262 17.6 26.7 14.1 9.2 32.4 2.8

1,452 23.4 26.6 17.8 8.4 23.8 2.4

914 34.0 26.5 17.0 7.7 14.9 2.0

295 14.9 21.7 18.6 10.2 34.6 3.0

250 16.8 24.8 20.8 15.2 22.4 2.6

362 22.7 29.8 24.3 9.4 13.8 2.2

1,108 40.6 32.5 17.7 5.4 3.8 1.5

204 57.8 27.0 8.8 2.0 4.4 1.2

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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図表 52 子供とふれ合う時間（休日） 

 
※平均時間は、「1時間未満」を（0.5時間）、「1～2時間未満」を（1.5時間）、「2～3時間未満」を

（2.5時間）、「3～4時間未満」を（3.5時間）、「4時間以上」を（5時間）として算出した。 

(単位：%）

n=

1時間未
満

1～2時間
未満

2～3時間
未満

3～4時間
未満

4時間以
上

平均時間
（時間）

3,000 8.4 11.1 14.2 10.2 56.1 3.7

1,367 11.0 12.9 17.4 10.8 47.8 3.5

男性20代 68 4.4 5.9 13.2 5.9 70.6 4.2

男性30代 420 2.9 10.2 11.9 11.7 63.3 4.0

男性40代 616 12.2 12.8 19.2 10.6 45.3 3.4

男性50代前半 263 23.2 19.4 23.2 11.0 23.2 2.5

女性計 1,633 6.2 9.5 11.6 9.8 63.0 4.0

女性20代 100 1.0 3.0 2.0 2.0 92.0 4.8

女性30代 518 1.5 3.7 6.8 4.6 83.4 4.6

女性40代 718 7.7 10.7 13.2 12.8 55.6 3.8

女性50代前半 297 12.5 18.9 19.2 14.1 35.4 3.1

1,041 4.2 7.4 9.6 8.0 70.8 4.2

393 1.8 6.4 10.7 5.9 75.3 4.3

381 4.2 6.8 11.5 11.8 65.6 4.1

364 6.3 11.5 19.5 12.1 50.5 3.6

388 14.7 18.6 19.8 14.2 32.7 3.0

433 24.2 20.8 21.5 13.2 20.3 2.4

2,851 8.0 11.1 14.3 10.3 56.3 3.7

149 16.1 10.7 12.8 8.7 51.7 3.4

180 16.1 12.2 16.7 10.0 45.0 3.3

2,378 7.7 10.6 14.3 10.2 57.1 3.8

290 9.3 14.5 13.1 9.7 53.4 3.6

152 7.9 9.9 11.8 12.5 57.9 3.8

1,328 10.9 11.4 14.1 9.2 54.4 3.6

1,215 5.5 10.2 14.8 10.5 59.0 3.9

286 8.4 11.2 11.2 13.3 55.9 3.8

171 9.4 14.0 16.4 11.7 48.5 3.5

1,112 7.3 10.3 13.5 10.0 58.9 3.8

950 6.1 9.4 13.6 9.9 61.1 3.9

677 7.7 7.7 11.1 10.6 62.9 3.9

412 6.1 8.7 11.7 7.5 66.0 4.0

1,230 10.7 12.7 15.4 9.9 51.4 3.5

851 9.4 10.9 15.2 9.5 55.0 3.7

834 8.2 12.0 11.6 11.2 57.1 3.8

1,284 7.7 10.4 15.3 10.4 56.3 3.8

1,574 9.7 12.5 15.2 11.2 51.4 3.6

1,251 5.9 8.7 13.3 9.4 62.7 4.0

26 7.7 38.5 3.8 3.8 46.2 3.2

262 7.6 12.2 14.1 9.2 56.9 3.7

1,452 5.6 10.1 13.3 10.5 60.5 3.9

914 11.9 12.3 15.9 9.7 50.2 3.5

295 8.5 11.9 12.9 10.2 56.6 3.7

250 8.4 13.6 12.4 12.0 53.6 3.7

362 9.7 9.9 18.2 11.9 50.3 3.6

1,108 9.2 13.0 16.6 11.3 49.9 3.5

204 16.7 12.3 16.2 5.9 49.0 3.3

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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（３）家庭における子供の基本的な生活習慣 

①朝食を食べる頻度 

○ 朝食を食べる頻度は、「毎日」が 83.3%で最も高く、次いで「週に 5～6日」が 6.4%、「朝食は食

べていない」は 3.6%である。 

○ 性年代別にみると、「朝食を食べていない」が 20代の男性 7.4%、女性 7.0%で上の年代よりも高

くなっている。 

○ 末子年齢別にみると、年齢が高くなるにつれ、「毎日」が低くなる傾向が見られ、「朝食は食べ

ていない」が 13～15歳では 4.9%、16～18歳では 4.8%である。 

 

 

 

図表 53 あなたのお子さんは、どのくらいの頻度で朝食を食べますか。 

 

  

83.3 6.4 2.6 3.1

1.0

3.6

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

毎日 週に5～6日 週に3～4日 週に1～2日 それ以下（月に数回） 朝食は食べていない



 

41 

 

図表 54 朝食を食べる頻度 

 

(単位：%）

n=

毎日
週に5～6

日
週に3～4

日
週に1～2

日

それ以下
（月に数
回）

朝食は食
べていな
い

3,000 83.3 6.4 2.6 3.1 1.0 3.6

1,367 78.1 8.5 3.1 5.0 1.8 3.7

男性20代 68 72.1 13.2 2.9 4.4 0.0 7.4

男性30代 420 77.6 6.9 5.0 7.1 1.0 2.4

男性40代 616 80.0 8.8 1.6 3.2 2.4 3.9

男性50代前半 263 75.7 9.1 3.4 5.7 1.9 4.2

女性計 1,633 87.6 4.7 2.1 1.6 0.4 3.6

女性20代 100 82.0 8.0 3.0 0.0 0.0 7.0

女性30代 518 90.3 2.9 1.0 1.0 0.0 4.8

女性40代 718 88.4 4.6 2.2 1.7 0.6 2.5

女性50代前半 297 82.8 7.1 3.7 3.0 0.7 2.7

1,041 82.6 5.2 3.0 3.7 0.6 5.0

393 88.0 5.1 2.0 3.6 0.3 1.0

381 86.9 5.8 2.1 2.6 1.0 1.6

364 85.2 8.2 1.1 2.5 1.4 1.6

388 80.9 8.5 2.6 1.8 1.3 4.9

433 77.8 7.9 3.7 3.7 2.1 4.8

2,851 83.7 6.2 2.6 3.0 1.1 3.4

149 74.5 10.7 1.3 5.4 0.0 8.1

180 77.2 10.0 1.7 5.0 0.6 5.6

2,378 83.9 6.0 2.7 3.1 1.0 3.3

290 84.5 6.9 1.0 2.4 1.4 3.8

152 78.3 7.9 3.9 3.3 0.7 5.9

1,328 81.1 7.5 2.7 2.8 1.1 4.9

1,215 86.0 5.1 2.2 3.1 1.1 2.5

286 82.9 7.7 3.1 4.2 0.0 2.1

171 81.3 5.8 2.9 4.1 1.8 4.1

1,112 83.5 6.0 3.1 3.0 0.5 4.0

950 84.2 5.9 2.6 2.9 1.3 3.1

677 83.3 5.5 3.2 3.0 1.0 4.0

412 84.2 6.6 1.9 3.2 1.5 2.7

1,230 82.3 6.9 2.4 3.4 1.1 4.0

851 79.0 8.8 3.4 3.4 1.3 4.1

834 86.0 4.7 2.6 2.8 0.7 3.2

1,284 84.7 6.1 1.9 3.2 0.9 3.3

1,574 82.1 6.8 2.9 3.1 1.3 3.7

1,251 85.9 5.4 2.2 2.8 0.8 2.9

26 73.1 11.5 3.8 7.7 0.0 3.8

262 80.9 8.0 2.3 1.9 0.4 6.5

1,452 83.8 6.0 2.9 3.5 1.0 2.8

914 82.2 7.4 2.3 3.1 1.1 3.9

295 85.4 7.1 3.1 1.7 0.0 2.7

250 84.8 5.6 4.0 1.6 0.4 3.6

362 81.8 6.4 2.2 4.7 1.4 3.6

1,108 79.5 8.3 2.4 4.2 1.7 3.9

204 76.5 6.9 3.9 6.4 1.5 4.9

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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②就寝時刻 

○ 就寝時刻は、平日では「午後 9時～午後 10時より前」が 32.1%で最も高く、次いで「午後 9時

より前」が 21.9%、「午後 10時～午後 11時より前」が 19.8%である。休日では、「午後 9時～午

後 10時より前」が 29.1%で最も高く、次いで「午後 10時～午後 11時より前」が 23.1%、「午後

9時より前」が 19.3%である。 

○ 末子年齢別にみると、年齢が上がるにつれて就寝時刻は遅くなる傾向にある。 

 

 

図表 55 あなたのお子さんは、普段何時頃に就寝しますか。 

 

21.9

19.3

32.1

29.1

19.8

23.1

16.1

16.4

7.8

8.7

2.4

3.4

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

平日 (n=3,000)

休日 (n=3,000)

午後9時より前 午後9時～午後10時より前 午後10時～午後11時より前

午後11時～午前0時より前 午前0時～午前1時より前 午前1時以降
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図表 56 就寝時刻（平日） 

 

(単位：%）

n=

午後9時よ
り前

午後9時
～午後10
時より前

午後10時
～午後11
時より前

午後11時
～午前0
時より前

午前0時
～午前1
時より前

午前1時
以降

3,000 21.9 32.1 19.8 16.1 7.8 2.4

1,367 22.8 34.5 19.9 15.1 5.9 1.9

男性20代 68 36.8 35.3 16.2 8.8 0.0 2.9

男性30代 420 34.8 43.1 14.3 6.0 1.7 0.2

男性40代 616 17.5 35.7 23.2 16.6 5.2 1.8

男性50代前半 263 12.2 17.5 22.1 28.1 15.6 4.6

女性計 1,633 21.1 30.1 19.7 17.0 9.4 2.8

女性20代 100 37.0 40.0 14.0 9.0 0.0 0.0

女性30代 518 35.3 42.5 14.7 4.4 1.7 1.4

女性40代 718 14.9 28.8 24.0 19.6 10.4 2.2

女性50代前半 297 6.1 8.1 20.2 35.0 23.2 7.4

1,041 32.9 37.0 14.0 10.6 3.7 1.8

393 30.5 50.6 15.8 1.8 1.0 0.3

381 23.9 52.8 18.9 2.9 0.8 0.8

364 11.0 36.3 38.5 11.5 2.5 0.3

388 6.7 8.2 30.7 36.1 14.7 3.6

433 8.3 3.0 12.7 40.2 28.2 7.6

2,851 22.3 32.5 19.7 15.7 7.5 2.2

149 13.4 23.5 21.5 23.5 12.8 5.4

180 14.4 20.6 26.1 21.1 15.0 2.8

2,378 23.0 32.8 19.3 15.4 7.3 2.1

290 15.9 33.4 22.1 18.3 7.2 3.1

152 23.7 31.6 15.8 17.1 7.2 4.6

1,328 20.9 26.1 17.4 20.2 11.8 3.5

1,215 23.3 36.5 22.1 12.7 4.4 1.1

286 23.4 40.2 21.3 8.7 3.5 2.8

171 16.4 33.3 19.9 21.6 7.0 1.8

1,112 21.6 32.9 19.8 16.9 6.8 2.0

950 21.9 36.7 18.8 14.4 6.4 1.7

677 20.8 34.3 19.9 15.8 7.7 1.5

412 21.4 35.2 18.7 16.5 6.8 1.5

1,230 23.0 28.4 21.0 16.2 8.4 3.1

851 19.5 31.3 20.6 17.3 8.8 2.6

834 20.1 30.3 18.5 19.3 9.0 2.8

1,284 24.6 33.7 20.2 13.5 6.2 1.8

1,574 18.4 33.2 20.8 17.7 7.8 2.2

1,251 27.3 31.8 18.2 13.3 7.0 2.2

26 19.2 26.9 23.1 15.4 11.5 3.8

262 19.5 32.4 20.2 13.4 9.9 4.6

1,452 26.3 32.8 19.9 13.7 6.1 1.2

914 17.1 30.9 19.3 20.0 10.0 2.8

295 20.7 33.2 19.7 18.3 5.8 2.4

250 16.0 27.6 24.8 16.8 12.0 2.8

362 18.2 31.8 20.2 17.4 9.1 3.3

1,108 21.3 34.4 19.7 16.1 6.7 1.9

204 19.1 30.9 20.6 19.1 8.3 2.0

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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図表 57 就寝時刻（休日） 

 

(単位：%）

n=

午後9時よ
り前

午後9時
～午後10
時より前

午後10時
～午後11
時より前

午後11時
～午前0
時より前

午前0時
～午前1
時より前

午前1時
以降

3,000 19.3 29.1 23.1 16.4 8.7 3.4

1,367 20.1 31.3 23.7 15.4 6.8 2.6

男性20代 68 35.3 36.8 11.8 8.8 4.4 2.9

男性30代 420 30.2 41.9 17.9 7.6 1.7 0.7

男性40代 616 15.7 31.3 27.9 16.2 6.3 2.4

男性50代前半 263 10.3 12.9 26.2 27.8 16.7 6.1

女性計 1,633 18.6 27.3 22.7 17.1 10.2 4.0

女性20代 100 33.0 38.0 19.0 9.0 1.0 0.0

女性30代 518 32.4 38.2 20.1 6.2 2.1 1.0

女性40代 718 12.8 25.9 26.0 18.9 11.8 4.5

女性50代前半 297 3.7 8.1 20.2 34.7 23.6 9.8

1,041 31.3 35.3 15.6 10.2 5.8 1.9

393 26.5 47.3 21.6 3.1 1.3 0.3

381 19.2 44.4 28.9 5.5 0.8 1.3

364 9.6 28.3 41.2 16.8 3.6 0.5

388 4.6 8.2 30.2 36.3 14.4 6.2

433 5.3 3.9 16.2 34.6 28.4 11.5

2,851 19.9 29.6 23.0 16.1 8.3 3.1

149 8.7 20.1 25.5 20.8 14.8 10.1

180 13.9 16.1 27.2 21.1 13.9 7.8

2,378 20.2 30.0 22.7 16.1 8.2 2.8

290 15.2 29.7 24.8 17.6 8.6 4.1

152 19.1 29.6 21.7 13.2 9.9 6.6

1,328 17.8 24.8 21.4 19.4 11.6 5.1

1,215 20.9 32.7 24.7 13.7 6.1 1.9

286 21.7 36.0 25.2 10.1 4.2 2.8

171 15.8 26.3 22.2 22.2 11.7 1.8

1,112 18.8 30.2 22.0 17.5 8.3 3.1

950 18.4 34.0 22.1 16.0 6.7 2.7

677 18.2 31.5 22.0 17.6 8.1 2.7

412 19.2 30.6 22.8 16.3 9.0 2.2

1,230 20.4 25.9 24.7 16.0 8.8 4.1

851 16.6 27.5 24.2 19.2 8.1 4.5

834 16.7 29.4 20.5 18.1 11.8 3.6

1,284 22.8 30.2 24.0 13.6 7.0 2.4

1,574 15.8 29.3 24.3 18.3 8.9 3.4

1,251 24.9 29.9 21.5 13.5 7.5 2.6

26 19.2 34.6 15.4 11.5 15.4 3.8

262 18.3 27.1 23.3 14.5 11.5 5.3

1,452 22.9 30.2 23.6 14.3 6.5 2.5

914 15.4 28.0 22.0 19.6 11.3 3.7

295 15.9 28.5 24.7 17.6 9.5 3.7

250 12.8 24.4 26.8 21.2 10.8 4.0

362 16.9 28.2 24.9 16.9 8.0 5.2

1,108 19.0 30.9 23.5 15.8 7.8 3.2

204 18.1 27.9 23.0 18.1 10.8 2.0

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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③起床時刻 

○ 起床時刻は、平日では「午前 6時 30分～7時より前」が 31.7%で最も高く、次いで「午前 6時

～6時 30分より前」が 27.1%、「午前 7時～7時 30分より前」が 22.2%である。休日では、「午

前 7時～7時 30分より前」が 24.2%で最も高く、次いで「午前 6時 30分～7時より前」と、「午

前 7時 30～8時より前」が 15.6%である。 

 

 

 

 

 

図表 58 あなたのお子さんは、普段何時頃に起床しますか。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

平日 (n=3,000)

休日 (n=3,000)

午前6時より前 午前6時～6時30分より前 午前6時30分～7時より前

午前7時～7時30分より前 午前7時30分～8時より前 午前8時～8時30分より前

午前8時30分～9時より前 午前9時～9時30分より前 午前10時より遅い
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図表 59 起床時刻（平日） 

 
 

  

(単位：%）

n=

午前6時よ
り前

午前6時
～6時30
分より前

午前6時
30分～7
時より前

午前7時
～7時30
分より前

午前7時
30分～8
時より前

午前8時
～8時30
分より前

午前8時
30分～9
時より前

午前9時
～9時30
分より前

午前10時
より遅い

3,000 7.8 27.1 31.7 22.2 6.5 2.2 1.0 0.5 1.0

1,367 7.0 28.0 32.4 22.2 6.0 2.0 0.8 0.5 1.0

男性20代 68 5.9 22.1 22.1 17.6 17.6 5.9 4.4 1.5 2.9

男性30代 420 5.2 26.0 30.7 26.0 7.4 2.6 1.0 0.7 0.5

男性40代 616 7.1 29.1 36.4 19.5 4.4 1.6 0.5 0.2 1.3

男性50代前半 263 9.9 30.4 28.5 24.0 4.6 0.8 0.4 0.8 0.8

女性計 1,633 8.4 26.4 31.1 22.1 6.9 2.4 1.2 0.6 1.0

女性20代 100 6.0 15.0 18.0 24.0 18.0 7.0 4.0 5.0 3.0

女性30代 518 4.8 19.9 32.8 24.9 10.2 4.2 2.1 0.4 0.6

女性40代 718 9.5 30.1 32.6 21.0 3.9 1.3 0.4 0.3 1.0

女性50代前半 297 12.8 32.7 29.0 19.2 4.4 0.3 0.3 0.0 1.3

1,041 6.4 20.1 27.4 25.7 10.6 4.9 2.5 1.2 1.2

393 4.8 24.4 34.4 24.7 8.9 2.0 0.3 0.3 0.3

381 6.0 29.7 43.6 17.6 1.3 0.8 0.0 0.3 0.8

364 6.6 31.3 39.3 20.3 1.4 0.3 0.0 0.3 0.5

388 9.5 33.2 32.0 19.1 4.6 0.5 0.0 0.0 1.0

433 14.5 35.3 22.6 19.6 4.8 0.2 0.7 0.2 1.8

2,851 7.6 27.2 31.5 22.2 6.7 2.3 1.1 0.5 0.8

149 10.1 26.2 34.9 20.8 2.7 0.0 0.0 0.7 4.7

180 11.7 26.7 31.7 22.8 4.4 0.6 0.6 0.0 1.7

2,378 7.4 26.2 32.0 22.8 6.6 2.6 1.1 0.5 0.8

290 7.2 33.8 30.0 19.3 5.5 0.7 1.0 0.7 1.7

152 9.9 28.9 30.3 17.8 8.6 1.3 0.0 0.7 2.6

1,328 8.4 26.7 28.9 21.9 8.2 2.4 1.7 0.6 1.2

1,215 7.3 27.7 34.2 22.2 4.6 2.1 0.6 0.2 1.0

286 5.9 29.0 31.1 23.1 7.7 1.4 0.3 0.7 0.7

171 8.8 23.4 36.8 22.2 4.1 2.3 0.0 1.8 0.6

1,112 8.7 25.5 31.9 20.3 8.5 2.2 1.2 0.8 0.9

950 6.7 26.9 33.2 20.6 7.5 2.5 1.5 0.7 0.3

677 8.0 24.1 30.7 21.0 10.9 2.5 1.3 0.7 0.7

412 7.0 26.7 28.6 24.3 8.7 2.2 1.2 1.0 0.2

1,230 7.6 26.8 32.4 23.6 4.9 2.0 0.7 0.5 1.5

851 8.1 26.4 30.7 22.4 7.5 1.9 0.8 0.8 1.3

834 8.2 28.1 30.6 22.9 5.9 2.6 0.7 0.2 0.8

1,284 7.4 26.9 33.3 21.3 6.2 2.2 1.2 0.5 0.8

1,574 8.3 29.9 33.4 20.1 5.4 1.3 0.5 0.5 0.6

1,251 7.0 24.1 29.0 24.9 8.3 3.5 1.7 0.6 1.0

26 3.8 11.5 42.3 23.1 3.8 7.7 3.8 0.0 3.8

262 9.2 23.3 28.6 19.8 8.0 4.6 1.9 1.1 3.4

1,452 7.1 25.2 31.8 23.6 7.6 2.0 1.2 0.6 0.9

914 8.0 30.5 32.2 21.7 4.9 1.5 0.3 0.4 0.4

295 9.5 26.1 32.5 21.0 6.4 2.0 0.3 1.0 1.0

250 8.0 32.0 33.2 17.2 4.8 1.6 1.2 0.0 2.0

362 6.6 27.3 34.5 22.4 6.4 1.1 0.6 0.3 0.8

1,108 7.2 29.1 32.8 21.3 6.0 1.6 0.7 0.5 0.9

204 11.3 27.0 27.5 26.0 3.9 2.0 0.5 1.0 1.0

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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図表 60 起床時刻（休日） 

 

 

  

(単位：%）

n=

午前6時よ
り前

午前6時
～6時30
分より前

午前6時
30分～7
時より前

午前7時
～7時30
分より前

午前7時
30分～8
時より前

午前8時
～8時30
分より前

午前8時
30分～9
時より前

午前9時
～9時30
分より前

午前10時
より遅い

3,000 3.3 8.8 15.6 24.2 15.6 13.1 6.5 6.1 6.7

1,367 4.0 9.3 16.0 27.2 14.7 12.8 5.5 5.2 5.3

男性20代 68 5.9 7.4 20.6 23.5 14.7 10.3 10.3 5.9 1.5

男性30代 420 2.9 11.0 15.7 32.6 16.7 12.1 4.3 2.6 2.1

男性40代 616 4.9 8.9 16.7 26.8 14.9 11.5 4.7 5.7 5.8

男性50代前半 263 3.4 8.0 13.7 20.5 11.0 17.5 8.0 8.0 9.9

女性計 1,633 2.8 8.5 15.3 21.6 16.4 13.4 7.3 6.9 7.9

女性20代 100 4.0 11.0 14.0 21.0 20.0 13.0 6.0 8.0 3.0

女性30代 518 2.3 8.3 19.7 24.9 19.1 15.4 5.8 2.9 1.5

女性40代 718 3.3 8.6 13.4 21.0 15.2 12.7 8.2 8.6 8.9

女性50代前半 297 1.7 7.4 12.8 17.5 13.1 11.8 8.1 9.4 18.2

1,041 4.1 8.5 16.2 25.4 15.6 14.9 5.3 6.0 4.0

393 1.5 8.9 18.6 32.1 20.1 11.2 4.6 2.5 0.5

381 3.1 10.0 17.3 27.6 18.1 13.9 4.5 3.4 2.1

364 3.3 8.8 17.9 28.6 14.3 9.9 8.5 5.2 3.6

388 3.9 9.3 13.1 18.3 14.2 11.9 8.8 6.7 13.9

433 2.8 8.1 10.4 12.7 11.8 13.9 9.0 12.5 18.9

2,851 3.3 8.9 16.0 24.6 15.5 13.2 6.3 6.0 6.1

149 4.7 7.4 8.1 15.4 16.8 11.4 10.1 8.1 18.1

180 4.4 8.3 11.1 18.9 15.6 9.4 10.0 7.2 15.0

2,378 3.2 8.6 16.1 25.0 15.8 13.1 6.3 6.2 5.8

290 3.1 11.0 16.2 21.7 14.5 14.1 6.9 6.2 6.2

152 4.6 9.2 13.2 22.4 15.1 15.8 3.9 3.3 12.5

1,328 3.2 8.8 14.9 20.9 15.1 13.3 8.1 6.3 9.3

1,215 3.0 9.0 16.1 27.4 16.9 12.5 5.4 5.3 4.4

286 3.8 9.1 18.2 24.8 16.1 12.9 4.5 4.9 5.6

171 5.8 7.6 13.5 25.1 9.4 16.4 4.1 12.9 5.3

1,112 3.8 8.5 16.3 23.7 15.2 13.3 6.9 6.2 6.1

950 2.9 8.4 16.4 26.4 14.4 14.3 6.7 5.3 5.1

677 3.5 8.1 14.5 24.8 15.4 14.0 7.8 5.8 6.1

412 4.1 6.1 13.8 23.3 15.5 17.5 9.0 5.3 5.3

1,230 3.3 8.9 15.4 22.8 17.1 12.4 6.1 6.6 7.4

851 3.9 9.3 14.3 20.9 13.5 12.9 8.3 7.3 9.5

834 2.8 8.6 16.2 23.1 15.1 13.9 6.7 6.6 7.0

1,284 3.4 8.6 16.2 26.9 17.3 12.9 5.0 5.1 4.7

1,574 3.2 9.5 16.2 24.3 14.9 13.2 6.5 6.2 6.0

1,251 3.2 8.2 15.9 25.2 16.7 13.1 5.8 6.0 5.9

26 7.7 7.7 11.5 19.2 0.0 19.2 15.4 0.0 19.2

262 3.4 7.6 9.9 21.4 14.1 12.2 10.3 9.2 11.8

1,452 3.7 9.2 16.7 24.0 15.8 13.4 6.3 5.4 5.5

914 3.0 8.8 15.0 25.2 16.2 13.1 5.7 6.9 6.2

295 3.7 6.4 15.9 20.3 18.3 13.2 7.8 7.8 6.4

250 3.2 9.6 14.0 24.8 13.2 14.0 6.4 4.8 10.0

362 3.3 11.3 14.9 22.7 17.1 10.2 6.4 6.6 7.5

1,108 3.2 9.3 16.0 26.6 14.0 13.4 6.4 5.8 5.2

204 5.4 8.8 12.7 25.5 11.8 14.7 3.9 5.9 11.3

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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④電子機器の利用 

○ 電子機器の利用では、1日に 1時間以上利用している割合は、テレビが 75.5%、テレビゲームが

26.4%、携帯電話・スマートフォンが 28.5%、パソコンが 11.9%である。 

○ 末子年齢別にみると、年齢が上がるにつれ携帯電話・スマートフォンとパソコンの利用時間が

多い傾向にあり、16～18歳では、71.1%が携帯電話・スマートフォンを 1時間以上利用している。 

 

 

 

 

図表 61 あなたのお子さんが、以下の電子機器を 1日にどのくらいの時間使っているかお答えください。 

 

 

  

18.6

25.2

21.4

22.9

35.3

15.9

13.3

7.6

29.7

7.3

9.8

3.0

10.5

3.2

5.4

1.3

5.9

48.4

50.1

65.2

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

テレビ

テレビゲーム

携帯電話・スマート

フォン

パソコン

1時間未満 1時間以上、2時間未満 2時間以上、3時間未満 4時間以上 使っていない・持っていない
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図表 62 電子機器の利用（テレビ） 

 

(単位：%）

n=

1時間未
満

1時間以
上、2時間
未満

2時間以
上、3時間
未満

4時間以
上

使ってい
ない・持っ
ていない

3,000 18.6 35.3 29.7 10.5 5.9

1,367 16.9 38.5 29.8 8.6 6.1

男性20代 68 19.1 26.5 20.6 13.2 20.6

男性30代 420 17.1 37.1 28.6 10.2 6.9

男性40代 616 17.4 38.6 30.4 8.9 4.7

男性50代前半 263 14.8 43.3 33.1 4.2 4.6

女性計 1,633 20.1 32.6 29.6 12.0 5.8

女性20代 100 14.0 22.0 30.0 20.0 14.0

女性30代 518 15.1 35.1 28.2 13.9 7.7

女性40代 718 22.0 32.3 31.5 10.4 3.8

女性50代前半 297 26.3 32.3 27.3 9.8 4.4

1,041 19.1 32.4 27.3 10.7 10.6

393 15.5 38.9 31.8 10.7 3.1

381 13.1 32.3 38.8 12.3 3.4

364 15.7 37.4 34.1 11.8 1.1

388 19.6 40.7 26.5 9.8 3.4

433 26.8 34.9 24.7 7.6 6.0

2,851 18.3 35.6 29.8 10.4 5.8

149 24.2 28.9 27.5 11.4 8.1

180 22.8 37.8 25.0 9.4 5.0

2,378 18.2 35.6 29.6 10.4 6.1

290 17.6 36.9 32.1 8.6 4.8

152 22.4 23.7 31.6 15.8 6.6

1,328 21.0 34.4 26.7 9.9 8.0

1,215 16.0 36.1 32.3 11.4 4.1

286 19.2 33.2 32.2 12.2 3.1

171 17.5 39.2 30.4 5.3 7.6

1,112 18.5 34.2 29.1 12.7 5.5

950 16.3 33.6 33.3 11.8 5.1

677 17.4 31.8 31.3 14.2 5.3

412 17.5 32.8 32.3 12.9 4.6

1,230 20.2 37.3 27.5 8.0 7.0

851 16.7 30.9 33.3 14.2 4.9

834 18.1 33.8 31.3 10.6 6.2

1,284 20.5 38.8 26.6 8.0 6.2

1,574 18.7 36.4 30.3 9.5 5.1

1,251 18.1 34.6 29.3 11.3 6.7

26 7.7 34.6 26.9 23.1 7.7

262 22.9 26.7 28.2 12.2 9.9

1,452 16.5 33.9 31.9 12.5 5.2

914 20.1 39.6 27.7 6.8 5.8

295 18.6 31.2 31.2 13.6 5.4

250 18.4 33.6 31.2 12.4 4.4

362 21.8 35.6 29.8 8.3 4.4

1,108 17.3 39.0 29.7 7.5 6.5

204 17.6 36.8 27.0 13.2 5.4

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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図表 63 電子機器の利用（テレビゲーム）※携帯型を含む 

 

(単位：%）

n=

1時間未
満

1時間以
上、2時間
未満

2時間以
上、3時間
未満

4時間以
上

使ってい
ない・持っ
ていない

3,000 25.2 15.9 7.3 3.2 48.4

1,367 26.6 18.4 6.8 2.0 46.2

男性20代 68 10.3 11.8 1.5 2.9 73.5

男性30代 420 24.0 14.3 5.0 1.7 55.0

男性40代 616 28.7 22.1 7.6 2.3 39.3

男性50代前半 263 30.0 17.9 9.1 1.9 41.1

女性計 1,633 23.9 13.9 7.8 4.1 50.3

女性20代 100 10.0 4.0 0.0 2.0 84.0

女性30代 518 18.5 12.0 5.4 1.7 62.4

女性40代 718 28.1 16.4 9.7 5.4 40.3

女性50代前半 297 27.9 14.5 9.8 5.7 42.1

1,041 14.9 8.5 5.2 2.4 69.1

393 29.8 16.3 4.6 1.8 47.6

381 31.8 24.9 11.3 2.6 29.4

364 36.5 26.4 10.2 5.8 21.2

388 28.4 17.3 10.1 4.4 39.9

433 27.5 15.7 6.7 3.5 46.7

2,851 25.2 15.9 7.0 3.0 48.9

149 24.8 16.8 14.1 6.0 38.3

180 24.4 22.8 11.7 6.7 34.4

2,378 25.6 15.6 6.8 2.8 49.3

290 26.6 17.6 7.9 2.4 45.5

152 17.1 10.5 9.9 5.9 56.6

1,328 22.7 12.6 5.7 2.9 56.1

1,215 27.0 17.9 8.2 3.0 44.0

286 26.2 18.2 9.4 3.5 42.7

171 29.8 24.6 9.9 5.8 29.8

1,112 24.4 15.5 8.7 3.2 48.2

950 26.5 15.6 7.4 3.1 47.5

677 24.7 15.8 6.1 3.4 50.1

412 24.8 14.8 7.0 2.7 50.7

1,230 25.9 16.3 6.1 2.8 48.9

851 25.7 17.7 10.5 5.2 40.9

834 26.0 16.2 6.8 2.8 48.2

1,284 24.3 14.6 5.7 2.1 53.3

1,574 25.5 17.8 7.4 3.1 46.1

1,251 24.9 13.8 6.2 2.8 52.2

26 15.4 0.0 15.4 7.7 61.5

262 19.8 13.4 11.1 6.1 49.6

1,452 26.1 15.6 6.5 3.5 48.2

914 24.7 17.0 7.9 2.3 48.1

295 25.1 15.6 9.2 3.4 46.8

250 28.0 18.4 7.6 5.6 40.4

362 21.0 15.7 9.4 4.1 49.7

1,108 26.2 17.8 6.8 1.9 47.4

204 27.9 21.6 4.9 2.5 43.1

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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図表 64 電子機器の利用（携帯電話やスマートフォン） 

 

(単位：%）

n=

1時間未
満

1時間以
上、2時間
未満

2時間以
上、3時間
未満

4時間以
上

使ってい
ない・持っ
ていない

3,000 21.4 13.3 9.8 5.4 50.1

1,367 23.3 14.9 9.4 3.9 48.6

男性20代 68 17.6 8.8 10.3 2.9 60.3

男性30代 420 20.0 9.5 5.0 1.2 64.3

男性40代 616 25.0 14.1 8.9 4.2 47.7

男性50代前半 263 25.9 26.6 17.1 7.6 22.8

女性計 1,633 19.9 11.9 10.1 6.7 51.4

女性20代 100 15.0 6.0 2.0 3.0 74.0

女性30代 518 18.7 6.0 4.1 1.4 69.9

女性40代 718 20.2 12.5 12.1 8.1 47.1

女性50代前半 297 22.9 22.9 18.5 13.8 21.9

1,041 15.6 9.6 6.8 2.8 65.2

393 22.4 7.6 3.8 0.8 65.4

381 28.3 9.4 2.9 0.8 58.5

364 27.5 9.3 7.1 1.9 54.1

388 21.6 21.9 16.8 7.7 32.0

433 23.3 26.1 24.2 20.8 5.5

2,851 21.6 12.9 9.7 4.9 50.9

149 18.8 19.5 11.4 15.4 34.9

180 20.0 19.4 13.3 12.2 35.0

2,378 22.2 12.4 9.5 4.6 51.3

290 19.7 15.9 10.0 5.5 49.0

152 15.1 13.8 9.9 9.9 51.3

1,328 20.9 14.1 11.1 7.2 46.8

1,215 22.6 10.8 8.7 4.0 53.9

286 19.6 12.2 5.6 3.8 58.7

171 20.5 26.3 14.0 4.1 35.1

1,112 22.4 12.5 9.4 5.7 50.0

950 22.6 10.4 9.6 4.1 53.3

677 21.7 13.9 8.7 6.8 48.9

412 18.0 13.1 10.9 6.6 51.5

1,230 20.7 14.2 10.4 5.1 49.6

851 19.3 14.5 13.0 8.5 44.8

834 21.1 13.3 10.4 7.0 48.2

1,284 23.4 12.6 6.9 2.4 54.7

1,574 21.9 15.3 10.4 5.7 46.7

1,251 21.3 10.1 8.7 3.8 56.2

26 15.4 7.7 15.4 7.7 53.8

262 21.0 14.9 8.8 9.2 46.2

1,452 20.9 11.1 8.8 5.0 54.2

914 22.4 15.4 11.1 4.8 46.3

295 23.4 10.2 9.5 5.8 51.2

250 21.2 17.6 12.8 9.2 39.2

362 18.0 15.5 12.7 6.6 47.2

1,108 22.0 14.1 9.0 4.5 50.4

204 22.1 19.1 9.8 6.4 42.6

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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図表 65 電子機器の利用（パソコン） 

 

(単位：%）

n=

1時間未
満

1時間以
上、2時間
未満

2時間以
上、3時間
未満

4時間以
上

使ってい
ない・持っ
ていない

3,000 22.9 7.6 3.0 1.3 65.2

1,367 22.2 8.3 3.2 1.2 65.0

男性20代 68 4.4 7.4 7.4 2.9 77.9

男性30代 420 12.6 5.2 2.1 1.0 79.0

男性40代 616 23.7 7.5 2.6 1.8 64.4

男性50代前半 263 38.8 15.2 5.3 0.0 40.7

女性計 1,633 23.5 7.0 2.8 1.3 65.3

女性20代 100 2.0 3.0 1.0 0.0 94.0

女性30代 518 9.1 3.1 1.2 0.4 86.3

女性40代 718 28.0 7.5 3.1 1.5 59.9

女性50代前半 297 45.1 14.1 5.7 3.0 32.0

1,041 12.9 4.5 2.9 0.8 79.0

393 10.9 4.8 2.0 1.0 81.2

381 21.3 5.8 1.3 0.8 70.9

364 33.8 6.9 3.0 1.6 54.7

388 35.6 14.4 1.8 1.8 46.4

433 39.0 13.6 6.7 2.5 38.1

2,851 23.0 7.6 2.9 1.2 65.3

149 21.5 8.1 4.7 3.4 62.4

180 25.0 7.2 6.7 3.9 57.2

2,378 22.6 7.0 2.8 1.2 66.3

290 25.5 10.0 2.8 0.3 61.4

152 20.4 12.5 2.0 1.3 63.8

1,328 24.3 8.0 2.9 1.9 62.9

1,215 21.8 7.0 3.0 0.8 67.4

286 20.3 6.6 3.5 0.3 69.2

171 24.6 10.5 2.9 1.8 60.2

1,112 22.7 6.0 2.9 0.8 67.6

950 19.7 5.3 2.9 1.3 70.8

677 22.7 4.9 1.8 0.9 69.7

412 20.9 5.8 1.9 1.0 70.4

1,230 24.1 9.5 3.4 1.4 61.6

851 21.7 7.6 3.1 1.8 65.8

834 23.4 7.8 3.0 1.3 64.5

1,284 23.4 7.4 3.0 1.0 65.1

1,574 24.1 8.3 2.6 1.1 63.9

1,251 21.7 6.7 3.4 1.2 67.0

26 15.4 7.7 0.0 3.8 73.1

262 19.8 6.5 3.4 2.7 67.6

1,452 19.8 7.2 2.8 1.2 69.0

914 28.3 8.4 3.3 1.1 58.9

295 27.8 7.1 3.1 0.7 61.4

250 26.8 10.0 4.0 2.0 57.2

362 21.0 7.5 3.9 1.7 66.0

1,108 22.9 7.2 2.4 1.0 66.4

204 20.6 10.8 4.4 1.5 62.7

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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⑤携帯電話・スマートフォン利用のルール 

○ 携帯電話・スマートフォン利用のルールでは、「特にルールは作っていない」が 21.9%で最も高

く、次いで「利用できる時間を制限している」が 15.9%、「フィルタリングの設定をしている」

が 10.9%である。携帯電話・スマートフォンを子供に持たせていない家庭は、4割以上となって

いる。 

○ 末子年齢別にみると、年齢が上がるにつれ、「子供に携帯電話・スマートフォンを持たせていな

い」が低くなり、16～18歳では 2.1%である。また「特にルールは作っていない」は年齢が上が

るにつれ高くなり、16～18歳では 55.9%である。 

 

 

 

 

 

図表 66 あなたのご家庭では、お子さんが携帯電話やスマートフォンを使うことについてのルールを作

っていますか。あなたのご家庭におけるルールをお答えください。（複数回答） 

 

  

15.9

10.9

9.1

8.2

7.4

7.4

6.1

5.5

4.1

3.5

0.3

42.1

21.9

0 10 20 30 40 50

利用できる時間を制限している

フィルタリングの設定をしている

利用できるアプリを制限している

ルールを守れなかった場合のルールを決めている

利用できる場所を制限している

利用できるサイトを制限している

利用料金を制限している

アプリやサイトの料金を制限している

連絡を取り合う相手を制限している

インターネットを使えないようにしている

その他

子供に携帯電話・スマートフォンを持たせていない

特にルールは作っていない

(%)

(n=3,000)



 

54 

 

 

図表 67 携帯電話・スマートフォン利用のルール 

 

  

(単位：%）

n=

利用でき
る時間を
制限して
いる

フィルタリ
ングの設
定をしてい

る

利用でき
るアプリを
制限して
いる

ルールを
守れな
かった場
合のルー
ルを決め
ている

利用でき
る場所を
制限して
いる

利用でき
るサイトを
制限して
いる

利用料金
を制限して
いる

アプリやサ
イトの料金
を制限して
いる

連絡を取
り合う相手
を制限して
いる

インター
ネットを使
えないよう
にしている

その他

子供に携
帯電話・ス
マートフォ
ンを持た
せていな
い

特にルー
ルは作っ
ていない

3,000 15.9 10.9 9.1 8.2 7.4 7.4 6.1 5.5 4.1 3.5 0.3 42.1 21.9

1,367 16.2 9.7 8.4 7.5 7.2 6.5 4.6 3.6 3.1 3.9 0.1 40.9 25.0

男性20代 68 13.2 1.5 4.4 1.5 7.4 2.9 2.9 0.0 0.0 2.9 0.0 63.2 14.7

男性30代 420 15.7 5.0 8.6 5.5 7.1 6.7 1.9 2.1 3.8 2.9 0.2 56.7 14.3

男性40代 616 17.4 9.3 8.4 8.0 7.1 6.2 5.0 4.2 3.4 4.7 0.0 38.5 25.5

男性50代前半 263 15.2 20.2 9.1 11.0 7.2 8.0 8.4 5.3 2.3 3.8 0.0 15.6 43.7

女性計 1,633 15.6 11.9 9.7 8.8 7.6 8.1 7.3 7.0 4.9 3.1 0.4 43.2 19.2

女性20代 100 18.0 3.0 9.0 3.0 8.0 4.0 1.0 2.0 2.0 4.0 0.0 65.0 10.0

女性30代 518 16.0 3.1 8.1 6.4 6.0 4.2 2.1 3.7 5.2 3.3 0.2 61.4 10.2

女性40代 718 17.1 15.9 12.3 12.0 8.8 10.9 9.9 8.9 6.1 3.2 0.4 38.0 19.5

女性50代前半 297 10.4 20.5 6.4 7.4 7.4 9.4 12.1 10.1 2.4 2.4 1.0 16.5 37.4

1,041 12.6 5.8 6.1 4.4 4.5 4.9 3.2 2.9 2.3 3.0 0.1 58.4 16.2

393 22.4 5.6 13.2 5.9 8.9 5.6 4.6 3.8 4.3 2.8 0.0 55.7 9.7

381 20.2 9.4 11.0 9.7 8.4 8.1 3.1 3.9 7.6 6.3 0.5 50.1 15.0

364 20.9 12.1 13.5 11.3 11.3 10.2 7.7 7.7 9.1 6.0 0.3 40.9 15.4

388 20.1 21.4 12.9 17.8 13.9 11.3 10.3 10.1 3.9 2.8 0.8 22.7 24.2

433 6.2 18.7 3.7 6.9 3.0 8.3 11.8 8.5 1.2 1.2 0.2 2.1 55.9

2,851 15.8 10.7 9.0 8.1 7.2 7.1 5.9 5.2 4.0 3.5 0.3 42.9 21.4

149 17.4 14.8 10.7 10.7 11.4 12.8 9.4 11.4 5.4 2.7 0.0 27.5 30.9

180 17.2 18.9 12.8 12.2 10.6 12.2 7.8 7.8 4.4 2.2 0.6 25.6 31.7

2,378 15.6 10.1 8.8 7.4 7.4 6.8 5.6 5.3 4.5 4.0 0.3 43.4 21.5

290 16.9 11.4 8.3 11.0 5.2 8.6 8.3 4.8 1.4 1.4 0.0 40.7 20.7

152 17.1 13.2 10.5 9.9 7.9 7.9 6.6 7.2 2.6 1.3 0.0 45.4 17.8

1,328 11.1 10.2 6.4 6.0 5.5 6.0 5.5 4.7 3.5 3.2 0.3 41.2 26.7

1,215 19.5 10.4 11.2 9.4 9.5 8.4 6.0 5.7 4.6 3.4 0.3 44.9 17.4

286 19.9 10.5 10.8 10.8 7.3 7.0 7.7 7.0 3.5 3.1 0.0 43.7 17.1

171 20.5 20.5 12.3 12.3 7.6 11.1 8.2 7.6 5.8 6.4 0.0 26.9 24.0

1,112 17.3 10.9 9.9 8.5 8.7 7.9 6.2 6.0 4.3 4.6 0.3 41.8 20.1

950 16.9 10.0 10.0 7.9 9.1 7.3 5.3 4.9 4.6 4.4 0.2 46.4 18.8

677 19.1 11.7 11.2 11.2 10.0 9.3 6.9 6.8 4.3 3.4 0.7 41.7 18.0

412 17.5 12.9 11.2 10.7 8.5 11.4 5.8 5.8 4.6 2.9 0.2 45.9 15.0

1,230 14.4 10.8 7.6 7.2 5.6 6.3 5.9 5.0 4.0 2.9 0.2 40.7 25.7

851 16.6 10.9 10.0 10.0 7.6 8.1 6.7 6.2 4.5 3.6 0.5 36.4 24.6

834 16.8 13.8 8.8 9.1 8.0 8.3 7.6 7.0 3.7 2.6 0.4 38.5 23.1

1,284 14.9 9.0 8.9 6.5 6.9 6.4 4.8 4.0 4.1 3.9 0.1 48.2 19.0

1,574 17.4 12.6 9.6 8.6 7.8 7.6 7.2 5.3 4.2 3.6 0.4 37.4 22.9

1,251 14.1 8.4 8.3 7.4 6.5 6.6 4.3 5.1 3.8 3.5 0.2 50.0 19.0

26 0.0 3.8 7.7 3.8 7.7 0.0 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 34.6 42.3

262 15.6 11.5 8.0 9.5 8.0 7.6 5.3 5.7 3.8 3.8 0.0 40.5 23.7

1,452 15.4 8.7 8.2 7.3 7.4 6.7 6.3 5.0 4.0 3.3 0.3 46.8 19.2

914 14.4 14.0 9.8 7.4 6.5 7.9 5.8 6.2 4.4 4.4 0.4 37.0 25.3

295 18.6 13.6 8.1 8.8 8.5 5.8 6.4 6.4 6.1 4.7 0.3 38.0 17.6

250 16.8 14.0 11.2 13.6 9.6 10.8 9.2 6.8 5.2 2.8 0.4 34.4 23.2

362 14.4 11.6 8.6 6.1 6.1 9.1 6.9 5.2 4.7 2.8 0.8 36.7 26.0

1,108 16.2 10.6 8.6 8.3 7.2 6.7 5.8 5.0 2.9 3.8 0.0 42.1 23.0

204 15.7 9.8 9.3 5.9 5.9 6.4 4.4 2.9 2.9 2.0 0.5 38.7 28.9

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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（４）子育ての喜びや悩みの実態 

①子育てをしていて、良かったと感じるとき 

○ 子育てをしていて、良かったと感じるときは、「子供が喜んだ顔を見るとき」が 68.9%で最も高

く、次いで「子供の成長を感じるとき」が 57.4%、「家族として一体感を感じるとき」が 29.8%

である。 

○ 平成 20年度調査に比べ、「子供の成長を感じるとき」が 14ポイント低くなり、「家族として一

体感を感じるとき」が 16.7ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

図表 68 子育てをしていて、主にどのようなときに良かったと感じますか。（回答は 2つまで） 
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保育所や幼稚園、学校で子供の生き生きとした様子を

見たとき

子育てを通して親の交流が広がったとき

その他

良かったと感じたことはない

H20 (n=3,000) H28 (n=3,000)

(%)
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図表 69 子育てをしていて、良かったと感じるとき 

 

(単位：%）

n=

子供が喜
んだ顔を
見るとき

子供の成
長を感じる
とき

家族として
一体感を
感じるとき

子供と話し
たり、遊ぶ
とき

保育所や
幼稚園、
学校で子
供の生き
生きとした
様子を見
たとき

子育てを
通して親
の交流が
広がったと

き

その他
良かったと
感じたこと
はない

3,000 68.9 57.4 29.8 10.0 6.6 1.4 0.3 3.3

1,367 65.1 50.9 33.4 10.5 5.0 0.7 0.2 5.1

男性20代 68 72.1 57.4 23.5 8.8 2.9 0.0 0.0 7.4

男性30代 420 71.7 48.1 33.8 10.2 7.6 0.5 0.2 4.0

男性40代 616 61.5 51.5 34.7 10.9 4.4 1.0 0.3 5.5

男性50代前半 263 61.2 52.5 31.9 10.3 3.0 0.8 0.0 5.3

女性計 1,633 72.0 62.8 26.8 9.7 8.0 1.9 0.3 1.8

女性20代 100 88.0 66.0 26.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0

女性30代 518 78.4 63.5 26.8 6.9 9.8 1.4 0.2 2.3

女性40代 718 70.1 61.7 29.0 10.4 7.2 1.8 0.3 2.1

女性50代前半 297 60.3 63.0 21.5 13.8 7.1 3.7 0.7 0.7

1,041 76.1 30.5 57.5 8.5 6.3 1.0 0.1 2.4

393 73.3 31.6 55.7 10.4 12.2 1.3 0.0 2.0

381 69.3 32.5 57.2 7.9 8.7 1.0 0.5 3.7

364 67.9 31.3 56.3 10.2 4.9 1.9 0.8 3.0

388 56.4 27.6 58.5 12.6 4.4 1.5 0.3 5.2

433 59.1 24.7 58.4 12.7 3.9 2.1 0.2 4.8

2,851 69.3 29.9 57.6 10.0 6.6 1.3 0.2 3.2

149 61.1 26.8 53.0 10.1 7.4 2.7 0.7 6.0

180 61.7 23.9 56.7 11.7 5.6 2.2 0.6 3.3

2,378 69.5 29.0 58.1 10.4 7.0 1.3 0.2 3.2

290 69.0 35.5 57.6 6.6 4.8 1.4 0.3 3.1

152 67.8 37.5 46.7 8.6 5.3 1.3 0.7 5.9

1,328 68.8 28.0 58.6 9.1 6.7 1.1 0.5 3.3

1,215 70.5 31.1 56.8 10.0 6.6 1.6 0.1 3.1

286 65.7 32.9 56.6 12.2 7.0 1.4 0.0 4.5

171 63.7 28.7 53.2 14.0 5.8 1.8 0.6 2.3

1,112 72.4 30.3 56.5 9.3 6.2 1.2 0.4 2.8

950 72.4 29.6 59.5 10.8 7.7 0.7 0.2 2.3

677 76.2 26.6 63.4 10.0 6.8 1.6 0.6 1.0

412 73.1 31.3 57.3 10.2 8.7 0.5 0.2 1.5

1,230 65.0 28.8 58.5 10.1 6.3 1.7 0.1 4.4

851 66.7 27.8 56.4 11.2 6.7 1.4 0.2 3.6

834 70.1 30.5 58.4 9.7 7.9 2.0 0.0 2.9

1,284 69.5 30.9 57.7 9.5 5.8 0.9 0.4 2.9

1,574 68.0 31.8 54.9 10.7 6.3 1.3 0.4 3.5

1,251 70.9 27.8 61.1 9.2 7.0 1.3 0.0 2.7

26 69.2 19.2 53.8 7.7 3.8 3.8 3.8 3.8

262 64.9 23.7 59.9 13.4 5.0 1.1 0.8 5.3

1,452 70.4 30.9 57.8 9.4 7.2 1.2 0.1 3.0

914 66.0 30.7 57.8 10.6 6.1 1.8 0.4 2.8

295 68.8 26.8 60.7 9.8 7.8 1.7 0.7 3.4

250 68.8 24.8 60.4 10.8 7.6 2.4 0.0 4.0

362 66.9 32.3 56.1 9.4 6.9 1.9 0.3 3.3

1,108 67.0 33.8 52.3 11.3 5.1 0.8 0.4 3.5

204 61.3 30.9 53.4 9.8 4.9 0.5 0.0 7.4

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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②子育てをしていて、負担を感じる内容 

○ 子育てをしていて、負担を感じる内容は、「経済的な負担」が 52.3%で最も高く、次いで「時間

的余裕がないこと」が 27.3%、「精神的な負担」が 25.5%である。 

○ 末子年齢別にみると、年齢が上がるにつれ、「経済的な負担」が高くなる傾向がみられる。一方

で、「時間的余裕がないこと」、「精神的な負担」、「肉体的な負担」は年齢が上がるにつれ低くな

る傾向がみられる。 

○ 世帯年収別にみると、年収が上がるにつれ、「経済的な負担」が低くなる傾向がある。300万円

未満では 67.2%だが、700万円以上では 42.6%と、24.6ポイントの差がある。 

○ 平成 20年度年調査と比べると、全体的にあまり大きな変化はないが、「肉体的な負担」が 5ポ

イント高くなっている。 

 

 

 

図表 70 子育てをしていて、主にどのようなことに負担を感じていますか。（回答は 2つまで） 
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図表 71 子育てをしていて、負担を感じる内容 

 

 

  

(単位：%）

n=

経済的な
負担

時間的余
裕がない
こと

精神的な
負担

肉体的な
負担

親同士の
つきあい
の負担

子育てに
関する情
報が多す
ぎること

子育てに
関する情
報が少な
すぎること

その他
負担は感
じていない

3,000 52.3 27.3 25.5 17.6 7.9 2.7 1.1 0.7 15.7

1,367 51.0 28.6 17.6 14.7 5.2 2.1 1.0 0.4 20.6

男性20代 68 38.2 32.4 22.1 22.1 2.9 5.9 0.0 0.0 22.1

男性30代 420 45.0 36.2 18.1 19.8 5.7 1.9 1.2 0.2 19.0

男性40代 616 51.8 28.2 18.5 12.8 5.0 2.1 1.0 0.3 20.5

男性50代前半 263 62.0 16.3 13.3 9.1 5.3 1.5 0.8 0.8 23.2

女性計 1,633 53.4 26.1 32.2 20.0 10.1 3.2 1.2 1.0 11.6

女性20代 100 51.0 34.0 48.0 23.0 10.0 5.0 1.0 1.0 3.0

女性30代 518 46.1 31.9 36.3 25.5 11.2 3.3 0.6 0.8 9.8

女性40代 718 57.8 24.0 28.6 18.4 10.6 3.5 1.8 0.7 12.5

女性50代前半 297 56.2 18.9 28.6 13.1 7.1 1.7 1.0 2.0 15.2

1,041 46.9 33.6 31.5 25.8 6.2 3.1 1.0 0.7 12.4

393 48.1 32.3 28.2 20.4 9.4 3.1 1.3 0.3 12.2

381 47.8 32.0 23.1 15.7 9.7 2.1 1.8 1.3 16.3

364 54.4 21.4 20.9 10.7 12.1 3.0 1.1 1.1 20.1

388 62.1 18.6 20.9 11.1 7.2 2.8 1.3 0.5 19.1

433 62.6 15.9 18.9 8.3 5.8 1.6 0.5 0.5 19.6

2,851 51.8 27.5 25.4 17.5 7.9 2.7 1.1 0.7 15.6

149 61.7 23.5 27.5 18.8 6.7 2.0 0.7 0.7 17.4

180 61.1 26.1 30.6 14.4 5.0 1.7 0.0 0.0 13.3

2,378 51.4 27.9 25.6 17.8 7.9 2.6 1.1 0.7 15.9

290 55.2 25.9 21.4 14.8 9.7 3.1 1.7 1.0 15.2

152 50.0 21.7 27.0 22.4 7.9 3.9 1.3 1.3 17.1

1,328 47.9 26.6 25.4 18.3 7.2 3.3 1.1 0.8 17.5

1,215 54.1 27.7 25.9 17.8 8.6 2.6 1.0 0.5 14.8

286 57.7 33.6 24.1 12.9 8.4 0.7 1.0 0.7 14.0

171 64.9 19.3 26.3 18.1 7.0 2.3 1.8 1.2 11.1

1,112 52.7 29.2 24.9 18.2 6.8 3.2 0.7 1.0 15.5

950 52.8 28.8 26.4 17.3 8.2 4.0 1.1 0.6 14.8

677 54.2 30.3 28.1 18.3 6.6 3.4 1.5 1.2 13.9

412 55.1 31.3 28.6 18.7 7.5 3.9 0.5 1.5 12.4

1,230 52.4 25.3 25.5 17.4 8.1 1.7 1.3 0.4 16.3

851 56.1 24.9 26.2 14.7 10.1 2.5 1.9 0.7 14.7

834 57.9 26.3 26.5 18.8 8.6 2.4 0.7 0.8 12.6

1,284 46.3 29.9 24.6 18.5 6.0 3.1 0.8 0.6 18.0

1,574 54.9 31.7 23.0 15.4 7.7 2.4 0.9 0.4 14.2

1,251 48.0 22.2 28.5 20.0 8.4 3.2 1.4 1.1 17.2

26 50.0 23.1 23.1 23.1 0.0 3.8 0.0 0.0 23.1

262 67.2 21.8 25.6 21.4 9.9 3.1 0.4 1.5 9.9

1,452 56.1 28.4 25.4 18.5 7.6 2.4 1.4 0.6 13.4

914 42.6 29.3 24.7 16.0 7.2 3.1 0.5 0.9 19.5

295 58.6 20.0 28.8 15.3 11.5 3.4 0.3 0.7 13.6

250 59.2 29.6 26.4 17.2 11.6 2.0 1.2 0.4 10.8

362 51.7 32.3 23.5 16.0 6.4 1.1 0.6 0.3 16.9

1,108 52.0 32.8 18.6 15.4 5.3 2.2 1.4 0.4 18.1

204 54.9 29.9 14.7 16.7 3.9 2.5 0.5 0.0 17.6

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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③子育てについての悩みや不安 

○ 子育てについての悩みや不安では、「悩みや不安がある」は 41.4%で、「悩みや不安はあまりない」

が 48.3%、「悩みや不安は全くない」が 10.3%である。 

○ 性別にみると、「悩みや不安がある」のは、男性 34.0%、女性 47.6%であり、女性の方が 10ポイ

ント以上高くなっている。また、女性の年代をみると、若い年代ほど「悩みや不安がある」割

合が高くなっている。 

○ 配偶者の有無別、同居家族構成別にみると、「悩みや不安がある」が配偶者なしの世帯で 57.7%、

単親世帯で 56.7%と高くなっている。 

○ 平成 20年度調査と比べると、「悩みや不安がある」が 4.2ポイント高くなっている。 

 

 

 

図表 72 あなたは、今、子育てについて悩みや不安がありますか。 
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図表 73 子育てについての悩みや不安 

 

(単位：%）

n=

悩みや不
安がある

悩みや不
安はあま
りない

悩みや不
安は全く
ない

3,000 41.4 48.3 10.3

1,367 34.0 50.0 15.9

男性20代 68 30.9 51.5 17.6

男性30代 420 32.4 50.0 17.6

男性40代 616 36.0 48.7 15.3

男性50代前半 263 32.7 52.9 14.4

女性計 1,633 47.6 46.8 5.5

女性20代 100 57.0 38.0 5.0

女性30代 518 48.3 47.9 3.9

女性40代 718 47.2 47.4 5.4

女性50代前半 297 44.4 46.8 8.8

1,041 43.3 47.9 8.7

393 43.0 47.3 9.7

381 39.9 49.6 10.5

364 37.4 50.8 11.8

388 47.2 43.8 9.0

433 35.1 50.8 14.1

2,851 40.6 49.2 10.2

149 57.7 31.5 10.7

180 56.7 32.2 11.1

2,378 40.5 49.4 10.1

290 37.2 53.4 9.3

152 45.4 40.8 13.8

1,328 38.4 50.8 10.8

1,215 44.0 46.1 9.9

286 42.0 47.9 10.1

171 45.6 45.6 8.8

1,112 43.2 47.9 8.9

950 41.9 49.8 8.3

677 44.5 47.4 8.1

412 43.7 49.0 7.3

1,230 39.7 48.1 12.2

851 43.2 46.2 10.6

834 45.6 45.9 8.5

1,284 37.9 51.1 11.1

1,574 39.0 50.4 10.5

1,251 42.4 47.8 9.8

26 50.0 38.5 11.5

262 57.6 35.9 6.5

1,452 42.1 48.1 9.7

914 36.3 52.4 11.3

295 45.1 48.1 6.8

250 40.8 53.2 6.0

362 40.1 47.5 12.4

1,108 36.6 50.5 12.9

204 39.2 43.1 17.6

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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④子育てについての悩みや不安の内容 

○ 子育てについての悩みや不安の内容では、「子供の勉強や進学のこと」が 59.9%で最も高く、次

いで「子供のしつけやマナーのこと」が 47.4%、「子供の健康や発達のこと」が 40.7%である。 

○ 年代別、末子年齢別にみると、「子供の勉強や進学のこと」や「子供の教育費のこと」は年代、

末子年齢が上がるにつれ、高くなる傾向がみられ、「子供のしつけやマナーのこと」は逆に低く

なる傾向がみられる。 

○ 平成 20年度調査と比較すると、「子供の勉強や進学のこと」が 13.3 ポイント高くなっている。 

 

図表 74 あなたは、子育てについて主にどのような悩みや不安を持っていますか。悩みや不安が大きな

ものから順番に 3つまでお答えください。（複数回答として集計） 

※1～3番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。
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図表 75 子育てについての悩みや不安の内容（複数回答として集計） 

 

(単位：%）
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強や進学
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子供の性
格や癖の
こと

子供の友
人関係の
こと
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ケーション
が不足し
ていること

親として子
供の反抗
的な態度
への対応
が分から
ないこと

親として子
供の気持
ちが分か
らないこと

子供の生
活の乱れ
や非行の
こと

子育てへ
の家族の
協力が得
られないこ

と

子供のい
じめのこと

子供が食
べるもの
の安全性

子供の兄
弟姉妹の
関係

子供の性
のこと

その他

1,243 59.9 47.4 40.7 39.1 34.7 14.9 11.5 11.2 8.8 7.6 6.7 5.1 5.0 2.3 1.6 3.7

465 64.1 50.5 43.9 41.9 34.0 14.4 13.5 5.4 6.7 7.7 1.7 7.1 5.2 1.3 0.9 1.7

男性20代 21 14.3 66.7 61.9 23.8 19.0 9.5 19.0 4.8 14.3 14.3 4.8 28.6 14.3 0.0 4.8 0.0

男性30代 136 50.0 54.4 52.9 38.2 33.8 19.1 14.7 5.9 5.1 6.6 2.9 8.1 7.4 0.7 0.0 0.0

男性40代 222 69.8 52.7 40.5 44.1 33.3 12.6 9.9 6.3 5.9 8.6 1.4 5.9 3.6 1.8 0.9 2.7

男性50代前半 86 83.7 34.9 33.7 46.5 39.5 12.8 19.8 2.3 9.3 5.8 0.0 3.5 3.5 1.2 1.2 2.3

女性計 778 57.5 45.5 38.8 37.4 35.1 15.2 10.3 14.7 10.0 7.5 9.6 3.9 4.9 2.8 2.1 4.9

女性20代 57 10.5 59.6 54.4 36.8 42.1 12.3 15.8 14.0 7.0 7.0 26.3 1.8 5.3 3.5 0.0 3.5

女性30代 250 36.8 60.8 37.6 29.2 44.0 15.6 12.4 12.4 12.4 6.0 11.6 3.6 6.0 3.6 2.8 5.2

女性40代 339 72.3 39.5 36.0 39.8 30.7 15.9 8.0 16.8 6.5 8.3 7.7 4.1 4.1 2.4 2.4 5.6

女性50代前半 132 78.8 25.8 41.7 47.0 26.5 13.6 9.8 13.6 15.9 8.3 3.8 4.5 4.5 2.3 0.8 3.0

451 40.1 60.5 46.8 32.2 39.2 10.9 13.3 10.4 11.8 6.4 10.0 4.9 6.0 2.7 1.1 3.8

169 50.9 55.0 43.8 35.5 36.7 20.7 13.0 5.9 5.9 8.9 8.9 4.1 7.1 3.0 0.0 0.6

152 66.4 48.0 40.8 34.2 38.8 17.1 10.5 10.5 2.6 7.2 3.3 9.2 3.9 1.3 2.6 3.3

136 76.5 44.1 31.6 39.0 31.6 22.1 8.1 11.0 4.4 8.8 5.9 5.1 3.7 1.5 3.7 2.9

183 86.3 31.7 34.4 43.7 26.8 13.7 8.7 16.4 8.7 7.7 3.3 4.4 4.4 2.2 2.2 5.5

152 75.7 21.1 34.9 63.2 27.0 13.2 11.8 13.8 13.2 8.6 2.6 3.3 2.6 2.0 1.3 5.9

1,157 59.5 48.0 41.2 38.5 35.0 15.0 11.7 10.9 8.4 7.3 6.9 5.1 5.0 2.2 1.6 3.7

86 66.3 39.5 33.7 46.5 30.2 12.8 9.3 15.1 14.0 11.6 3.5 4.7 4.7 3.5 1.2 3.5

102 66.7 38.2 33.3 49.0 27.5 13.7 13.7 7.8 10.8 13.7 8.8 3.9 3.9 2.0 2.0 4.9

964 59.1 48.1 41.2 37.6 35.9 15.8 11.7 11.6 8.5 6.4 7.0 5.0 4.6 2.6 1.6 3.4

108 62.0 49.1 38.9 44.4 30.6 10.2 11.1 8.3 10.2 10.2 3.7 6.5 9.3 0.0 0.9 4.6

69 58.0 47.8 47.8 37.7 34.8 11.6 5.8 14.5 7.2 10.1 4.3 5.8 5.8 1.4 2.9 4.3

510 56.7 46.7 45.7 38.2 35.1 12.4 10.0 12.5 11.8 8.0 6.1 5.7 5.1 1.2 2.0 2.9

535 60.0 50.3 39.1 38.3 34.0 15.7 12.7 11.0 6.5 6.9 7.1 4.9 5.0 3.4 1.1 3.9

120 60.8 43.3 30.8 42.5 39.2 20.8 12.5 7.5 3.3 10.0 10.8 5.8 3.3 1.7 2.5 5.0

78 79.5 38.5 34.6 44.9 29.5 16.7 11.5 9.0 12.8 5.1 1.3 1.3 6.4 2.6 1.3 5.1

480 59.2 46.9 43.8 37.1 36.5 16.3 12.1 10.0 8.8 6.9 5.6 5.2 4.6 2.7 2.1 2.5

398 55.0 54.0 38.9 37.4 37.7 15.6 11.1 11.3 9.5 6.5 4.8 6.0 3.5 2.5 2.3 3.8

301 54.2 48.2 43.5 36.5 37.9 14.6 11.6 11.6 10.6 5.3 6.0 5.6 6.0 2.3 2.0 4.0

180 58.3 52.2 48.9 40.0 38.3 8.9 7.2 12.2 7.8 4.4 5.0 3.9 4.4 2.2 3.3 2.8

488 62.5 44.5 38.1 40.4 33.2 14.3 11.7 11.5 8.8 8.0 9.0 5.5 5.3 2.3 0.8 4.1

614 65.5 42.8 38.1 40.9 33.7 14.8 11.7 11.7 7.3 7.8 5.5 6.4 5.4 2.1 1.8 4.4

530 52.5 53.8 44.9 35.7 37.2 15.1 11.7 10.2 9.4 6.6 8.3 3.8 4.5 1.9 1.5 3.0

13 61.5 53.8 38.5 46.2 7.7 23.1 7.7 0.0 15.4 7.7 15.4 0.0 7.7 15.4 0.0 0.0

151 55.6 45.0 35.1 44.4 33.1 19.2 9.3 13.2 11.9 9.3 4.0 6.0 4.6 2.6 2.0 4.6

612 55.2 49.3 42.2 38.4 37.1 14.4 11.8 10.8 8.5 6.7 7.7 5.4 5.6 2.5 1.3 3.3

332 71.4 48.2 39.8 37.7 32.2 14.8 12.0 9.3 6.0 6.9 5.4 4.8 4.5 2.4 1.5 3.0

133 58.6 36.1 40.6 32.3 33.8 20.3 6.8 22.6 7.5 7.5 12.0 7.5 3.0 2.3 3.8 5.3

102 64.7 37.3 30.4 48.0 35.3 12.7 8.8 17.6 9.8 5.9 7.8 4.9 8.8 1.0 0.0 6.9

145 64.1 46.2 40.0 38.6 37.2 11.0 15.2 8.3 9.0 10.3 5.5 3.4 4.1 1.4 0.7 4.8

406 66.0 49.8 41.6 45.1 31.8 13.8 12.8 6.4 7.1 7.4 1.7 6.2 5.4 2.0 1.0 2.0

80 70.0 46.3 35.0 35.0 36.3 12.5 18.8 5.0 8.8 11.3 3.8 5.0 3.8 2.5 3.8 2.5

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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⑤子育てについて悩みや不安があるときの主な相談相手 

○ 子育てについて悩みや不安があるときの主な相談相手は、「配偶者」が 74.3%と際立って高く、

次いで「実母」が 43.7%、「子育てをしている仲間」が 25.5%である。 

○ 配偶者の有無別、同居構成別にみると、「相談しない」が配偶者なしの世帯で 16.3%、単親世帯

で 14.7%と高い傾向にある。 

○ 平成 20年度調査と大きな差はみられない。 

 

図表 76 あなたは、子育てについて悩みや不安がある時に、主に誰に相談しますか。相談の頻度が多い

相手、またはふさわしい相手の順番に 3つまでお答えください。（複数回答として集計） 

 

※1～3番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。
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図表 77 子育てについて悩みや不安があるときの主な相談相手（複数回答として集計） 

  

(単位：%）

n=

配偶者 実母
子育てをし
ている仲
間

自分また
は配偶者
の友人

子供と話し
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支援者

行政など
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サークル
やNPOな
どの民間
団体
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具体的に：

相談相手
がいない

誰に相談
していい
か分から
ない

相談しな
い

1,243 74.3 43.7 25.5 14.6 12.1 11.9 11.1 10.0 8.2 3.6 3.1 2.9 2.7 0.8 0.6 2.6 2.4 2.0 6.5

465 81.7 40.4 9.0 9.2 8.8 8.2 5.6 16.3 12.9 3.2 2.4 2.4 1.9 2.2 0.4 1.3 2.2 2.2 8.6

男性20代 21 81.0 57.1 9.5 9.5 0.0 9.5 9.5 42.9 9.5 4.8 4.8 0.0 0.0 14.3 4.8 0.0 0.0 4.8 0.0

男性30代 136 83.1 50.0 10.3 5.1 5.1 5.9 5.1 22.8 16.2 2.2 0.7 1.5 1.5 2.2 0.0 0.7 1.5 2.9 9.6

男性40代 222 82.0 39.2 8.6 10.4 9.9 9.0 5.0 12.6 14.4 3.2 3.2 3.6 2.7 1.4 0.5 1.8 2.7 1.4 8.1

男性50代前半 86 79.1 24.4 8.1 12.8 14.0 9.3 7.0 9.3 4.7 4.7 2.3 1.2 1.2 1.2 0.0 1.2 2.3 2.3 10.5

女性計 778 69.8 45.6 35.3 17.9 14.0 14.1 14.4 6.2 5.4 3.9 3.5 3.2 3.2 0.0 0.8 3.3 2.6 1.9 5.3

女性20代 57 68.4 57.9 35.1 12.3 1.8 12.3 14.0 15.8 7.0 7.0 5.3 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.8 1.8

女性30代 250 72.0 56.0 37.2 18.0 7.2 14.4 14.4 8.0 3.6 2.8 6.4 2.8 2.8 0.0 0.8 2.4 2.4 2.8 4.8

女性40代 339 68.1 42.5 35.7 16.8 17.4 15.9 13.9 4.4 6.5 4.4 2.1 2.9 2.9 0.0 1.2 4.1 2.7 1.5 5.3

女性50代前半 132 70.5 28.8 31.1 22.7 23.5 9.8 15.9 3.0 5.3 3.0 0.8 4.5 6.1 0.0 0.0 4.5 2.3 1.5 7.6

451 76.9 53.7 26.6 12.2 6.7 11.1 12.6 13.1 8.4 5.8 5.1 3.3 1.1 1.3 0.7 2.9 2.0 1.8 4.7

169 79.3 48.5 29.0 12.4 5.3 17.8 9.5 10.7 7.1 1.8 3.0 1.8 4.7 0.0 0.0 0.0 1.2 2.4 7.7

152 77.0 36.8 29.6 12.5 13.8 15.8 8.6 9.9 5.9 1.3 2.0 3.3 2.6 0.7 1.3 2.0 2.6 2.0 7.9

136 73.5 37.5 19.9 20.6 16.2 11.0 9.6 10.3 9.6 3.7 1.5 2.2 3.7 1.5 0.0 2.2 1.5 1.5 8.1

183 70.5 33.9 23.5 17.5 20.8 9.8 12.0 5.5 9.3 2.7 1.6 3.3 4.4 0.0 1.6 4.9 2.7 3.3 5.5

152 63.2 32.9 21.7 17.8 19.7 7.2 11.2 5.3 8.6 2.6 1.3 2.6 2.6 0.7 0.0 2.6 5.3 1.3 9.2

1,157 79.8 44.1 25.2 15.0 11.5 11.8 10.9 10.6 7.5 3.4 2.8 2.4 2.8 0.9 0.5 2.1 2.2 1.6 5.8

86 0.0 38.4 29.1 10.5 19.8 12.8 14.0 1.2 17.4 7.0 7.0 9.3 2.3 0.0 2.3 9.3 4.7 7.0 16.3

102 26.5 38.2 27.5 12.7 19.6 7.8 12.7 2.0 14.7 3.9 5.9 7.8 2.9 0.0 2.0 7.8 2.9 3.9 14.7

964 80.0 44.5 25.6 15.0 11.7 11.1 10.6 10.0 7.5 2.7 2.6 2.5 2.7 1.0 0.4 1.7 2.6 1.3 6.2

108 88.9 42.6 22.2 15.7 8.3 13.9 13.9 14.8 10.2 5.6 3.7 0.0 3.7 0.0 0.9 2.8 0.0 2.8 3.7

69 42.0 42.0 26.1 10.1 11.6 26.1 11.6 14.5 5.8 13.0 4.3 5.8 1.4 0.0 1.4 7.2 2.9 7.2 2.9

510 71.6 41.8 23.7 14.9 13.7 12.4 12.2 9.8 7.3 2.4 4.1 3.5 2.5 1.2 1.0 3.3 2.5 2.4 7.1

535 77.0 46.2 28.0 15.3 10.7 11.8 10.7 8.8 9.2 3.6 2.2 2.4 3.6 0.4 0.4 1.3 2.6 1.7 5.2

120 72.5 44.2 25.8 12.5 8.3 14.2 9.2 12.5 10.0 5.0 2.5 3.3 0.8 0.8 0.8 3.3 0.8 1.7 9.2

78 75.6 38.5 19.2 11.5 16.7 6.4 10.3 15.4 5.1 10.3 2.6 1.3 1.3 1.3 0.0 5.1 2.6 2.6 7.7

480 74.6 54.4 22.3 14.6 10.0 9.2 13.8 9.8 12.5 3.3 3.1 2.7 3.5 0.8 0.8 2.5 2.1 1.0 7.3

398 79.9 48.2 22.6 14.1 9.5 10.1 11.6 16.6 6.0 2.5 3.0 3.0 2.3 1.3 0.5 1.3 2.0 1.8 6.0

301 75.4 48.5 25.6 17.3 9.3 11.0 17.3 11.6 10.3 4.0 3.0 2.0 2.3 0.7 1.0 2.3 2.0 1.7 5.3

180 76.7 44.4 21.7 15.0 13.3 12.8 14.4 16.1 6.1 4.4 3.3 3.9 2.8 1.1 1.1 3.9 2.8 1.1 6.7

488 73.2 34.6 29.5 15.2 15.0 13.5 7.6 6.8 5.3 3.9 2.9 2.3 2.3 0.8 0.4 2.9 3.1 2.9 5.7

614 78.0 41.9 24.9 15.1 11.9 13.0 10.7 11.7 8.3 2.4 2.1 2.1 3.1 1.0 0.7 2.4 1.6 1.6 7.3

530 82.3 46.8 25.3 14.7 11.1 10.2 10.9 9.2 6.6 4.3 3.6 2.8 2.5 0.8 0.4 1.7 3.0 1.5 4.2

13 61.5 38.5 38.5 15.4 7.7 23.1 15.4 15.4 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0

151 52.3 42.4 25.2 12.6 13.2 12.6 13.2 7.3 7.3 4.6 6.6 6.6 1.3 0.7 1.3 4.0 2.6 5.3 9.3

612 77.9 47.5 26.0 15.2 11.4 11.4 12.1 10.5 8.3 3.8 2.8 2.5 2.9 0.8 0.5 1.6 2.5 2.0 4.6

332 80.1 39.5 24.1 12.3 13.0 12.0 7.8 10.8 8.7 2.1 1.8 2.1 2.4 0.6 0.3 3.0 2.4 0.9 8.7

133 72.9 39.8 31.6 20.3 12.8 15.8 15.8 5.3 3.8 4.5 3.0 5.3 4.5 0.0 1.5 5.3 1.5 0.8 6.8

102 70.6 34.3 41.2 16.7 17.6 9.8 11.8 2.9 9.8 2.9 3.9 2.9 2.0 0.0 2.0 3.9 2.9 2.0 3.9

145 61.4 40.0 31.0 13.1 14.5 17.9 9.7 14.5 6.2 2.1 0.7 4.8 3.4 0.0 1.4 4.1 2.1 2.1 7.6

406 76.8 42.4 14.5 12.3 11.6 10.3 7.6 14.0 11.3 3.0 2.7 1.2 2.0 2.5 0.0 1.7 2.7 2.0 8.4

80 76.3 48.8 6.3 7.5 6.3 5.0 6.3 10.0 15.0 3.8 2.5 2.5 3.8 0.0 0.0 1.3 1.3 3.8 10.0

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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（５）家庭教育の充実のために 

①受けたことのある家庭教育支援・役に立った家庭教育支援・受けてみたい家庭教育支援 

○ 家庭教育支援については、受けたことのある支援、役に立った支援、受けてみたい支援のどれ

についても、「特にない」が約 7割で最も高い。次いで「親子ひろば、子育てひろば等の地域子

育て拠点」、「子育て中の親の交流会」が若干ではあるが高くなっている。 

○ 性年代別にみると、女性 20代と 30代では「親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点」

を 3割以上（20代：33.0%、30代：33.8%）が利用したことがあり、3割近く（20代：27.0%、

30代：29.7%）が役に立ったと回答している。また、受けたことがある支援が「特にない」のは

女性 60.6%、男性 82.7%であり、20ポイント以上の開きがある。 

図表 78 あなたが子育てや家庭教育について受けたことのある支援や、役に立った支援をお答えくださ

い。（複数回答）／あなたが受けてみたいと思う子育てや家庭教育の支援をお答えください。（複数回答） 
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図表 79 受けたことのある家庭教育支援の内容 

 
  

(単位：%）

n=

親子ひろ
ば、子育
てひろば
等の地域
子育て拠
点

子育て中
の親の交
流会

子育て・家
庭教育支
援サービ
スに関す
る情報提
供

子育て・家
庭教育に
関する相
談サービ
ス

子育て・家
庭教育に
関する講
座・セミ
ナー

子育てや
家庭教育
の相談や
支援のた
めに家庭
に訪問し
てもらう支

援

家庭教育
支援チー
ムによる
支援

その他 特にない

3,000 16.8 11.4 6.6 5.2 5.2 2.7 0.6 0.5 70.6

1,367 6.4 5.8 5.1 3.5 3.0 1.2 0.5 0.1 82.7

男性20代 68 7.4 14.7 5.9 5.9 4.4 2.9 0.0 0.0 69.1

男性30代 420 8.3 6.4 6.7 3.8 3.6 1.4 0.5 0.0 79.5

男性40代 616 6.2 5.0 4.5 3.6 2.6 1.1 0.6 0.0 84.3

男性50代前半 263 3.4 4.2 3.8 2.3 2.7 0.8 0.4 0.4 87.5

女性計 1,633 25.5 16.0 7.8 6.6 7.0 3.9 0.7 0.9 60.6

女性20代 100 33.0 18.0 13.0 5.0 8.0 11.0 0.0 0.0 54.0

女性30代 518 33.8 19.3 9.7 7.5 7.5 5.2 1.0 0.8 50.8

女性40代 718 22.6 14.6 6.7 7.5 7.0 2.5 0.6 1.3 63.1

女性50代前半 297 15.5 13.1 5.7 3.4 6.1 2.7 1.0 0.7 73.7

1,041 24.4 15.2 9.2 6.9 6.8 4.6 0.8 0.7 60.5

393 17.3 11.5 7.6 5.6 6.1 3.1 0.5 0.3 70.7

381 15.5 9.7 5.5 5.0 4.7 1.3 0.3 0.0 73.0

364 15.1 8.8 5.8 3.8 4.1 1.4 0.5 0.5 75.0

388 10.8 8.8 4.1 4.1 3.9 2.1 0.8 0.5 78.4

433 5.8 8.1 3.2 3.0 3.0 0.7 0.7 0.9 82.2

2,851 17.3 11.4 6.6 5.1 5.3 2.7 0.6 0.5 70.2

149 7.4 10.1 6.7 6.7 3.4 2.0 2.0 1.3 78.5

180 10.0 8.3 5.0 6.1 4.4 1.1 1.7 1.1 76.7

2,378 17.8 12.1 6.7 5.1 5.3 3.0 0.6 0.6 69.5

290 15.5 8.3 5.2 3.4 4.8 1.7 0.3 0.0 75.5

152 11.2 9.9 9.9 8.6 5.9 2.0 0.7 0.0 71.7

1,328 16.9 12.2 7.2 5.3 6.3 2.8 0.5 0.3 71.3

1,215 16.7 10.5 6.1 5.1 4.2 2.6 0.7 0.7 70.3

286 17.1 11.9 5.9 4.2 3.8 3.1 1.0 1.0 69.6

171 15.2 10.5 7.0 7.0 5.8 2.3 0.6 0.6 69.6

1,112 15.7 10.9 6.2 5.0 5.2 2.8 1.0 0.5 71.7

950 18.7 12.1 6.9 5.3 4.6 3.1 0.7 0.2 69.3

677 18.6 13.0 8.3 6.1 5.9 3.2 1.2 0.4 70.8

412 18.2 12.4 7.5 4.1 5.1 4.1 1.5 0.0 68.2

1,230 16.6 11.0 6.5 5.4 5.4 2.8 0.3 0.7 70.7

851 13.4 9.4 4.8 4.3 3.9 2.1 1.1 0.8 74.7

834 19.3 13.2 5.8 5.8 5.3 2.3 0.5 0.6 68.0

1,284 17.6 11.7 8.5 5.5 6.2 3.4 0.5 0.3 69.2

1,574 14.3 10.1 5.8 4.3 4.3 2.4 0.4 0.4 72.7

1,251 21.1 13.2 7.7 6.0 6.7 3.2 0.7 0.6 66.9

26 11.5 7.7 3.8 11.5 0.0 3.8 0.0 0.0 76.9

262 17.9 10.3 6.1 5.0 6.5 3.1 1.5 1.1 68.7

1,452 18.1 12.5 7.8 5.7 5.8 3.4 0.8 0.4 69.1

914 14.8 10.1 5.6 4.7 4.6 2.2 0.3 0.5 72.4

295 25.1 16.3 6.8 5.4 7.1 4.7 1.0 1.0 56.6

250 21.6 10.8 7.2 6.4 6.0 3.6 0.4 0.8 64.8

362 13.5 9.4 5.0 6.1 4.4 1.7 0.3 0.6 76.0

1,108 8.3 7.3 5.4 3.2 3.2 1.8 0.8 0.1 80.4

204 3.9 4.9 5.4 2.5 1.5 0.0 0.5 0.0 86.3

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳
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 図表 80 役に立った家庭教育支援の内容 

 
  

(単位：%）

n=

親子ひろ
ば、子育
てひろば
等の地域
子育て拠
点

子育て中
の親の交
流会

子育て・家
庭教育支
援サービ
スに関す
る情報提
供

子育て・家
庭教育に
関する相
談サービ
ス

子育て・家
庭教育に
関する講
座・セミ
ナー

子育てや
家庭教育
の相談や
支援のた
めに家庭
に訪問し
てもらう支

援

家庭教育
支援チー
ムによる
支援

その他 特にない

3,000 14.3 7.8 4.2 3.6 3.7 1.5 0.5 0.4 73.9

1,367 5.6 4.2 3.7 2.6 2.1 0.8 0.4 0.1 84.2

男性20代 68 7.4 7.4 2.9 5.9 4.4 1.5 0.0 0.0 70.6

男性30代 420 7.4 5.2 4.8 2.9 2.6 1.2 0.5 0.0 80.7

男性40代 616 5.2 3.7 3.1 2.8 1.6 0.5 0.5 0.0 86.4

男性50代前半 263 3.0 3.0 3.4 1.1 1.9 0.8 0.4 0.4 88.2

女性計 1,633 21.6 10.8 4.7 4.5 5.1 2.1 0.5 0.6 65.2

女性20代 100 27.0 8.0 10.0 1.0 5.0 5.0 0.0 0.0 61.0

女性30代 518 29.7 13.3 5.6 5.0 4.8 3.3 0.8 0.6 55.4

女性40代 718 18.4 10.0 3.5 5.4 5.3 0.8 0.1 0.8 68.1

女性50代前半 297 13.1 9.4 4.4 2.4 5.1 2.4 1.0 0.3 76.8

1,041 20.4 9.7 6.1 4.6 4.4 3.0 0.6 0.5 65.1

393 15.0 7.6 4.1 4.3 4.3 1.0 0.0 0.3 72.8

381 13.6 7.3 3.1 4.5 3.7 0.5 0.3 0.0 75.3

364 13.2 6.3 4.1 3.0 3.3 0.5 0.5 0.5 77.7

388 8.8 6.7 2.8 2.3 3.1 1.3 0.5 0.3 80.9

433 5.3 6.2 2.3 1.6 2.5 0.5 0.7 0.5 85.0

2,851 14.6 7.9 4.2 3.6 3.8 1.6 0.4 0.4 73.5

149 7.4 6.7 5.4 3.4 2.7 0.7 1.3 0.7 80.5

180 8.9 3.9 2.8 3.3 3.9 0.0 1.1 0.6 80.6

2,378 14.9 8.3 4.3 3.7 3.8 1.8 0.4 0.4 72.8

290 14.5 6.9 3.1 1.7 3.8 1.0 0.3 0.0 78.3

152 9.9 7.2 6.6 5.9 2.6 0.7 0.7 0.0 73.7

1,328 14.7 8.3 4.6 3.5 4.7 1.6 0.4 0.1 73.9

1,215 13.7 7.5 4.0 3.9 2.8 1.2 0.5 0.6 73.7

286 14.7 7.7 3.5 3.1 2.8 2.4 0.7 0.7 73.8

171 14.0 7.0 4.7 4.1 4.7 1.8 0.6 0.6 74.9

1,112 13.8 7.7 4.1 3.7 3.9 1.9 0.8 0.4 74.4

950 16.0 8.2 4.6 4.3 3.4 1.9 0.6 0.2 71.9

677 16.0 8.6 5.6 4.7 4.6 2.4 1.0 0.4 73.9

412 16.0 7.0 4.9 3.4 3.4 2.9 0.7 0.0 71.8

1,230 13.9 7.3 3.8 3.3 3.6 1.3 0.2 0.4 74.6

851 11.0 6.2 2.6 3.2 3.1 0.9 0.6 0.6 78.5

834 16.4 10.2 4.0 4.4 3.8 1.3 0.5 0.4 70.6

1,284 15.2 7.6 5.6 3.5 4.2 2.1 0.4 0.2 72.4

1,574 12.2 7.2 3.4 3.0 3.0 1.3 0.3 0.3 75.7

1,251 17.8 8.9 5.3 4.3 4.8 2.0 0.6 0.4 70.7

26 7.7 3.8 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 80.8

262 14.9 5.7 5.0 3.4 6.1 1.5 1.1 0.8 72.1

1,452 15.4 8.7 4.9 3.8 3.8 1.9 0.6 0.4 72.2

914 12.7 6.5 3.7 3.5 3.3 1.4 0.3 0.3 75.9

295 21.0 11.2 3.4 3.7 4.4 3.4 0.7 0.7 62.4

250 18.0 7.6 5.6 4.8 4.8 1.2 0.4 0.4 67.2

362 11.6 5.5 2.8 5.0 3.3 0.3 0.0 0.6 79.3

1,108 7.3 5.5 3.5 2.3 2.3 1.3 0.6 0.1 82.2

204 3.4 4.4 4.9 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 86.8

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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図表 81 受けてみたい家庭教育支援の内容 

 
 

 

(単位：%）

n=

親子ひろ
ば、子育
てひろば
等の地域
子育て拠
点

子育て中
の親の交
流会

子育て・家
庭教育支
援サービ
スに関す
る情報提
供

子育て・家
庭教育に
関する相
談サービ
ス

子育て・家
庭教育に
関する講
座・セミ
ナー

子育てや
家庭教育
の相談や
支援のた
めに家庭
に訪問し
てもらう支

援

家庭教育
支援チー
ムによる
支援

その他 特にない

3,000 12.3 10.0 9.8 9.8 9.8 4.4 4.1 0.2 68.0

1,367 7.2 7.9 6.1 7.2 7.3 3.3 2.5 0.0 75.1

男性20代 68 8.8 10.3 11.8 8.8 13.2 7.4 1.5 0.0 57.4

男性30代 420 10.0 9.8 7.6 7.9 11.0 3.3 2.1 0.0 71.2

男性40代 616 7.1 7.6 5.5 7.3 6.0 3.1 2.6 0.0 75.8

男性50代前半 263 2.7 4.9 3.4 5.7 3.0 2.7 3.0 0.0 84.0

女性計 1,633 16.6 11.8 12.9 12.0 11.9 5.4 5.4 0.4 62.2

女性20代 100 39.0 19.0 17.0 20.0 13.0 11.0 10.0 0.0 44.0

女性30代 518 26.3 14.9 18.3 15.1 14.3 8.7 5.4 0.2 53.1

女性40代 718 11.1 10.4 10.2 10.6 11.4 3.9 5.2 0.4 66.4

女性50代前半 297 5.4 7.1 8.4 7.4 8.8 1.3 4.4 1.0 73.7

1,041 21.9 14.3 12.9 14.2 14.3 7.8 6.3 0.3 55.9

393 13.2 10.4 10.7 9.9 9.4 3.6 2.8 0.3 67.2

381 9.2 7.6 9.7 9.4 9.4 2.9 3.4 0.0 71.4

364 7.1 6.9 9.3 7.1 6.6 3.0 3.3 0.3 74.5

388 3.1 7.2 8.0 7.0 5.7 2.8 2.3 0.0 77.3

433 3.9 4.8 5.1 4.4 6.2 1.2 2.5 0.5 81.3

2,851 12.7 9.9 10.0 10.0 10.0 4.5 3.9 0.2 67.9

149 5.4 8.1 9.4 6.7 6.7 3.4 8.1 0.7 69.8

180 9.4 7.8 10.0 10.6 8.3 4.4 8.3 0.6 67.8

2,378 13.0 10.1 9.8 10.2 10.1 4.6 3.9 0.2 67.7

290 8.6 9.0 10.0 5.5 9.0 3.1 2.8 0.0 72.8

152 11.8 9.2 12.5 11.2 9.2 4.6 4.6 0.7 65.1

1,328 13.9 10.5 10.8 10.5 10.8 5.1 4.2 0.2 66.9

1,215 11.0 9.3 9.7 9.7 8.7 3.7 3.9 0.2 68.6

286 12.9 7.7 9.4 7.7 9.8 4.9 4.5 0.0 70.3

171 8.8 10.5 6.4 8.8 10.5 3.5 3.5 1.2 69.6

1,112 12.0 9.2 9.4 10.3 9.4 4.7 3.8 0.2 68.4

950 13.3 10.8 9.9 10.9 11.8 4.9 4.9 0.1 65.7

677 12.6 10.0 10.5 11.2 10.5 5.6 5.2 0.4 66.3

412 13.1 10.7 10.9 11.4 10.7 5.8 6.6 0.2 65.3

1,230 12.9 9.7 10.2 9.3 9.3 4.2 3.7 0.2 68.6

851 10.8 6.8 7.6 7.5 8.2 3.5 3.5 0.2 73.1

834 12.7 12.1 10.3 10.0 9.2 5.3 5.2 0.5 66.7

1,284 13.3 10.4 11.6 11.4 11.4 4.5 3.8 0.1 65.1

1,574 10.8 9.1 9.3 8.3 9.0 3.9 3.6 0.2 70.2

1,251 15.3 11.0 11.0 12.0 11.4 5.2 4.2 0.2 64.9

26 0.0 0.0 3.8 15.4 3.8 3.8 3.8 0.0 76.9

262 13.4 9.9 10.7 9.5 7.6 5.3 7.3 0.4 63.7

1,452 13.5 10.2 10.6 11.0 10.5 4.8 4.0 0.1 66.0

914 10.6 10.2 9.0 8.5 10.8 4.3 3.6 0.4 69.7

295 13.6 12.9 9.8 11.5 8.5 5.8 5.4 0.3 65.8

250 14.0 10.4 12.4 9.6 12.0 4.8 3.2 0.4 63.6

362 10.8 6.4 6.4 9.1 10.5 3.9 3.9 0.3 71.5

1,108 8.9 8.4 9.6 7.9 8.3 3.2 3.3 0.1 71.3

204 5.4 5.9 8.3 6.4 6.4 2.9 1.0 0.0 80.9

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上



 

69 

 

②取り組んでみたい家庭教育支援の内容 

○ 取り組んでみたい家庭教育支援では、「子供へのあいさつなどの声かけ」が 24.9%で最も高く、

次いで「子供と一緒に遊ぶ活動」が 22.6%、「この中にはない」が 22.4%である。 

○ 性別にみると、「子供と一緒に遊ぶ活動」と「遊びやスポーツ、文化活動などの指導・協力」、「こ

の中にはない」を除いた全ての項目で女性の方が高くなっており、女性の方が家庭教育支援に

取り組むことに前向きである傾向にある。 

○ 末子年齢別にみると、子供の年齢が上がるにつれ、「この中にはない」が高くなる傾向にある。 

 

 

 

 

図表 82 子育て中の親や家庭を支援するために、あなたはどんな活動や取組をしてみたいと思いますか。

その内容をお答えください。（複数回答） 

 

 

24.9

22.6

20.6

16.9

15.9

15.1

15.1

15.0

14.9

13.9

13.4

13.3

10.5

10.1

8.6

8.2

7.6

7.3

5.9

2.2

0.4

22.4

0 10 20 30

子供へのあいさつなどの声かけ

子供と一緒に遊ぶ活動

ルールやマナーを守らない子供への注意

子育てに関する悩みについて相談にのる活動

子育てをする親同士で話ができる仲間づくりの活動

遊びやスポーツ、文化活動などの指導・協力

運動会や文化祭などの学校行事への参加

不意の外出や親の帰りが遅くなったとき等に子供を預かる活動

子供の防犯のための声かけや登下校の見守り活動

子育てに関する情報を提供する活動

勉強がわからない子供への学習支援

子供と大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭り等を行う活動

子供に自分の職業体験や人生経験を伝える活動

小中学校の校外学習や行事をサポートする活動

子育て家庭の家事を支援する活動

体験活動やボランティア活動への協力・参加

地域の伝統文化を子供に伝える活動

学校との情報交換や話し合いなどへの積極的な参加

特技や能力を活かした学校の授業や講演・講座への協力

家庭教育支援チームへの参加

その他

この中にはない

(%)

(n=3,000)
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図表 83 取り組んでみたい家庭教育支援の内容 

 

(単位：%）

n=

子供への
あいさつな
どの声か
け

子供と一
緒に遊ぶ
活動

ルールや
マナーを
守らない
子供への
注意

子育てに
関する悩
みについ
て相談に
のる活動

子育てを
する親同
士で話が
できる仲
間づくりの
活動

遊びやス
ポーツ、文
化活動な
どの指導・
協力

運動会や
文化祭な
どの学校
行事への
参加

不意の外
出や親の
帰りが遅く
なったとき
等に子供
を預かる
活動

子供の防
犯のため
の声かけ
や登下校
の見守り
活動

子育てに
関する情
報を提供
する活動

勉強がわ
からない
子供への
学習支援

子供と大
人が一緒
に参加で
きる地域
の行事や
お祭り等を
行う活動

子供に自
分の職業
体験や人
生経験を
伝える活
動

小中学校
の校外学
習や行事
をサポート
する活動

子育て家
庭の家事
を支援す
る活動

体験活動
やボラン
ティア活動
への協
力・参加

地域の伝
統文化を
子供に伝
える活動

学校との
情報交換
や話し合
いなどへ
の積極的
な参加

特技や能
力を活か
した学校
の授業や
講演・講
座への協

力

家庭教育
支援チー
ムへの参

加

その他
この中に
はない

3,000 24.9 22.6 20.6 16.9 15.9 15.1 15.1 15.0 14.9 13.9 13.4 13.3 10.5 10.1 8.6 8.2 7.6 7.3 5.9 2.2 0.4 22.4

1,367 18.8 24.1 17.8 12.6 11.8 16.8 12.1 9.1 8.6 10.6 9.4 10.1 9.2 6.8 6.2 5.8 7.0 3.9 5.0 1.1 0.1 29.4

男性20代 68 13.2 25.0 13.2 22.1 17.6 19.1 8.8 10.3 8.8 13.2 8.8 10.3 7.4 7.4 14.7 4.4 8.8 2.9 0.0 0.0 1.5 23.5

男性30代 420 20.2 30.7 15.2 14.8 12.4 11.9 13.1 11.0 7.4 12.1 7.9 10.0 8.3 4.8 7.1 3.1 6.0 3.6 3.6 1.0 0.0 27.1

男性40代 616 19.5 22.6 20.0 9.9 11.5 18.2 13.0 7.8 9.4 10.6 10.1 10.6 10.6 8.3 4.9 7.1 7.3 4.7 6.5 1.5 0.2 31.3

男性50代前半 263 16.3 16.7 18.3 12.9 9.9 20.9 9.1 8.7 8.7 7.6 10.3 9.1 8.0 6.5 5.7 7.2 7.6 2.7 4.9 0.8 0.0 30.0

女性計 1,633 29.9 21.3 22.8 20.5 19.4 13.6 17.6 20.0 20.2 16.7 16.7 16.0 11.6 12.9 10.5 10.3 8.0 10.2 6.7 3.2 0.7 16.6

女性20代 100 40.0 41.0 34.0 30.0 27.0 18.0 19.0 26.0 25.0 21.0 18.0 26.0 19.0 10.0 17.0 13.0 13.0 10.0 9.0 2.0 0.0 9.0

女性30代 518 31.7 29.2 22.6 18.1 21.0 13.7 17.2 23.0 22.2 17.4 15.4 20.3 12.4 13.7 10.4 9.3 9.7 9.8 6.6 4.1 0.8 16.2

女性40代 718 28.6 17.4 23.0 21.0 18.5 14.1 18.0 18.1 19.2 14.9 17.8 12.8 11.3 13.6 10.2 10.0 7.1 10.0 7.0 2.4 0.7 17.4

女性50代前半 297 26.9 10.4 19.2 20.2 15.8 10.8 17.2 17.2 17.5 18.2 15.8 13.1 8.8 10.4 9.4 11.8 5.7 11.4 5.4 4.0 0.7 17.8

1,041 27.8 29.1 20.4 19.8 18.3 15.4 13.5 16.7 15.7 16.9 11.0 16.5 10.5 9.7 10.9 8.5 8.6 7.7 6.3 2.5 0.5 19.3

393 25.2 29.3 20.9 17.3 16.8 16.0 16.5 19.8 17.3 14.2 14.0 12.7 11.2 10.4 7.6 5.3 8.4 5.9 5.3 2.3 0.3 18.3

381 27.3 21.5 25.5 13.9 15.7 17.3 17.8 12.1 16.8 10.8 13.9 12.1 10.2 11.8 5.8 8.1 8.4 7.6 5.2 1.8 0.3 20.5

364 26.4 21.2 24.2 12.6 15.1 16.2 19.8 12.9 17.0 10.4 15.4 13.7 11.0 12.6 9.1 9.3 7.1 8.8 6.3 2.2 0.5 23.9

388 21.1 14.7 18.6 16.0 12.6 13.7 16.5 12.4 11.1 12.6 17.5 10.3 10.8 10.3 6.7 8.2 5.9 8.8 6.2 1.5 0.5 27.1

433 17.6 9.9 15.2 16.6 12.9 11.8 9.9 13.2 11.1 13.2 12.5 9.7 9.7 6.9 7.6 9.5 5.3 5.1 5.3 2.5 0.5 30.0

2,851 25.1 22.9 20.6 16.8 15.9 15.3 15.4 15.0 15.0 13.8 13.1 13.4 10.4 10.0 8.3 8.0 7.6 7.3 5.8 2.1 0.5 22.1

149 20.8 16.8 20.8 18.1 15.4 10.7 8.7 15.4 12.8 15.4 18.1 12.1 12.8 12.1 12.8 12.1 6.7 8.1 7.4 4.0 0.0 28.2

180 23.3 17.2 15.6 18.9 12.2 11.1 6.7 17.2 11.7 13.3 16.1 9.4 10.0 11.7 11.7 11.7 6.1 5.6 6.7 3.9 0.0 27.2

2,378 24.9 23.3 20.9 16.9 15.9 15.0 15.9 15.4 15.3 14.0 13.4 13.6 10.7 9.9 8.7 7.9 7.6 7.6 5.8 2.2 0.5 21.8

290 27.6 21.4 21.0 14.1 15.5 16.9 15.9 11.7 13.4 12.8 12.1 12.4 9.0 11.0 3.8 8.3 7.6 6.2 5.5 1.7 0.3 23.4

152 20.4 20.4 21.1 19.1 21.1 17.1 11.8 11.8 16.4 14.5 12.5 15.1 11.2 9.2 11.8 9.9 9.2 7.2 7.9 2.0 0.7 25.0

1,328 24.5 20.8 19.4 16.7 16.9 14.2 14.2 14.9 15.4 13.3 12.3 13.7 11.1 9.3 9.0 9.0 7.8 7.9 6.0 2.3 0.4 22.4

1,215 25.0 23.8 21.8 17.3 15.3 15.4 15.0 15.1 14.2 14.2 13.8 11.9 10.1 10.5 8.2 7.2 7.2 6.8 5.8 2.1 0.4 23.0

286 22.7 26.6 21.0 14.7 15.0 17.8 17.1 17.1 16.4 13.3 16.8 17.5 10.1 12.6 6.6 8.4 9.4 5.9 5.6 2.4 0.7 21.7

171 30.4 21.1 20.5 19.3 13.5 14.6 19.9 11.1 14.6 17.5 12.3 14.0 9.4 9.9 10.5 9.4 5.3 8.8 5.8 2.9 0.6 20.5

1,112 26.1 23.6 21.9 16.5 16.1 14.4 16.0 14.7 15.3 14.7 12.7 15.9 11.8 9.9 8.6 7.4 8.3 7.7 6.0 2.7 0.4 20.7

950 24.6 26.6 20.8 16.9 17.1 15.2 15.9 15.5 14.3 15.2 14.8 15.3 10.8 10.7 9.3 6.8 7.8 8.4 6.1 1.9 0.6 20.5

677 29.2 26.1 27.5 14.9 17.4 16.8 18.6 16.2 18.0 15.7 15.7 17.3 12.9 10.9 8.6 8.4 8.1 8.7 6.5 2.2 0.6 19.9

412 31.8 27.2 27.9 18.0 15.3 18.0 21.4 18.0 19.7 17.5 14.1 20.1 17.0 12.4 9.7 10.7 11.2 11.4 8.7 2.4 1.0 17.2

1,230 23.5 20.6 18.9 17.0 15.3 15.5 14.4 15.0 14.6 12.6 13.0 11.3 9.5 9.5 8.0 8.9 7.0 6.3 5.5 2.0 0.6 25.4

1,574 24.8 22.1 20.6 15.3 14.5 15.9 15.2 15.8 13.7 13.7 12.1 12.7 9.8 9.3 8.2 7.9 6.9 7.0 5.4 2.0 0.4 23.1

1,251 25.6 23.9 20.6 18.8 17.8 14.5 15.9 14.1 16.9 14.1 14.6 14.4 11.2 11.0 8.6 8.2 8.5 7.8 6.4 2.3 0.5 20.9

26 15.4 19.2 15.4 15.4 7.7 15.4 7.7 7.7 7.7 7.7 3.8 7.7 11.5 0.0 7.7 7.7 7.7 3.8 3.8 0.0 0.0 26.9

262 24.8 22.1 22.1 16.8 16.4 13.4 17.2 16.8 16.0 16.4 20.2 14.9 11.5 13.0 9.5 10.3 10.7 7.6 7.6 5.0 0.4 17.9

1,452 25.6 24.7 19.8 18.0 16.5 14.9 14.6 14.3 14.0 13.6 12.5 13.8 10.2 9.1 9.4 6.9 7.1 6.7 5.2 2.3 0.6 21.2

914 23.5 20.7 21.7 14.8 14.4 16.0 14.6 16.1 15.6 14.0 13.1 12.5 11.2 10.6 6.8 8.9 7.3 7.1 6.3 1.4 0.3 23.0

295 29.8 16.9 22.0 18.3 18.3 10.8 16.9 18.3 16.9 14.6 16.6 14.6 11.5 11.9 9.5 8.5 6.4 9.5 5.8 2.7 1.0 18.3

250 29.6 14.0 21.2 16.8 14.8 13.2 18.0 19.6 13.2 14.4 15.6 14.0 7.6 12.4 8.8 10.4 7.2 8.8 6.0 2.4 0.4 17.6

362 19.9 23.5 20.2 16.3 16.0 14.9 12.2 18.5 14.4 16.6 13.0 12.4 11.0 8.6 10.2 7.7 7.5 7.7 5.5 3.0 0.6 24.6

1,108 22.1 25.0 19.5 14.0 12.2 17.2 13.2 11.4 11.6 11.9 10.5 11.9 10.2 7.9 7.3 6.9 7.4 5.6 5.2 1.4 0.1 26.4

204 16.7 23.5 18.6 14.7 9.8 16.2 13.7 9.3 8.3 9.8 12.3 9.3 11.8 7.8 5.4 8.3 5.9 1.5 4.9 0.5 0.0 32.4

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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③家庭教育の充実のために必要なこと 

○ 家庭教育の充実のために必要なことは「親がもっと家庭教育に取り組むこと」が 40.4%で最も高

く、次いで「行政が支援すること」が 29.6%、「企業などが家庭教育をしやすい環境づくりに協

力すること」が 24.4%である。 

○ 平成 20年度調査と比べると、「親がもっと家庭教育に取り組むこと」が 24.5ポイントも低くな

っている。一方で「行政が支援すること」や「子育てをしている仲間同士が助け合うこと」が

やや高くなっており、家庭教育の充実のためには、親が主体となるだけではなく、社会全体で

支援し、協力していくことが必要だという認識が広まったことが伺える。 

 

 

図表 84 あなたは、家庭教育の充実ために、主にどのようなことが必要だと思いますか。（回答は 2つ

まで） 
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こと

子育てをしている仲間同士が助け合うこと

親以外の家族が協力すること

学校・幼稚園・保育所が家庭を支援すること

地域の人たちが応援すること

その他

H20 (n=3,000) H28 (n=3,000)
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図表 85 家庭教育の充実のために必要なこと 

 

(単位：%）

n=

親がもっと
家庭教育
に取り組
むこと

行政が支
援すること

企業など
が家庭教
育をしやす
い環境づく
りに協力
すること

子育てをし
ている仲
間同士が
助け合うこ

と

親以外の
家族が協
力すること

学校・幼
稚園・保
育所が家
庭を支援
すること

地域の人
たちが応
援すること

その他

3,000 40.4 29.6 24.4 18.9 13.4 12.5 11.2 1.1

1,367 42.9 28.4 23.4 15.7 11.0 10.5 11.3 0.7

男性20代 68 47.1 25.0 13.2 27.9 13.2 7.4 16.2 0.0

男性30代 420 45.0 25.2 21.7 17.6 13.8 13.6 10.7 0.0

男性40代 616 41.1 29.2 25.3 14.8 9.9 9.3 12.3 1.1

男性50代前半 263 42.6 32.3 24.3 11.8 8.7 9.1 8.4 0.8

女性計 1,633 38.3 30.6 25.3 21.5 15.4 14.2 11.1 1.5

女性20代 100 41.0 36.0 13.0 26.0 25.0 16.0 12.0 0.0

女性30代 518 34.9 28.6 25.3 23.0 17.0 18.7 9.8 1.7

女性40代 718 42.1 31.6 25.6 19.9 13.5 13.2 10.7 1.5

女性50代前半 297 34.3 29.6 28.6 21.2 14.1 8.1 13.8 1.3

1,041 41.1 29.0 21.9 19.7 16.2 16.0 11.4 1.0

393 41.5 28.2 24.4 20.4 12.0 16.8 11.2 0.8

381 45.9 25.5 24.7 18.1 12.6 12.6 10.5 1.3

364 38.2 26.6 27.2 19.2 12.9 10.2 13.5 0.5

388 37.6 36.3 27.1 16.2 11.1 8.8 9.8 0.8

433 37.2 32.1 25.6 18.2 11.3 5.3 10.4 2.3

2,851 40.7 29.5 24.1 19.1 13.6 12.7 11.3 1.0

149 34.2 31.5 31.5 14.1 9.4 8.1 9.4 2.7

180 32.2 38.3 28.9 13.3 11.1 5.6 10.6 2.8

2,378 41.2 29.5 24.1 19.5 12.7 13.4 11.1 1.0

290 38.6 26.9 24.5 16.9 19.0 10.7 11.7 1.0

152 40.8 25.0 23.7 19.1 17.1 10.5 11.2 1.3

1,328 39.0 30.3 25.5 20.2 12.7 10.2 11.4 0.8

1,215 41.6 27.7 23.8 18.9 14.1 14.7 10.8 1.1

286 42.0 31.8 22.4 14.3 12.6 16.8 11.2 2.1

171 39.8 32.7 24.6 15.8 16.4 7.6 11.7 1.8

1,112 42.9 28.6 24.4 18.1 14.0 12.9 10.8 0.8

950 40.2 30.7 24.3 19.6 14.6 12.8 11.3 0.8

677 41.8 30.3 24.8 20.1 14.2 12.1 10.5 1.2

412 43.4 30.8 27.7 17.0 13.3 11.2 13.3 1.0

1,230 39.3 29.8 23.9 19.8 11.5 13.0 11.1 1.5

851 39.5 32.1 25.1 15.6 12.9 11.6 10.1 1.3

834 39.7 30.9 23.3 21.7 14.0 12.9 10.8 1.0

1,284 41.5 27.0 24.7 19.2 13.5 12.9 12.1 1.1

1,574 40.0 30.5 25.7 17.7 13.2 11.7 11.8 1.0

1,251 41.3 28.4 22.2 21.1 14.1 14.1 10.7 1.1

26 53.8 19.2 15.4 11.5 19.2 7.7 7.7 0.0

262 33.6 32.1 21.4 21.4 12.6 12.2 14.9 1.5

1,452 39.9 30.0 23.6 19.8 13.6 13.6 10.5 0.9

914 41.0 27.1 27.0 17.0 13.8 12.5 10.9 1.4

295 36.6 30.8 24.4 21.4 17.3 13.2 11.5 1.7

250 36.8 35.6 23.6 21.2 12.8 12.8 10.0 1.2

362 40.9 30.9 28.2 13.5 13.3 11.6 12.2 0.8

1,108 41.4 28.6 26.2 16.0 10.8 10.7 11.6 0.9

204 43.1 31.4 20.1 17.6 10.3 10.3 8.3 0.5

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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④家庭教育の充実のために家庭がすべきこと 

○ 家庭教育の充実のために家庭がすべきことは、「あいさつやマナーなど基本的なしつけを教える

こと」が 79.4%で最も高く、次いで「物事の善悪を教えること」が 55.4%、「健康なからだや健

全な精神を育成すること」が 45.8％である。 

○ 性別にみると、「人としての生き方を教えること」は男性 38.6%、女性 28.7%で、男性が約 10ポ

イント高い。一方で「親子のふれ合いの場を持つこと」は男性 20.2%、女性 32.5%で、女性が 10

ポイント以上高くなっている。 

○ 平成 20年度調査と比較すると、「健康なからだや健全な精神を育成すること」が 13.1ポイント、

「早寝早起きや部屋の片づけなど生活習慣を教えること」が 12.2ポイント高くなっており、「物

事の善悪を教えること」が 8.9ポイント、「親子のふれ合いの場を持つこと」が 9.7ポイント低

くなっている。 

 

図表 86 あなたは、家庭教育の充実ために、家庭は主にどのようなことに取り組むべきだと思いますか。

重要だと思う順番に 3つまでお答えください。（複数回答として集計） 

 

※1～3番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。   

77.8

64.3

32.7

25.2

35.0

36.6

8.7

9.0

5.3

0.9

79.4

55.4

45.8

37.4

33.2

26.9

10.3

6.0

4.2

0.2

0 20 40 60 80 100

あいさつやマナーなど基本的なしつけを教えること

物事の善悪を教えること

健康なからだや健全な精神を育成すること

早寝早起きや部屋の片づけなど生活習慣を教える

こと

人としての生き方を教えること

親子のふれ合いの場を持つこと

交通安全や防犯など子供の安全安心な環境をつく

ること

子供の生活の乱れや非行に対応すること

子供を有害情報から守ること

その他

H20 (n=3,000) H28 (n=3,000)

(%)
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図表 87 家庭教育の充実のために家庭がすべきこと（複数回答として集計） 

  

(単位：%）

n=

あいさつ
やマナー
など基本
的なしつ
けを教え
ること

物事の善
悪を教え
ること

健康なか
らだや健
全な精神
を育成す
ること

早寝早起
きや部屋
の片づけ
など生活
習慣を教
えること

人としての
生き方を
教えること

親子のふ
れ合いの
場を持つ
こと

交通安全
や防犯な
ど子供の
安全安心
な環境を
つくること

子供の生
活の乱れ
や非行に
対応する
こと

子供を有
害情報か
ら守ること

その他

3,000 79.4 55.4 45.8 37.4 33.2 26.9 10.3 6.0 4.2 0.2

1,367 80.1 58.7 44.3 34.5 38.6 20.2 10.3 7.2 4.7 0.2

男性20代 68 70.6 51.5 50.0 33.8 36.8 22.1 17.6 5.9 7.4 0.0

男性30代 420 78.3 61.0 45.0 36.4 32.9 23.3 10.5 5.7 5.5 0.5

男性40代 616 82.5 57.8 43.5 33.0 41.1 18.7 10.7 7.1 4.5 0.2

男性50代前半 263 79.8 58.9 43.7 35.4 42.6 18.3 7.2 10.3 3.0 0.0

女性計 1,633 78.8 52.7 47.0 39.8 28.7 32.5 10.3 4.9 3.7 0.2

女性20代 100 84.0 53.0 39.0 37.0 20.0 54.0 8.0 2.0 2.0 0.0

女性30代 518 79.3 50.0 47.1 40.9 22.6 37.8 12.5 3.7 5.0 0.2

女性40代 718 79.0 53.5 48.3 39.0 31.1 29.4 9.5 5.3 2.9 0.4

女性50代前半 297 75.8 55.2 46.1 40.7 36.4 23.6 9.4 7.1 4.0 0.0

1,041 78.7 54.9 46.1 38.9 29.4 31.2 10.3 4.1 4.6 0.2

393 81.4 53.9 45.3 40.5 28.8 27.2 13.0 5.1 4.3 0.0

381 81.1 54.1 50.1 37.3 29.7 26.0 10.0 6.6 4.2 0.5

364 81.9 52.2 45.3 36.3 35.7 25.5 12.1 6.3 2.5 0.5

388 78.1 54.6 42.8 36.1 39.9 22.4 10.6 8.2 5.7 0.3

433 76.9 62.6 44.6 33.3 41.3 22.2 6.7 8.3 3.0 0.0

2,851 79.7 55.2 46.3 37.3 33.2 26.6 10.3 5.9 4.0 0.2

149 73.2 59.1 36.2 40.3 33.6 33.6 10.1 6.7 6.7 0.7

180 81.7 57.8 41.1 36.7 35.0 31.1 7.2 3.9 5.0 0.0

2,378 79.3 55.4 46.2 37.2 33.6 26.2 10.6 6.1 3.9 0.2

290 83.1 58.6 44.1 35.5 31.7 26.6 8.3 6.6 4.5 0.3

152 71.7 46.7 47.4 45.4 27.6 34.2 13.8 5.9 6.6 0.7

1,328 79.4 56.3 46.6 36.7 33.7 27.0 10.3 5.8 3.2 0.2

1,215 79.4 54.4 45.2 37.2 32.4 27.5 10.5 6.5 5.2 0.2

286 79.7 57.7 42.3 41.6 33.2 24.5 10.5 5.9 3.8 0.3

171 78.9 52.0 49.1 36.8 35.1 26.3 9.4 3.5 5.3 0.6

1,112 79.1 54.9 44.6 36.4 32.6 28.3 10.6 6.7 4.9 0.2

950 81.2 58.6 43.5 37.4 34.5 24.9 9.4 5.8 2.9 0.2

677 81.5 57.8 42.7 36.6 33.4 29.1 10.3 4.7 3.2 0.0

412 83.3 61.7 40.8 35.7 32.8 25.7 10.9 4.4 3.2 0.2

1,230 78.0 54.7 48.3 37.7 32.0 26.9 10.7 6.0 4.1 0.3

851 81.3 56.8 40.0 37.7 33.0 27.0 11.0 7.2 4.1 0.1

834 81.8 54.9 44.7 37.8 28.9 30.9 10.4 5.6 4.1 0.1

1,284 76.6 54.8 50.5 37.3 36.1 24.1 9.7 5.3 4.1 0.4

1,574 81.4 56.7 44.7 37.4 33.7 25.6 9.2 6.1 3.9 0.2

1,251 77.7 53.2 48.1 37.2 32.5 27.9 12.0 5.7 4.2 0.2

26 73.1 57.7 53.8 34.6 34.6 19.2 0.0 7.7 3.8 3.8

262 74.4 52.3 36.3 42.0 38.9 31.7 10.7 6.1 6.1 0.8

1,452 81.0 56.6 45.4 37.1 30.0 28.0 10.3 5.0 4.8 0.2

914 78.6 55.0 47.7 37.1 38.2 23.1 9.2 7.2 3.0 0.2

295 81.4 52.2 47.1 44.4 21.7 33.6 10.5 4.7 3.4 0.3

250 84.8 56.4 40.4 37.6 29.6 30.8 7.6 5.6 4.8 0.4

362 77.1 51.4 49.2 36.2 34.0 28.7 10.2 7.5 4.4 0.0

1,108 80.8 59.8 44.0 35.1 37.9 20.2 10.1 6.2 4.7 0.2

204 77.5 59.8 35.8 34.8 44.6 22.5 9.3 10.3 4.9 0.0

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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⑤家庭教育の充実のために、保育所、幼稚園、学校が支援すべきこと 

○ 家庭教育の充実のために保育所、幼稚園、学校が支援すべきことは、「集団での生活の仕方やマ

ナーを教えること」が 83.9%で最も高く、次いで「物事の善悪を教えること」が 47.9%、「言葉

の習得や勉強に関すること」が 42.9%である。 

○ 平成 20年度調査と比較すると、全体的に大きな差は見られない。 

 

 

図表 88 あなたは、家庭教育の充実のために、保育所、幼稚園、学校は主にどのようなことを支援すべ

きだと思いますか。重要だと思う順番に 3つまでお答えください。（複数回答として集計） 

 

※1～3番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。   

86.2

43.7
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23.4

20.4

8.7

9.5
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6.8
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40.2
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6.0

0.3
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集団での生活の仕方やマナーを教えること

物事の善悪を教えること

言葉の習得や勉強に関すること

健康なからだや健全な精神を育成すること

人としての生き方を教えること

子供の悩みや相談に応じること

子供の生活の乱れや非行に対応すること

子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること

イベントなど親子がふれ合う機会を設けること

親の悩みや相談に応じること

その他

H20 (n=3,000) H28 (n=3,000)

(%)
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図表 89 家庭教育の充実のために、保育所、幼稚園、学校が支援すべきこと 

（複数回答として集計） 

 

 

 

  

(単位：%）
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物事の善
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人としての
生き方を
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みや相談
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のサービ
スを提供
すること

イベントな
ど親子が
ふれ合う
機会を設
けること

親の悩み
や相談に
応じること

その他

3,000 83.9 47.9 42.9 40.2 29.0 21.2 9.6 8.8 6.8 6.0 0.3

1,367 81.1 49.7 44.0 42.4 33.4 16.6 11.0 6.0 7.2 5.1 0.1

男性20代 68 70.6 47.1 33.8 51.5 33.8 25.0 11.8 4.4 10.3 7.4 0.0

男性30代 420 82.4 49.0 44.5 41.4 31.9 16.9 10.0 7.6 8.1 6.0 0.2

男性40代 616 80.2 49.8 45.1 41.9 33.9 15.9 10.7 5.5 7.3 5.0 0.2

男性50代前半 263 83.7 51.3 43.0 42.6 34.6 15.6 12.9 4.9 4.6 3.4 0.0

女性計 1,633 86.3 46.4 42.0 38.3 25.3 25.1 8.4 11.2 6.5 6.8 0.4

女性20代 100 94.0 47.0 32.0 33.0 23.0 21.0 7.0 17.0 10.0 8.0 0.0

女性30代 518 86.9 45.4 43.2 41.3 20.8 23.2 9.3 12.9 8.3 6.0 0.2

女性40代 718 86.2 47.5 42.6 34.8 27.3 25.8 7.9 10.6 5.7 7.1 0.7

女性50代前半 297 82.8 45.5 41.8 43.4 29.0 28.3 8.4 7.7 4.0 7.1 0.3

1,041 85.5 49.1 40.5 40.5 27.2 21.1 8.6 9.6 9.1 6.4 0.3

393 86.0 47.3 40.7 46.3 24.9 18.1 8.9 12.2 4.8 6.4 0.0

381 83.2 45.7 50.4 37.3 27.8 20.7 9.4 10.0 6.0 4.5 0.3

364 83.8 46.7 45.1 41.2 31.9 19.5 13.2 4.7 4.9 4.4 0.5

388 82.5 47.2 44.6 33.8 32.2 22.4 10.6 9.3 4.1 8.8 0.5

433 80.1 49.4 40.6 41.1 32.8 25.2 8.5 6.0 7.6 5.1 0.2

2,851 84.3 48.0 43.0 40.6 28.7 21.0 9.8 8.6 6.6 6.0 0.3

149 77.2 47.0 41.6 32.2 34.9 25.5 4.7 13.4 10.1 6.7 0.0

180 79.4 46.7 41.7 37.2 33.3 25.0 4.4 15.6 6.7 5.0 0.0

2,378 84.6 48.1 43.3 40.7 28.7 20.6 9.4 8.5 6.5 5.8 0.3

290 84.1 49.3 40.3 39.7 27.9 21.4 12.8 7.9 8.3 7.6 0.3

152 77.6 44.7 43.4 35.5 30.9 26.3 12.5 8.6 8.6 7.9 0.0

1,328 83.1 46.7 42.3 42.8 28.0 21.8 9.5 9.7 6.3 6.0 0.3

1,215 85.0 48.6 43.5 38.7 29.5 20.2 9.1 9.0 7.2 5.8 0.2

286 85.0 48.3 42.0 37.1 31.1 21.0 10.1 6.6 9.1 5.6 0.7

171 80.7 52.0 44.4 35.7 29.8 24.6 12.3 4.7 4.7 8.2 0.6

1,112 82.8 45.8 46.0 41.7 27.2 22.8 9.3 8.4 6.4 6.3 0.2

950 85.2 50.5 43.9 41.7 27.6 20.5 9.4 7.9 5.7 4.9 0.2

677 86.0 47.6 45.9 41.8 25.0 21.3 9.3 8.1 5.5 5.2 0.3

412 86.9 47.6 45.6 41.0 27.9 21.4 8.3 7.3 6.1 5.1 0.0

1,230 84.0 47.5 41.0 39.1 30.9 20.2 9.6 9.8 7.7 6.1 0.5

851 83.9 50.9 43.2 36.7 27.8 24.2 9.0 9.2 6.6 5.5 0.2

834 84.7 48.9 39.7 37.4 29.0 24.1 9.5 9.0 7.2 5.6 0.5

1,284 83.3 45.4 44.9 44.7 29.4 17.5 10.0 8.5 6.5 6.4 0.2

1,574 83.9 48.5 43.1 41.6 29.1 21.0 8.6 9.0 6.5 6.0 0.3

1,251 84.7 47.5 42.8 39.0 28.2 21.0 11.2 8.1 7.0 6.1 0.4

26 88.5 42.3 38.5 53.8 26.9 19.2 15.4 7.7 0.0 3.8 0.0

262 79.8 47.7 42.4 30.9 29.4 27.9 9.9 11.1 9.5 8.8 0.4

1,452 84.4 48.6 42.9 40.9 27.1 20.5 8.7 9.2 7.8 6.1 0.3

914 84.5 47.8 42.1 41.2 32.6 20.6 11.1 7.8 5.0 4.5 0.2

295 83.1 41.7 41.4 38.0 31.9 25.4 7.1 10.8 7.8 7.8 0.7

250 86.0 48.4 45.6 34.4 22.4 27.6 9.2 12.8 6.4 5.6 0.0

362 80.9 45.9 45.0 44.5 27.1 23.8 6.4 11.3 6.4 5.0 0.6

1,108 82.2 50.3 42.1 42.1 31.3 17.1 10.7 6.5 7.9 6.0 0.1

204 81.4 48.5 45.6 43.6 34.8 17.2 13.2 4.9 3.4 4.4 0.0

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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⑥家庭教育の充実のために、地域や子育てサークルなどが支援すべきこと 

○ 家庭教育の充実のために地域の人たちや子育てサークルなどが支援すべきことでは、「交通安全

や防犯など子供の安全安心な環境をつくること」が 64.9%で最も高く、次いで「子供の悪い行い

を注意し、良い行いをほめること」が 59.6%、「地域全体で子育てを支援する環境をつくること」

が 52.1%である。 

○ 性別にみると、男性では「子供の悪い行いを注意し、良い行いをほめること」が女性よりも 12.8

ポイント高く、女性では「地域全体で子育てを支援する環境をつくること」が男性よりも 14.4

ポイント高い。 

○ 平成 20年度調査と比較すると、「子供の悪い行いを注意し、良い行いをほめること」が 5.4ポ

イント低く、「イベントなど親子がふれ合う機会を設けること」が 6.9ポイント、「子供の居場

所や一時預かりのサービスを提供すること」が 6.8ポイント高くなっている。 

 

図表 90 あなたは、家庭教育の充実のために、地域の人たちや子育てサークルなどは主にどのようなこ

とを支援すべきだと思いますか。重要だと思う順番に 3つまでお答えください。（複数回答として集計） 

 

※1～3番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。 
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イベントなど親子がふれ合う機会を設けること

家庭教育の悩みや相談に応じること

子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること

家庭教育について学ぶ機会を設けること

その他

H20 (n=3,000) H28 (n=3,000)

(%)
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図表 91 家庭教育の充実のために、地域や子育てサークルなどが支援すべきこと（複数回答として集計） 

 

(単位：%）

n=

交通安全
や防犯な
ど子供の
安全安心
な環境を
つくること

子供の悪
い行いを
注意し、良
い行いを
ほめること

地域全体
で子育て
を支援す
る環境を
つくること

イベントな
ど親子が
ふれ合う
機会を設
けること

家庭教育
の悩みや
相談に応
じること

子供の居
場所や一
時預かり
のサービ
スを提供
すること

家庭教育
について
学ぶ機会
を設けるこ

と

その他

3,000 64.9 59.6 52.1 32.6 31.9 30.1 16.0 0.3

1,367 63.2 66.6 44.3 35.0 34.4 24.9 17.8 0.3

男性20代 68 61.8 60.3 38.2 32.4 35.3 27.9 27.9 0.0

男性30代 420 62.6 66.7 43.6 37.9 32.9 26.9 17.4 0.2

男性40代 616 61.7 65.4 44.6 32.5 34.6 25.8 19.6 0.5

男性50代前半 263 68.1 70.7 46.0 37.3 36.1 19.0 11.8 0.0

女性計 1,633 66.3 53.8 58.7 30.5 29.9 34.5 14.4 0.3

女性20代 100 70.0 55.0 52.0 35.0 30.0 32.0 13.0 0.0

女性30代 518 64.7 47.7 59.8 36.3 32.6 34.7 14.3 0.4

女性40代 718 66.6 56.4 58.2 27.9 30.6 33.3 13.8 0.4

女性50代前半 297 67.0 57.6 60.3 25.3 23.2 37.7 16.5 0.0

1,041 64.2 56.2 53.5 35.6 33.6 31.4 17.0 0.3

393 63.9 54.7 47.8 38.9 31.3 32.8 17.6 0.0

381 66.4 66.9 52.2 30.2 28.6 30.4 12.9 0.3

364 69.0 61.3 52.7 27.7 29.4 27.2 12.6 0.5

388 62.4 62.9 53.6 31.4 32.5 26.8 16.5 0.8

433 64.9 61.4 50.8 26.6 33.0 29.8 17.1 0.0

2,851 65.0 59.5 52.3 33.1 31.6 30.1 15.8 0.3

149 62.4 61.1 48.3 22.1 37.6 30.2 19.5 0.0

180 59.4 61.1 47.2 24.4 37.8 35.6 17.8 0.0

2,378 65.8 58.2 52.9 33.2 30.9 30.4 15.6 0.3

290 60.7 66.6 52.1 32.8 34.5 27.6 16.2 0.7

152 65.1 65.8 46.1 32.2 36.2 25.0 19.1 0.0

1,328 65.6 57.5 54.1 31.6 31.9 30.3 15.5 0.2

1,215 63.9 60.8 50.5 34.1 32.3 29.3 15.6 0.5

286 66.1 60.1 50.0 33.2 25.9 33.2 18.5 0.3

171 64.3 66.1 52.0 28.7 39.2 29.2 17.5 0.0

1,112 65.7 58.3 50.9 33.2 32.5 30.0 17.2 0.1

950 65.8 60.8 52.9 32.9 29.6 29.1 15.4 0.1

677 67.7 60.1 56.3 32.2 28.7 27.0 14.6 0.0

412 68.2 62.6 55.8 32.3 28.6 25.5 16.5 0.0

1,230 64.0 58.4 52.6 33.1 31.4 31.2 15.3 0.7

851 65.6 62.4 49.9 30.0 31.0 30.4 16.7 0.4

834 65.3 59.2 54.1 29.5 33.5 30.3 15.9 0.1

1,284 64.3 57.8 52.6 36.3 31.5 30.0 15.3 0.4

1,574 63.4 62.2 52.1 33.5 30.7 30.7 15.3 0.2

1,251 66.8 56.0 52.8 32.9 32.8 29.5 16.3 0.4

26 73.1 65.4 42.3 19.2 30.8 26.9 19.2 3.8

262 59.2 60.7 51.9 30.5 34.0 34.0 20.2 1.1

1,452 66.0 59.0 50.9 33.3 32.6 30.4 15.8 0.3

914 63.7 60.4 54.2 33.7 29.4 28.1 16.7 0.2

295 63.1 55.9 59.7 35.3 30.8 30.2 15.6 0.7

250 71.2 58.0 58.8 28.4 24.8 33.2 13.2 0.0

362 61.3 61.6 50.6 29.3 32.9 37.3 14.9 0.0

1,108 63.4 65.7 45.9 33.8 33.0 25.5 17.2 0.2

204 63.2 66.2 42.2 40.2 36.8 23.0 18.1 0.5

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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⑦家庭教育の充実のために、国や市区町村など行政が支援すべきこと 

○ 家庭教育の充実のために、国や市区町村など行政がすべきことでは、「子育ての経済的負担を軽

減すること」が 61.5%で最も高く、次いで「家庭教育の悩みや相談に対応できる仕組みをつくる

こと」が 43.9%、「子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること」が 39.8%である。 

○ 性別にみると、女性では「子育ての経済的負担を軽減すること」が男性よりも 13ポイント高く、

「子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること」は 8.6ポイント高い。 

○ 平成 20年度調査と比較すると、「子育ての経済的負担を軽減すること」が 10ポイント低くなっ

ている。 

 

 

図表 92 あなたは、家庭教育の充実のために、国や市区町村など行政は主にどのようなことを支援すべ

きだと思いますか。重要だと思う順番に 3つまでお答えください。（複数回答として集計） 

 

※1～3番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。 

71.5

37.1

30.8

38.3

25.2

28.3

15.7

16.4

10.4

5.1

61.5

43.9

39.8

37.6

30.9

22.2

20.9

20.1

11.3

0.8

0 20 40 60 80

子育ての経済的負担を軽減すること

家庭教育の悩みや相談に対応できる仕組みをつくること

子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること

子供を有害情報から守ること

子供の生活の乱れや非行に対応すること

家庭教育の大切さを社会全体に向けて啓発すること

子供の発達段階に応じた情報を知らせること

イベントなど親子がふれ合う機会を設けること

研修や講演会など家庭教育の学習機会を提供すること

その他

H20 (n=3,000) H28 (n=3,000)

(%)
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図表 93 家庭教育の充実のために、国や市区町村など行政が支援すべきこと 

（複数回答として集計） 

 

 

  

(単位：%）

n=

子育ての
経済的負
担を軽減
すること

家庭教育
の悩みや
相談に対
応できる
仕組みを
つくること

子供の居
場所や一
時預かり
のサービ
スを提供
すること

子供を有
害情報か
ら守ること

子供の生
活の乱れ
や非行に
対応する
こと

家庭教育
の大切さ
を社会全
体に向け
て啓発す
ること

子供の発
達段階に
応じた情
報を知ら
せること

イベントな
ど親子が
ふれ合う
機会を設
けること

研修や講
演会など
家庭教育
の学習機
会を提供
すること

その他

3,000 61.5 43.9 39.8 37.6 30.9 22.2 20.9 20.1 11.3 0.8

1,367 54.4 40.9 35.1 37.9 37.8 23.4 20.8 24.4 13.2 0.9

男性20代 68 48.5 36.8 33.8 35.3 33.8 25.0 22.1 32.4 14.7 1.5

男性30代 420 55.5 39.8 39.3 37.9 36.4 22.9 21.9 24.5 12.1 0.7

男性40代 616 53.7 39.9 34.9 38.3 38.8 23.7 19.6 23.5 13.8 1.3

男性50代前半 263 55.5 46.0 29.3 37.6 38.8 23.2 21.7 24.0 12.9 0.0

女性計 1,633 67.4 46.4 43.7 37.4 25.2 21.2 20.9 16.5 9.7 0.8

女性20代 100 69.0 36.0 50.0 38.0 28.0 17.0 18.0 20.0 8.0 1.0

女性30代 518 68.0 42.7 45.4 37.5 21.2 22.4 21.2 21.2 8.5 1.2

女性40代 718 68.8 48.7 41.4 35.4 24.5 21.0 21.9 14.9 11.4 0.7

女性50代前半 297 62.6 50.5 44.1 41.8 32.7 21.2 18.9 11.1 8.4 0.3

1,041 61.5 43.2 42.7 37.5 26.1 23.8 22.5 21.6 11.7 1.2

393 60.8 39.9 45.5 35.4 32.6 16.8 20.6 25.7 10.4 0.5

381 62.2 39.9 39.4 36.5 31.5 25.5 21.0 19.7 13.1 0.3

364 59.6 41.2 37.9 39.6 35.7 21.4 19.2 22.0 9.3 0.8

388 62.9 49.0 33.2 41.0 33.2 21.9 20.9 15.5 9.5 0.8

433 61.7 50.1 35.1 36.3 34.4 21.5 18.5 14.3 12.7 0.9

2,851 61.2 43.7 39.8 37.8 31.0 22.4 20.9 20.2 11.3 0.8

149 65.8 46.3 38.9 32.9 30.2 18.1 20.8 17.4 10.7 0.7

180 64.4 47.2 37.2 35.6 28.9 20.0 21.1 18.3 11.7 0.6

2,378 61.8 43.7 40.1 37.8 30.3 22.2 20.8 20.2 11.1 0.9

290 60.3 40.7 38.3 36.2 34.8 25.9 22.8 21.7 11.4 0.3

152 54.6 48.0 40.8 38.8 36.2 17.8 18.4 17.1 13.8 1.3

1,328 60.2 46.8 41.1 36.7 31.6 20.9 20.9 19.0 11.1 0.5

1,215 63.5 41.7 37.7 37.9 29.4 23.2 21.3 21.3 11.1 0.9

286 63.6 37.4 43.0 37.1 30.4 24.8 18.5 23.8 10.5 1.0

171 53.2 47.4 38.6 42.7 38.0 21.6 21.1 14.0 15.8 2.3

1,112 61.2 43.8 37.0 37.7 32.0 22.4 22.1 21.6 11.0 0.4

950 60.3 43.4 41.5 35.4 32.4 22.9 20.4 19.8 12.4 0.9

677 67.8 41.7 39.4 35.0 32.8 21.0 20.7 18.9 10.0 0.3

412 66.5 42.7 36.4 33.3 33.3 26.5 20.9 19.4 11.7 0.5

1,230 61.9 43.4 41.9 38.5 28.7 22.5 19.8 20.1 10.4 1.1

851 62.4 43.1 36.0 39.7 34.7 19.5 21.4 20.9 9.6 0.8

834 64.1 46.3 39.1 36.6 29.3 24.3 21.2 16.9 9.4 0.6

1,284 59.3 43.2 43.1 36.5 29.4 22.3 20.6 21.5 13.5 1.0

1,574 59.6 43.3 40.7 37.4 33.1 22.7 20.0 21.0 11.3 1.0

1,251 63.2 44.2 38.5 38.2 28.5 22.1 22.2 19.3 11.3 0.6

26 65.4 46.2 46.2 50.0 19.2 19.2 7.7 15.4 15.4 3.8

262 61.5 42.7 40.8 38.9 33.2 19.8 24.8 18.7 8.0 0.8

1,452 63.5 44.1 40.1 36.0 29.8 21.6 20.3 21.2 11.5 1.0

914 59.2 42.5 41.4 36.4 31.5 24.6 20.8 19.5 13.2 0.8

295 67.5 44.1 48.8 34.9 25.1 23.7 19.7 19.0 8.8 0.7

250 68.0 47.6 43.2 36.4 29.2 18.8 20.0 16.0 11.6 0.0

362 58.0 41.2 37.8 41.7 34.0 16.3 22.7 19.9 14.1 1.4

1,108 56.9 42.3 37.6 36.4 34.2 25.1 21.1 22.5 11.6 0.8

204 52.0 41.2 32.4 39.7 41.7 22.5 18.6 27.9 12.7 0.5

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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⑧家庭教育の充実のために、企業が支援すべきこと 

○ 家庭教育の充実のために、企業が支援すべきことは、「子育て中の親が休みを取りやすくするこ

と」が 55.6%で最も高く、次いで「業務を効率化し、残業時間を減らすようにすること」が 48.1%、

「時短制度を活用させること」が 45.0%である。 

○ 性別にみると、女性では「子育て中の親が休みを取りやすくすること」が男性よりも 18.4ポイ

ント高くなっている。男性では、「業務を効率化し、残業時間を減らすようにすること」が 52.1%

で最も高い。 

○ 労働時間別にみると、週当たりの平均労働時間が 60時間以上では、「時短制度を活用させるこ

と」が 48.5%で最も高い。また労働時間が長くなるにつれ、「フレックスタイム制度を活用させ

ること」が高くなる傾向にある。 

 

図表 94 あなたは、家庭教育の充実のために、企業は主にどのようなことを支援すべきだと思いますか。

重要だと思う順番に 3つまでお答えください。（複数回答として集計） 

 

※1～3番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。 

 

 

  

55.6

48.1

45.0

39.8

31.9
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11.8

8.7

7.3

6.6

4.0

1.7
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子育て中の親が休みを取りやすくすること

業務を効率化し、残業時間を減らすようにすること

時短制度を活用させること

フレックスタイム制度を活用させること

在宅勤務制度を進めること

事業所内保育所を設けること

イベントなど親子がふれ合う機会を設けること

社内で研修や講演会など家庭教育の学習機会を提供すること

家庭教育について学ぶ機会を設けること

職場の仲間同士で子育ての情報を交換できる場をつくること

子育てについての社内セミナーの実施

その他

(%)

(n=3,000)
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図表 95 家庭教育の充実のために、企業が支援すべきこと（複数回答として集計） 

 

 

 

 

 

  

(単位：%）

n=

子育て中
の親が休
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やすくする
こと

業務を効
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業時間を
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時短制度
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タイム制
度を活用
させること

在宅勤務
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事業所内
保育所を
設けること

イベントな
ど親子が
ふれ合う
機会を設
けること

社内で研
修や講演
会など家
庭教育の
学習機会
を提供す
ること
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職場の仲
間同士で
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情報を交
換できる
場をつくる
こと

子育てに
ついての
社内セミ
ナーの実
施
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3,000 55.6 48.1 45.0 39.8 31.9 26.7 11.8 8.7 7.3 6.6 4.0 1.7

1,367 45.6 52.1 43.2 43.8 34.0 18.1 16.2 11.4 9.4 6.2 4.6 2.0

男性20代 68 44.1 52.9 41.2 45.6 36.8 23.5 20.6 7.4 14.7 5.9 2.9 0.0

男性30代 420 47.9 51.7 45.5 40.5 29.8 21.0 17.1 14.3 7.9 7.1 5.2 1.0

男性40代 616 44.0 53.6 42.5 45.0 34.1 15.7 16.1 10.6 9.7 6.3 4.5 2.9

男性50代前半 263 46.0 49.0 41.8 46.0 39.9 17.9 14.1 9.9 9.5 4.6 4.2 1.9

女性計 1,633 64.0 44.8 46.4 36.4 30.1 33.9 8.1 6.5 5.5 6.9 3.4 1.5

女性20代 100 71.0 36.0 49.0 29.0 35.0 48.0 5.0 6.0 3.0 4.0 4.0 0.0

女性30代 518 65.1 42.1 50.2 29.9 30.5 39.2 8.3 5.4 5.2 5.8 5.8 1.9

女性40代 718 65.2 46.5 42.6 40.0 28.4 30.1 8.9 6.0 5.3 8.5 2.6 1.4

女性50代前半 297 56.9 48.5 48.1 41.8 31.6 29.0 6.7 9.8 7.4 5.7 1.0 1.3

1,041 56.6 45.7 46.4 37.3 33.7 34.7 11.8 8.7 6.4 6.2 4.3 1.1

393 59.0 49.6 45.8 40.2 26.7 21.4 14.8 9.9 6.6 6.1 5.1 1.3

381 56.7 48.0 43.6 38.8 31.2 22.3 13.9 7.9 8.4 5.5 3.9 2.9

364 58.2 49.7 44.5 38.7 31.3 19.8 11.8 7.1 6.3 7.1 3.0 1.9

388 51.5 51.8 42.8 42.5 34.5 22.9 8.0 8.5 8.5 7.2 3.4 2.1

433 50.6 48.0 44.3 44.8 30.7 25.4 10.6 9.9 8.5 7.6 3.5 2.1

2,851 55.8 48.5 44.9 39.8 32.0 26.8 11.7 8.6 7.3 6.4 4.0 1.7

149 52.3 40.9 45.6 40.3 29.5 25.5 13.4 10.7 7.4 10.1 2.7 2.0

180 56.1 43.9 49.4 40.6 32.2 25.6 10.6 7.2 7.8 7.2 2.2 1.1

2,378 55.8 48.0 45.5 39.9 31.7 27.3 11.0 8.6 6.9 6.4 4.1 1.8

290 57.6 53.1 42.1 37.2 30.0 24.8 14.8 9.7 9.0 6.6 3.4 1.0

152 47.4 46.1 36.8 42.8 38.2 21.7 19.7 10.5 9.9 8.6 4.6 2.6

1,328 55.5 48.7 45.9 42.5 31.9 27.7 10.5 8.0 6.5 6.2 3.8 1.4

1,215 55.6 48.0 43.0 37.5 32.8 26.1 11.0 9.1 7.7 7.0 4.8 1.6

286 62.6 49.7 43.0 35.3 26.9 26.9 17.8 9.1 7.3 5.6 2.8 2.4

171 44.4 42.1 55.0 42.1 33.9 22.8 17.0 11.1 9.9 8.2 1.2 4.1

1,112 56.4 46.5 46.1 39.0 32.4 26.4 12.3 8.2 7.6 6.2 4.2 1.5

950 58.0 48.5 44.8 40.2 30.9 27.2 11.8 9.3 6.6 4.8 4.0 1.4

677 61.7 46.2 46.4 39.7 31.9 29.5 9.5 6.1 5.5 5.0 4.1 1.5

412 58.5 47.8 43.7 39.3 31.1 28.9 11.7 7.5 7.0 5.6 6.3 1.2

1,230 54.4 48.5 44.7 39.4 32.2 27.0 11.1 9.1 6.7 7.6 3.3 2.4

851 60.2 45.4 40.7 36.2 29.3 28.7 13.9 8.6 7.9 6.5 4.6 1.9

834 57.1 48.7 50.7 39.2 26.5 27.7 10.3 8.4 6.5 6.4 3.6 1.6

1,284 51.8 49.5 44.1 42.6 37.1 25.1 11.2 8.9 7.4 6.5 3.8 1.7

1,574 53.9 48.5 45.2 41.9 31.6 26.9 11.6 8.6 7.4 6.8 3.9 1.7

1,251 58.4 48.5 44.2 37.1 32.4 26.8 11.9 8.7 7.0 5.9 4.2 1.7

26 46.2 50.0 61.5 42.3 38.5 19.2 11.5 7.7 11.5 3.8 0.0 0.0

262 55.7 42.7 45.4 31.3 32.8 30.2 14.5 8.0 9.9 8.4 4.6 1.9

1,452 58.3 49.0 44.5 37.7 29.7 27.9 12.7 8.7 7.3 6.6 3.9 1.6

914 51.0 49.5 44.4 45.2 35.3 24.5 9.8 9.4 7.2 5.7 4.0 2.1

295 62.7 44.4 48.5 31.5 27.5 34.2 9.2 8.5 5.8 7.5 5.4 1.4

250 61.6 43.2 44.0 35.6 26.0 34.8 8.8 8.4 6.4 9.6 6.0 0.8

362 49.2 43.6 50.8 43.9 36.2 24.0 11.6 5.8 8.6 5.5 3.0 2.5

1,108 49.8 54.1 41.2 44.3 31.7 20.9 14.4 10.9 7.5 6.9 3.9 1.8

204 45.6 46.1 48.5 46.1 33.3 17.6 14.2 12.3 10.8 7.4 3.9 2.5

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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（６）家庭教育に関する情報面での支援 

①家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況 

○ 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況は、「参加したことがない」が 57.5%で最も高

く、次いで「あまり参加しない」が 28.4%であり、「時々参加する」は 12.5%、「よく参加する」

は 1.6%である。 

○ 性別にみると、「よく参加する」と「時々参加する」の合計が男性 11.7%、女性 16.2%であり、

女性が 4.5ポイント高くなっている。男性を年代別にみると、男性 20代では、「よく参加する」

と「時々参加する」の合計が 19.1%であり、30代～50代前半の男性に比べて高くなっている。 

○ 配偶者の有無別、同居家族構成別にみると、「参加したことがない」が配偶者なしの世帯では、

68.5%、単親世帯では 66.7%と高くなっている。 

○ 労働時間別にみると、労働時間が長くなるにつれ、「参加したことがない」が高くなる傾向にあ

り、60時間以上では、66.7%である。 

 

 

 

図表 96 あなたは、家庭教育に関する講座や研修会などに参加していますか。 

 

 

  

1.3

1.6

15.3

12.5

32.6

28.4

50.8

57.5

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

H20 (n=3,000)

H28 (n=3,000)

よく参加する 時々参加する あまり参加しない 参加したことがない
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図表 97 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況 

 

(単位：%）

n=

よく参加す
る

時々参加
する

あまり参
加しない

参加したこ
とがない

3,000 1.6 12.5 28.4 57.5

1,367 2.2 9.5 24.0 64.3

男性20代 68 1.5 17.6 29.4 51.5

男性30代 420 3.1 9.5 24.3 63.1

男性40代 616 1.9 9.1 22.2 66.7

男性50代前半 263 1.5 8.4 26.2 63.9

女性計 1,633 1.2 15.0 32.1 51.7

女性20代 100 0.0 7.0 33.0 60.0

女性30代 518 1.5 12.2 27.0 59.3

女性40代 718 0.4 17.5 34.3 47.8

女性50代前半 297 2.7 16.5 35.4 45.5

1,041 1.4 12.9 28.0 57.7

393 0.8 13.2 25.7 60.3

381 2.6 12.9 30.4 54.1

364 2.5 12.9 28.6 56.0

388 1.8 11.9 28.1 58.2

433 1.2 10.9 30.3 57.7

2,851 1.6 12.6 28.9 56.9

149 2.0 10.1 19.5 68.5

180 2.8 8.9 21.7 66.7

2,378 1.5 11.9 29.0 57.7

290 2.1 16.6 28.3 53.1

152 2.0 19.1 27.6 51.3

1,328 1.3 12.7 28.7 57.4

1,215 1.5 11.4 28.9 58.2

286 3.1 11.9 28.3 56.6

171 2.9 19.9 22.8 54.4

1,112 1.9 11.1 28.2 58.8

950 1.6 12.9 27.7 57.8

677 1.3 12.7 27.8 58.2

412 1.2 15.3 28.6 54.9

1,230 1.6 12.5 28.5 57.3

851 1.3 8.9 25.3 64.5

834 1.4 12.7 29.1 56.7

1,284 1.9 14.8 30.1 53.1

1,574 1.7 12.7 29.7 56.0

1,251 1.6 12.6 27.8 58.0

26 0.0 7.7 30.8 61.5

262 1.9 8.8 30.2 59.2

1,452 1.4 13.5 25.8 59.2

914 2.1 12.9 31.2 53.8

295 1.4 11.9 36.6 50.2

250 1.6 14.8 30.0 53.6

362 1.4 11.3 29.0 58.3

1,108 2.1 10.8 25.6 61.5

204 1.5 10.8 21.1 66.7

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上



 

85 

 

②家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、良かったこと 

○ 家庭教育に関する講座・研修会などに参加して、良かったことは、「家庭教育の大切さについて

認識できたこと」が 40.6%で最も高く、次いで「みんなも同じ悩みを抱えていることを知ったこ

と」が 31.6%、「子供の気持ちを分かることができたこと」が 26.4%である。 

○ 性別にみると、男女ともに、「家庭教育の大切さについて認識できたこと」が約 4割で最も高い。

男性では、「しつけの仕方を学ぶことができたこと」が 39.4%で 2番目に高く、女性では、「みん

なも同じ悩みを抱えていることを知ったこと」が 38.3%で 2番目に高い。 

○ 平成 20年度調査と比較すると、「子供の気持ちを分かることができたこと」、「しつけの仕方を

学ぶことができたこと」、「今悩んでいた問題解決の方法を見出せたこと」がそれぞれ 4ポイン

ト以上高くなっている。 

 

図表 98 あなたは、家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、主にどのようなことが良かったで

すか。良かったと思う順番に 2つまでお答えください。（複数回答として集計） 

 

※1～2番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。  

43.8

33.8

21.2

21.2

23.0

20.4

13.1

6.0

5.0

2.6

40.6

31.6

26.4

25.5

21.2

21.2

17.7

7.3

0.9

2.4

0 20 40 60

家庭教育の大切さについて認識できたこと

みんなも同じ悩みを抱えていることを知ったこと

子供の気持ちを分かることができたこと

しつけの仕方を学ぶことができたこと

子育て中の仲間と知り合えたこと

気分転換が図れたこと

今悩んでいた問題解決の方法を見出せたこと

講師や専門家などが相談に応じてくれたこと

その他

良かったと思うことはない

H20 (n=496) H28  (n=424)

(%)
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図表 99 家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、良かったこと 

（複数回答として集計） 

 

 

  

(単位：%）

n=

家庭教育
の大切さ
について
認識でき
たこと

みんなも
同じ悩み
を抱えて
いることを
知ったこと

子供の気
持ちを分
かることが
できたこと

しつけの
仕方を学
ぶことがで
きたこと

子育て中
の仲間と
知り合え
たこと

気分転換
が図れた
こと

今悩んで
いた問題
解決の方
法を見出
せたこと

講師や専
門家など
が相談に
応じてくれ
たこと

その他
良かったと
思うことは
ない

424 40.6 31.6 26.4 25.5 21.2 21.2 17.7 7.3 0.9 2.4

160 40.0 20.6 28.1 39.4 23.8 19.4 12.5 6.9 1.3 2.5

男性20代 13 15.4 23.1 15.4 53.8 15.4 23.1 38.5 15.4 0.0 0.0

男性30代 53 28.3 20.8 17.0 49.1 34.0 24.5 9.4 7.5 0.0 1.9

男性40代 68 50.0 17.6 35.3 30.9 19.1 17.6 8.8 5.9 2.9 4.4

男性50代前半 26 50.0 26.9 38.5 34.6 19.2 11.5 15.4 3.8 0.0 0.0

女性計 264 40.9 38.3 25.4 17.0 19.7 22.3 20.8 7.6 0.8 2.3

女性20代 7 28.6 28.6 28.6 0.0 42.9 42.9 14.3 14.3 0.0 0.0

女性30代 71 40.8 29.6 21.1 23.9 21.1 25.4 25.4 7.0 1.4 1.4

女性40代 129 41.9 43.4 24.0 13.2 18.6 20.9 22.5 8.5 0.8 2.3

女性50代前半 57 40.4 38.6 33.3 19.3 17.5 19.3 12.3 5.3 0.0 3.5

149 32.2 34.9 22.8 30.2 24.8 22.8 13.4 7.4 2.7 2.7

55 36.4 23.6 32.7 23.6 25.5 21.8 21.8 10.9 0.0 0.0

59 55.9 32.2 23.7 27.1 6.8 28.8 20.3 1.7 0.0 1.7

56 55.4 25.0 32.1 19.6 19.6 17.9 16.1 5.4 0.0 3.6

53 39.6 35.8 26.4 24.5 22.6 11.3 18.9 11.3 0.0 3.8

52 36.5 32.7 26.9 19.2 23.1 21.2 23.1 7.7 0.0 1.9

406 41.6 31.8 25.6 24.9 21.7 21.2 17.5 6.9 1.0 2.5

18 16.7 27.8 44.4 38.9 11.1 22.2 22.2 16.7 0.0 0.0

21 42.9 28.6 28.6 23.8 14.3 28.6 23.8 9.5 0.0 0.0

317 40.7 32.2 25.9 24.3 21.1 20.8 17.7 7.6 0.9 2.8

54 38.9 35.2 29.6 25.9 25.9 18.5 14.8 3.7 1.9 1.9

32 40.6 21.9 25.0 37.5 18.8 25.0 18.8 9.4 0.0 0.0

185 35.7 33.0 25.4 24.3 23.2 21.1 19.5 11.9 0.0 1.6

157 49.0 29.3 28.7 24.2 19.7 20.4 17.2 3.2 0.6 2.5

43 37.2 23.3 34.9 27.9 23.3 20.9 16.3 9.3 0.0 2.3

39 33.3 43.6 12.8 33.3 15.4 25.6 12.8 0.0 7.7 5.1

144 45.8 25.7 31.9 27.8 22.2 16.7 18.1 5.6 0.0 1.4

138 37.0 36.2 25.4 27.5 18.1 20.3 18.8 8.7 0.0 2.9

95 47.4 35.8 21.1 25.3 18.9 16.8 18.9 7.4 0.0 2.1

68 39.7 35.3 26.5 29.4 11.8 20.6 19.1 7.4 0.0 2.9

174 39.1 31.6 23.0 24.1 23.6 25.3 14.9 8.6 2.3 2.3

87 41.4 39.1 24.1 20.7 19.5 11.5 25.3 6.9 1.1 3.4

118 35.6 34.7 24.6 22.9 22.9 26.3 13.6 10.2 0.8 3.4

215 42.3 27.4 27.9 28.8 21.4 22.3 16.7 6.0 0.9 1.4

226 44.2 29.2 25.7 26.5 19.9 23.9 14.6 6.6 1.3 3.1

178 38.8 35.4 25.8 21.9 23.6 18.0 20.8 7.3 0.6 1.7

2 0.0 0.0 0.0 100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

28 46.4 28.6 46.4 17.9 21.4 17.9 10.7 7.1 0.0 0.0

217 39.2 32.7 21.2 25.8 24.0 22.1 18.9 6.5 0.5 3.7

137 40.1 32.1 29.2 26.3 19.7 19.0 18.2 8.0 1.5 1.5

39 41.0 33.3 15.4 20.5 23.1 41.0 7.7 2.6 2.6 5.1

41 43.9 46.3 22.0 17.1 17.1 22.0 14.6 7.3 0.0 4.9

46 45.7 17.4 23.9 32.6 19.6 23.9 19.6 4.3 2.2 4.3

143 35.0 28.0 31.5 34.3 20.3 17.5 14.0 10.5 1.4 2.1

25 68.0 8.0 32.0 24.0 24.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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③家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、工夫して欲しいと思ったこと 

○ 家庭教育に関する講座・研修会などに参加して、工夫して欲しいと思ったことは、「今の時代に

あった内容にして欲しい」が 39.6%で最も高く、次いでもっと興味を持てる内容を取り上げて欲

しい」が 32.3%である。 

○ 性別にみると、男性では「もっと役に立つ内容にしてほしい」が 37.5%であり、女性よりも 11.7

ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

図表 100 あなたは、家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、工夫して欲しいと思ったことは

ありますか。工夫して欲しいと思う順番に 2つまでお答えください。（複数回答として集計） 

 
※1～2番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。 

 

39.6

32.3

30.2

24.3

23.8

22.9

1.9

10.4

0 10 20 30 40 50

今の時代にあった内容にして欲しい
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自分の家庭の事情に合わせた内容にして欲しい

その他

工夫して欲しいことはない

(%)

(n=424)



 

88 

 

図表 101 家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、工夫して欲しいと思ったこと 

（複数回答として集計） 

 

(単位：%）

n=

今の時代
にあった
内容にし
て欲しい

もっと興味
を持てる
内容を取
り上げて
欲しい

もっと役に
立つ内容
にして欲し

い

事前に講
座や研修
会の内容
を知らせ
て欲しい

子供が一
緒に参加
できるよう
にして欲し

い

自分の家
庭の事情
に合わせ
た内容に
して欲しい

その他
工夫して
欲しいこと
はない

424 39.6 32.3 30.2 24.3 23.8 22.9 1.9 10.4

160 43.8 33.1 37.5 24.4 22.5 25.0 0.0 5.6

男性20代 13 46.2 30.8 30.8 15.4 30.8 46.2 0.0 0.0

男性30代 53 56.6 22.6 39.6 18.9 18.9 28.3 0.0 5.7

男性40代 68 36.8 36.8 36.8 29.4 22.1 17.6 0.0 8.8

男性50代前半 26 34.6 46.2 38.5 26.9 26.9 26.9 0.0 0.0

女性計 264 37.1 31.8 25.8 24.2 24.6 21.6 3.0 13.3

女性20代 7 42.9 28.6 28.6 42.9 42.9 14.3 0.0 0.0

女性30代 71 35.2 31.0 28.2 19.7 31.0 26.8 2.8 9.9

女性40代 129 33.3 32.6 21.7 26.4 24.0 24.8 3.9 13.2

女性50代前半 57 47.4 31.6 31.6 22.8 15.8 8.8 1.8 19.3

149 42.3 32.9 31.5 24.2 25.5 25.5 1.3 6.7

55 36.4 38.2 25.5 23.6 23.6 29.1 0.0 10.9

59 39.0 27.1 22.0 23.7 28.8 22.0 3.4 15.3

56 41.1 21.4 26.8 23.2 19.6 25.0 5.4 14.3

53 30.2 39.6 37.7 20.8 22.6 22.6 1.9 9.4

52 44.2 34.6 36.5 30.8 19.2 7.7 0.0 11.5

406 39.7 32.0 30.0 24.6 24.1 21.9 1.7 10.8

18 38.9 38.9 33.3 16.7 16.7 44.4 5.6 0.0

21 52.4 23.8 38.1 14.3 19.0 47.6 0.0 0.0

317 38.5 32.5 30.6 24.9 24.0 22.1 1.6 11.0

54 38.9 38.9 20.4 24.1 27.8 13.0 3.7 14.8

32 43.8 25.0 37.5 25.0 18.8 31.3 3.1 3.1

185 42.7 30.8 30.8 22.7 23.2 22.2 1.1 10.8

157 35.7 32.5 28.7 21.0 27.4 23.6 2.5 12.1

43 41.9 30.2 34.9 30.2 23.3 20.9 2.3 7.0

39 38.5 41.0 28.2 38.5 12.8 25.6 2.6 5.1

144 34.7 38.2 29.2 22.2 23.6 22.9 0.7 13.2

138 39.1 32.6 27.5 21.0 26.1 26.1 3.6 9.4

95 42.1 34.7 30.5 22.1 23.2 18.9 3.2 10.5

68 41.2 30.9 30.9 22.1 26.5 17.6 4.4 10.3

174 40.8 29.3 32.8 26.4 23.6 20.7 1.1 10.3

87 49.4 32.2 21.8 28.7 27.6 18.4 0.0 9.2

118 38.1 36.4 33.1 23.7 22.0 19.5 3.4 9.3

215 35.3 30.7 32.6 22.3 23.3 26.5 1.9 11.6

226 43.4 34.5 31.4 21.7 23.9 24.8 1.3 8.4

178 35.4 28.7 28.1 28.7 24.7 17.4 2.2 14.0

2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

28 39.3 21.4 25.0 32.1 32.1 14.3 3.6 14.3

217 37.8 33.6 28.6 25.3 23.0 24.4 1.8 10.1

137 41.6 32.1 34.3 19.7 21.2 24.1 2.2 10.9

39 35.9 28.2 35.9 17.9 25.6 17.9 2.6 12.8

41 41.5 36.6 29.3 31.7 17.1 36.6 2.4 2.4

46 47.8 34.8 28.3 19.6 17.4 26.1 0.0 10.9

143 46.2 30.8 32.9 23.1 23.8 26.6 1.4 7.0

25 28.0 56.0 44.0 28.0 28.0 4.0 0.0 4.0

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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④家庭教育に関する講座や研修会などに参加しやすくするための要件 

○ 家庭教育に関する講座・研修会などに参加しやすくするための要件は、「興味のある内容だと良

い」が 39.3%で最も高く、次いで「無料だと良い」が 32.2%、「身近な場所で開催されると良い」

が 30.0%である。 

○ 性別にみると、女性は、「無料だと良い」、「身近な場所で開催されると良い」が男性よりも高く、

男性は、「仕事先で開催されれば良い」、「夜間や休日の開催だと良い」が女性よりも高い。 

○ 平成 20年度調査と比較すると、「身近な場所で開催されると良い」、「インターネットなどを介

して提供されると良い」がそれぞれ 8ポイント以上低くなっている。 

 

図表 102 あなたは、家庭教育に関する講座や研修会などに参加しやすくするために、どのようなこと

が重要だと思いますか。重要だと思う順番に 2つまでお答えください。（複数回答として集計） 

 

※1～2番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。 

35.6

29.7

38.4

9.6

11.1

8.4

17.2

16.1

2.4

3.4

2.7

9.7

39.3

32.2

30.0

16.3

14.3

13.3

11.3

7.7

2.6

2.1

1.4

13.6

0 15 30 45

興味のある内容だと良い

無料だと良い

身近な場所で開催されると良い

時間が短ければよい

分かりやすい内容だと良い

仕事先で開催されれば良い

夜間や休日の開催だと良い

インターネットなどを介して提供されると良い

講師に相談できれば良い

参加者同士が意見交換できると良い

その他

要件が整っても参加しない

H20 (n=2,504) H28  (n=2,576)

(%)
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図表 103 家庭教育に関する講座や研修会などに参加しやすくするための要件（複数回答として集計） 

 

 

 

  

(単位：%）

n=

興味のあ
る内容だ
と良い

無料だと
良い

身近な場
所で開催
されると良

い

時間が短
ければよ
い

分かりや
すい内容
だと良い

仕事先で
開催され
れば良い

夜間や休
日の開催
だと良い

インター
ネットなど
を介して提
供されると
良い

講師に相
談できれ
ば良い

参加者同
士が意見
交換でき
ると良い

その他

要件が
整っても
参加しな
い

2,576 39.3 32.2 30.0 16.3 14.3 13.3 11.3 7.7 2.6 2.1 1.4 13.6

1,207 36.0 27.3 23.9 17.2 15.0 17.9 16.9 7.0 2.8 2.1 0.5 15.7

男性20代 55 34.5 36.4 16.4 18.2 16.4 20.0 16.4 3.6 3.6 1.8 0.0 14.5

男性30代 367 33.8 33.0 21.0 17.4 17.2 19.1 16.1 7.1 2.2 2.2 0.3 15.3

男性40代 548 37.2 24.1 24.3 17.5 13.0 18.1 17.0 7.3 2.9 2.2 0.9 16.2

男性50代前半 237 37.1 23.6 29.1 16.0 16.0 15.2 18.1 7.2 3.4 1.7 0.0 15.2

女性計 1,369 42.2 36.5 35.4 15.6 13.7 9.2 6.4 8.3 2.3 2.1 2.1 11.8

女性20代 93 30.1 48.4 31.2 19.4 11.8 8.6 6.5 7.5 3.2 0.0 5.4 14.0

女性30代 447 39.4 39.6 34.9 15.7 14.8 8.7 6.0 6.3 1.3 2.0 3.1 12.8

女性40代 589 44.1 34.5 35.7 15.8 13.1 9.2 6.5 8.5 2.9 2.5 1.5 11.5

女性50代前半 240 47.5 31.3 37.1 13.3 14.2 10.4 7.1 12.1 2.5 2.1 0.4 10.0

892 36.7 36.0 30.5 18.0 13.7 15.9 11.8 7.0 2.8 2.1 2.5 10.8

338 37.6 33.1 30.2 17.2 13.6 11.2 12.4 5.6 1.5 2.7 1.2 15.7

322 40.7 30.7 27.6 15.8 18.3 12.4 11.2 8.1 3.1 2.8 1.6 13.0

308 42.5 27.6 28.2 14.0 16.6 13.0 8.4 9.4 2.6 1.9 0.3 15.9

335 43.3 29.6 30.1 16.4 11.9 12.8 10.7 9.6 3.0 1.5 0.3 13.7

381 39.9 29.7 31.8 13.9 13.4 10.2 12.3 8.1 2.1 1.6 0.5 17.1

2,445 39.6 32.0 30.6 16.5 14.6 13.2 11.2 7.4 2.4 2.1 1.3 13.6

131 35.1 35.9 18.3 13.0 9.2 15.3 14.5 13.7 5.3 2.3 1.5 14.5

159 35.8 32.1 25.8 15.1 13.2 15.7 12.6 13.2 6.9 1.3 2.5 9.4

2,061 40.1 32.0 30.9 16.6 14.2 12.9 10.9 7.3 2.4 2.0 1.2 13.9

236 39.0 33.1 30.1 16.5 13.1 13.1 14.0 7.2 1.3 3.4 1.3 12.7

120 31.7 33.3 20.0 13.3 20.0 17.5 12.5 9.2 1.7 1.7 3.3 16.7

1,143 40.8 30.4 31.1 14.7 14.7 12.6 13.2 7.7 2.0 1.7 0.9 13.9

1,058 37.8 33.9 30.1 17.3 14.1 13.7 9.1 7.8 2.8 2.6 1.5 13.5

243 41.6 33.3 25.9 18.5 11.9 10.7 9.9 7.8 2.9 1.6 2.5 16.0

132 34.8 31.1 27.3 18.9 17.4 20.5 15.9 6.8 4.5 3.0 2.3 7.6

968 37.9 32.1 29.3 16.7 14.3 13.6 11.2 8.3 2.5 2.1 1.5 14.0

812 38.9 31.3 32.9 16.5 15.5 14.2 10.7 7.0 1.7 1.8 1.5 13.1

582 38.5 33.2 33.3 13.1 13.6 12.4 10.3 7.9 1.5 2.2 1.7 14.6

344 39.8 29.9 35.2 16.9 12.5 12.5 10.2 7.8 1.7 1.2 2.0 14.2

1,056 41.0 32.4 29.4 15.2 14.2 13.0 10.9 7.4 3.1 1.9 1.3 14.1

764 36.4 32.2 27.2 17.0 14.7 12.3 8.9 8.5 2.5 2.5 1.2 17.1

716 42.9 33.4 32.8 15.8 15.1 9.1 8.0 7.8 1.8 1.7 1.4 14.0

1,069 39.6 31.7 29.8 16.5 13.4 16.7 15.5 7.3 3.2 2.0 1.4 10.5

1,348 38.6 31.0 28.9 17.8 14.4 15.3 12.7 7.3 2.4 2.0 1.0 13.2

1,073 40.4 33.2 32.9 14.7 14.9 10.5 9.4 7.5 2.4 2.1 1.9 14.1

24 54.2 33.3 25.0 25.0 12.5 12.5 4.2 4.2 0.0 4.2 0.0 12.5

234 35.0 41.9 21.8 15.8 15.0 10.7 13.2 7.3 3.8 3.4 1.3 14.1

1,235 39.3 33.5 29.2 16.2 15.8 12.7 10.7 7.0 2.6 2.3 1.6 13.6

777 41.3 27.8 33.5 16.0 12.1 16.6 13.0 7.3 2.4 1.9 0.9 12.5

256 42.2 39.5 34.0 16.8 14.1 12.1 7.0 8.6 3.1 2.3 1.6 8.2

209 34.4 35.4 32.5 15.8 17.7 13.9 4.8 7.2 2.9 2.4 0.5 14.8

316 39.2 26.3 22.5 18.0 17.1 16.5 10.8 6.3 2.8 2.5 1.6 17.1

965 37.3 28.2 26.2 16.5 12.6 18.5 18.1 7.6 2.4 2.0 0.6 14.1

179 35.2 29.6 23.5 17.3 13.4 17.3 19.0 8.9 2.8 1.1 0.6 13.4

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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⑤家庭教育について知りたい情報 

○ 家庭教育について知りたい情報は、「子供のほめ方・叱り方」が 48.2%で最も高く、次いで「子

供のしつけ」が 46.8%、「子供の健康・発達に関すること」が 44.5%である。 

○ 性別にみると、男女ともに、上位 3項目の組み合わせは同じである。 

○ 平成 20年度調査と比較すると、「子供の健康・発達に関すること」、「子供とのコミュニケーシ

ョンの仕方」、「いじめ・不登校・ひきこもりへの対応」が 4ポイント以上高く、「子供のしつけ」

が 4.7ポイント低くなっている。 

 

図表 104 あなたは、家庭教育について、主にどのような情報を知りたいですか。知りたい順番に 3つ

までお答えください。（複数回答として集計） 

※1～3番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100とはならない。  

50.9

51.5

40.2

25.8

16.0

19.1

14.1

6.5

6.6

2.9

4.1

4.0

12.4

48.2

46.8

44.5

30.1

22.9

19.5

9.6

7.8

7.0

6.9

3.5

0.5

13.4

0 20 40 60

子供のほめ方・叱り方

子供のしつけ

子供の健康・発達に関すること

子供とのコミュニケーションの仕方

いじめ・不登校・ひきこもりへの対応

携帯電話やインターネットなど子供を取り巻く

社会環境のこと

子供や親の交流の場

子供の性に関すること

相談窓口

子供への虐待に関すること

講座、研修会に関すること

その他

特にない

H20 (n=3,000) H28 (n=3,000)

(%)
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図表 105 家庭教育について知りたい情報（複数回答として集計） 

 

  

(単位：%）

n=

子供のほ
め方・叱り

方

子供のし
つけ

子供の健
康・発達に
関すること

子供との
コミュニ
ケーション
の仕方

いじめ・不
登校・ひき
こもりへの
対応

携帯電話
やインター
ネットなど
子供を取
り巻く社会
環境のこ

と

子供や親
の交流の

場

子供の性
に関する
こと

相談窓口
子供への
虐待に関
すること

講座、研
修会に関
すること

その他 特にない

3,000 48.2 46.8 44.5 30.1 22.9 19.5 9.6 7.8 7.0 6.9 3.5 0.5 13.4

1,367 46.7 49.7 43.7 27.7 26.0 14.3 8.4 8.5 5.7 10.4 4.3 0.7 14.6

男性20代 68 50.0 52.9 44.1 33.8 22.1 5.9 5.9 8.8 7.4 10.3 0.0 1.5 14.7

男性30代 420 50.2 56.4 49.3 28.8 24.0 10.7 7.6 8.8 5.0 11.7 2.9 1.0 11.9

男性40代 616 46.9 47.7 41.9 25.0 26.8 15.3 9.1 7.6 5.4 10.4 5.7 0.6 15.1

男性50代前半 263 39.5 43.0 39.2 30.4 28.1 19.8 8.7 9.9 7.2 8.4 4.6 0.4 17.5

女性計 1,633 49.5 44.3 45.2 32.1 20.4 23.9 10.5 7.2 8.1 3.9 2.9 0.3 12.4

女性20代 100 57.0 65.0 47.0 42.0 10.0 12.0 16.0 3.0 11.0 5.0 1.0 0.0 8.0

女性30代 518 56.8 52.5 50.6 35.3 17.4 14.9 11.6 7.9 6.4 3.7 1.4 0.4 9.7

女性40代 718 46.8 42.2 42.8 30.1 21.7 27.2 9.9 7.2 9.1 3.8 3.5 0.4 13.2

女性50代前半 297 41.1 27.9 41.1 27.9 25.9 36.0 8.4 7.1 7.7 4.4 4.7 0.0 16.5

1,041 54.8 56.5 50.8 34.7 19.2 13.6 10.4 7.7 6.3 7.8 2.0 0.4 8.8

393 52.7 50.6 49.6 32.6 21.1 13.2 9.4 6.9 4.8 6.9 4.1 0.8 12.0

381 53.8 53.0 46.5 25.7 26.0 18.1 8.4 7.1 5.8 7.6 2.6 1.3 10.8

364 40.7 39.6 38.2 25.5 27.5 26.1 9.9 9.1 8.5 5.5 4.4 0.0 15.9

388 39.7 33.2 38.1 22.7 25.5 30.9 7.2 8.5 8.5 5.9 4.4 0.8 19.1

433 37.6 32.6 34.2 30.9 24.7 24.9 10.6 7.6 9.0 6.0 6.0 0.0 20.6

2,851 48.5 47.3 45.3 30.1 22.9 19.3 9.7 7.6 6.8 6.9 3.5 0.5 13.1

149 43.6 36.9 30.2 28.9 24.2 24.2 6.7 10.1 11.4 5.4 3.4 0.0 18.1

180 47.2 39.4 37.2 30.0 26.1 27.8 6.7 7.8 10.6 6.1 2.8 0.6 13.9

2,378 48.7 47.6 44.9 30.7 22.8 19.1 9.8 7.4 6.8 7.0 3.4 0.5 13.1

290 47.6 45.5 46.2 26.2 20.7 19.0 9.7 7.2 6.2 5.2 4.5 1.0 15.5

152 44.1 44.7 44.1 28.3 26.3 17.8 8.6 13.8 7.2 9.2 5.3 0.0 12.5

1,328 46.2 44.4 46.1 31.4 22.4 19.3 10.3 6.9 7.8 6.2 4.0 0.1 14.3

1,215 48.2 49.7 43.7 27.7 22.9 19.8 8.6 7.4 6.6 7.2 2.8 1.0 13.6

286 57.0 43.7 43.0 32.5 22.7 16.8 11.9 9.8 5.6 6.3 4.2 0.3 11.5

171 49.7 49.7 40.9 32.2 27.5 24.6 7.0 13.5 5.8 10.5 4.1 0.6 7.6

1,112 48.7 47.6 46.9 30.2 24.1 17.5 9.1 7.7 6.3 7.6 3.0 0.5 12.8

950 49.4 49.4 46.2 31.2 22.5 16.9 10.0 7.3 5.4 7.6 2.9 0.6 12.8

677 49.6 47.7 49.5 30.0 21.3 17.9 9.3 4.9 7.1 3.0 2.7 0.3 14.6

412 55.3 47.1 47.6 28.4 20.1 17.2 8.3 6.1 5.3 5.3 3.4 0.7 13.6

1,230 47.0 45.9 42.0 29.8 22.1 22.0 9.9 7.9 8.4 5.8 4.6 0.6 14.0

851 47.4 44.7 37.8 27.7 23.6 18.3 8.6 8.7 6.7 8.2 3.8 0.2 16.7

834 48.4 46.9 43.6 30.5 23.5 21.2 11.0 6.4 8.5 5.3 3.1 0.1 13.1

1,284 48.8 48.3 49.8 31.5 22.4 18.9 9.3 8.1 6.2 6.9 3.6 0.9 11.1

1,574 47.7 47.0 43.5 30.4 24.3 18.7 9.7 7.8 6.2 7.3 3.7 0.5 13.5

1,251 49.6 47.6 47.8 30.1 20.7 20.0 9.9 7.4 7.4 6.5 3.4 0.6 12.5

26 42.3 50.0 30.8 19.2 38.5 19.2 3.8 11.5 7.7 7.7 0.0 0.0 19.2

262 49.2 45.0 45.0 27.9 27.5 24.0 9.2 6.1 11.1 8.8 3.4 1.1 8.8

1,452 51.2 47.6 46.3 30.1 23.2 17.4 9.9 7.5 6.7 7.2 3.8 0.4 12.7

914 47.0 48.6 44.2 32.9 21.3 19.8 9.2 9.2 5.7 6.0 3.6 0.4 13.1

295 50.8 47.8 40.7 30.5 24.4 25.1 10.8 7.5 7.1 4.7 2.4 0.0 12.2

250 48.8 42.0 40.0 30.0 21.2 21.6 10.4 4.0 8.8 8.0 5.2 0.0 16.0

362 49.2 41.7 44.8 30.4 25.4 17.4 6.1 8.8 7.2 8.0 2.8 0.3 13.8

1,108 47.2 49.4 43.9 29.8 23.8 15.7 9.5 8.6 5.2 8.7 4.2 0.5 14.0

204 43.6 52.5 50.0 27.0 27.5 14.2 7.8 7.8 5.9 8.3 6.4 1.5 13.2

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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⑥家庭教育に関する情報の入手先 

○ 家庭教育に関する情報の入手先は、「配偶者」が 42.3%で最も高く、次いで「子育てをしている

仲間」が 36.4%、「インターネット」が 35.6%である。 

○ 性別にみると、男性は、「配偶者」が 72.3%で最も高く、次いで「インターネット」が 31.4%、「実

母」が 20.6%であり、女性は、「子育てをしている仲間」が 51.1%で最も高く、次いで「インタ

ーネット」が 39.1%、「保育所・幼稚園・学校の先生」が 24.7%である。女性の方が、学校や仲

間から広く情報を得ていることが伺える。 

○ 平成 20年度調査と比較すると、「インターネット」が 4.3ポイント高くなっている。 

 

図表 106 あなたは、家庭教育に関する情報を、主に誰またはどこから入手していますか。入手頻度の

多い順番に 3つまでお答えください。（複数回答として集計）

 

※1～3 番目の回答を複数回答として集計したため、各選択肢の割合を合計しても 100 とはならない。 
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自分又は配偶者の兄弟姉妹
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行政などの公的機関からの広報紙

義母

新聞
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子育てサポーターなど子育て支援者
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図表 107 家庭教育に関する情報の入手先（複数回答として集計） 

 

(単位：%）

n=

配偶者
子育てをし
ている仲
間

インター
ネット

実母

保育所・
幼稚園・
学校の先

生

テレビ・ラ
ジオ

自分又は
配偶者の
兄弟姉妹

雑誌・書
籍

行政など
の公的機
関からの
広報紙

義母 新聞 近所の人

子育てサ
ポーターな
ど子育て
支援者

実父

行政など
の公的機
関の相談
窓口

子育て
サークル
やNPOな
どの民間
団体

講座や研
修会

義父 その他
情報は得
ていない

3,000 42.3 36.4 35.6 21.7 20.0 16.5 9.6 8.7 8.4 7.7 6.4 5.4 4.4 4.0 2.5 2.2 2.1 1.9 1.3 12.4

1,367 72.3 18.8 31.4 20.6 14.3 16.1 8.4 6.7 5.8 11.6 5.6 5.3 1.8 5.9 1.8 1.7 1.5 3.6 1.0 11.6

男性20代 68 76.5 13.2 20.6 39.7 5.9 14.7 13.2 4.4 7.4 20.6 0.0 1.5 2.9 16.2 1.5 1.5 0.0 4.4 0.0 8.8

男性30代 420 77.1 22.1 32.1 26.9 12.4 13.6 7.1 6.2 5.0 16.7 3.8 6.2 1.4 6.0 0.7 1.2 2.1 5.5 0.7 8.6

男性40代 616 71.3 18.0 31.2 17.9 15.7 15.3 8.9 7.1 6.2 8.9 5.8 5.4 1.3 5.2 2.3 2.3 1.5 3.2 1.0 12.8

男性50代前半 263 65.8 16.7 33.5 12.2 16.0 22.4 8.0 7.2 5.7 7.6 9.1 4.6 3.0 4.6 2.7 1.1 1.1 1.1 1.9 14.4

女性計 1,633 17.1 51.1 39.1 22.5 24.7 16.8 10.5 10.3 10.5 4.4 7.1 5.6 6.6 2.4 3.1 2.6 2.5 0.5 1.5 13.0

女性20代 100 15.0 45.0 48.0 44.0 22.0 12.0 6.0 14.0 10.0 14.0 0.0 3.0 11.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 10.0

女性30代 518 18.9 52.9 43.6 31.7 28.6 11.4 12.0 8.9 9.3 4.6 2.3 6.0 10.4 2.1 2.9 3.7 1.5 0.8 1.4 9.3

女性40代 718 16.9 51.5 36.4 16.4 25.3 18.4 9.5 9.1 11.6 4.2 8.5 5.8 4.7 2.6 3.2 1.7 3.3 0.6 1.7 14.5

女性50代前半 297 15.5 49.2 35.0 14.1 17.5 24.2 12.1 14.5 10.4 1.3 14.5 5.1 2.7 2.0 3.7 3.4 3.0 0.0 1.3 17.2

1,041 44.3 35.9 40.9 28.7 21.2 15.2 10.3 9.3 8.3 10.9 4.0 4.2 7.3 4.9 2.6 2.4 1.3 2.6 1.2 7.4

393 46.8 41.5 31.6 24.7 30.5 14.0 10.9 7.6 8.4 7.1 3.3 6.4 5.3 3.8 1.8 1.5 1.0 1.8 1.3 10.2

381 46.5 39.4 34.9 19.2 19.7 12.3 9.4 7.3 7.9 5.8 4.7 7.1 1.8 3.7 3.1 2.1 2.6 1.8 1.3 14.2

364 42.6 34.1 34.1 15.9 18.1 19.5 8.2 8.0 10.2 8.0 8.5 7.1 1.4 3.6 1.9 1.9 3.3 2.2 1.1 12.9

388 38.4 36.3 32.7 13.7 15.2 20.4 9.5 8.8 7.7 4.4 9.3 4.6 2.8 2.8 2.3 2.1 2.3 1.0 1.8 16.2

433 32.8 32.3 30.9 16.2 13.4 19.6 7.9 9.7 8.1 5.1 12.0 5.3 2.5 3.7 3.2 2.8 3.0 0.9 0.9 21.0

2,851 44.5 36.3 35.9 21.6 20.1 16.8 9.4 8.7 8.1 8.0 6.5 5.4 4.4 3.8 2.5 2.1 2.1 1.9 1.2 11.6

149 0.0 38.9 29.5 22.8 17.4 10.7 12.1 8.1 12.8 2.0 4.0 5.4 3.4 8.7 4.0 4.0 1.3 1.3 2.7 28.2

180 15.6 38.3 31.7 17.8 21.7 16.7 11.7 8.3 8.9 3.9 7.2 7.8 0.6 5.6 4.4 3.3 3.3 1.7 2.2 22.2

2,378 44.7 36.6 36.5 21.4 20.1 16.2 9.3 8.6 8.3 7.9 6.4 5.5 4.5 3.3 2.4 2.1 1.9 2.0 0.9 11.5

290 47.6 34.1 33.8 22.8 18.6 17.6 10.3 9.7 7.6 8.3 6.2 4.5 4.5 6.6 3.1 2.1 2.1 1.0 2.8 11.0

152 25.0 34.9 30.3 28.3 18.4 19.1 10.5 7.9 9.9 7.2 5.3 3.3 5.9 7.9 2.0 2.6 2.6 2.6 2.6 17.8

1,328 38.4 34.5 36.4 23.3 17.9 15.4 10.3 8.8 8.0 7.8 6.9 5.1 4.7 3.9 3.0 2.6 2.5 2.1 1.3 14.2

1,215 45.1 39.3 35.6 19.6 22.5 17.4 9.0 9.2 8.7 7.7 6.1 5.8 3.8 3.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.0 10.8

286 43.0 35.3 32.9 22.7 21.7 15.7 8.7 5.2 8.0 5.6 5.6 4.9 5.6 3.8 3.5 2.8 1.4 0.7 1.0 12.9

171 50.9 32.7 33.9 22.2 15.2 20.5 9.4 9.4 9.4 11.1 6.4 6.4 4.1 5.8 2.3 1.2 2.3 3.5 3.5 9.4

1,112 42.5 37.8 33.4 29.5 19.4 14.6 12.7 7.8 7.5 8.2 4.9 3.9 3.8 5.4 1.8 2.3 1.9 2.2 1.3 11.9

950 45.8 36.5 35.4 21.1 21.1 14.8 10.0 8.4 9.2 12.4 6.1 4.9 5.4 3.6 2.1 2.1 1.3 3.8 1.3 10.2

677 38.8 41.5 35.7 25.0 21.4 14.6 15.8 5.9 7.7 8.1 5.6 3.4 3.8 4.6 1.6 2.8 0.9 1.8 1.5 11.8

412 42.2 40.8 36.7 24.3 21.1 15.8 13.1 9.7 7.3 8.5 5.3 4.1 4.6 3.4 2.7 3.2 1.9 2.7 1.5 10.2

1,230 41.6 34.9 37.4 17.0 20.1 18.3 6.6 9.8 8.7 5.0 7.3 6.4 4.6 2.8 3.1 2.0 2.5 1.1 1.1 14.1

1,574 46.6 34.0 34.9 22.1 20.3 17.1 9.1 8.6 8.1 8.7 7.1 5.2 3.5 4.5 2.4 1.8 2.2 2.1 1.3 11.8

1,251 41.6 39.4 37.2 21.0 20.1 16.5 9.8 8.8 8.2 7.1 5.8 5.8 5.5 2.7 2.6 2.5 2.1 1.8 1.0 11.1

26 50.0 23.1 34.6 19.2 7.7 11.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 0.0 7.7 7.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1

262 30.2 37.8 32.4 25.6 19.8 14.5 11.1 8.4 12.6 7.6 1.9 5.0 6.9 4.2 5.0 4.6 1.5 3.1 1.5 14.5

1,452 44.1 37.5 35.0 22.6 20.3 16.3 11.0 7.4 8.5 7.2 6.0 5.4 5.3 4.8 2.2 2.1 1.9 2.1 1.4 10.9

914 46.5 33.8 37.6 21.2 19.0 17.3 8.1 11.9 7.0 9.3 8.8 6.2 2.5 2.5 2.2 1.6 2.7 1.4 1.3 10.7

295 19.3 51.2 39.7 23.4 24.7 18.3 10.2 9.2 10.5 4.4 8.8 6.4 6.1 3.1 3.4 4.1 2.4 1.4 1.4 8.8

250 24.0 46.0 38.8 23.6 20.0 14.0 8.0 9.2 8.4 6.0 9.2 5.6 4.4 4.4 2.4 2.4 4.8 2.0 1.2 15.6

362 40.3 32.9 33.4 18.2 21.5 18.0 11.0 7.2 8.0 6.6 3.3 5.5 3.0 6.4 3.9 2.2 1.9 2.5 0.8 15.7

1,108 64.3 23.5 33.7 21.1 16.3 16.5 9.2 8.2 6.6 10.7 6.2 4.3 2.3 4.2 1.9 1.2 1.8 2.8 1.4 11.9

204 67.2 18.6 28.4 24.0 11.3 16.2 7.4 7.4 7.8 10.8 6.9 7.4 0.5 9.3 1.5 2.5 1.0 2.9 0.5 9.8

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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⑦家庭教育に関する情報の入手度 

○ 家庭教育に関する情報の入手度は、「得られている」と「どちらかといえば得られている」を合

わせると 37.2%、「どちらともいえない」が 44.0%、「どちらかといえば得られていない」と「得

られていない」を合わせると 18.7%である。 

○ 配偶者の有無別、同居家族構成別にみると、「得られていない」が配偶者なしの世帯では 18.1%、

単親世帯では 12.2%であり、他の同居家族構成よりも高くなっている。 

 

 

 

 

図表 108 あなたは家庭教育の情報を十分得られていますか。 

 

 

  

5.3 31.9 44.0 12.6 6.1

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

得られている どちらかといえば得られている どちらともいえない どちらかといえば得られていない 得られていない

(n=3,000)
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図表 109 家庭教育に関する情報の入手度 

 

(単位：%）

n=

得られて
いる

どちらかと
いえば得
られてい
る

どちらとも
いえない

どちらかと
いえば得
られてい
ない

得られて
いない

3,000 5.3 31.9 44.0 12.6 6.1

1,367 6.1 29.2 46.1 11.9 6.7

男性20代 68 11.8 30.9 38.2 11.8 7.4

男性30代 420 5.0 35.0 44.8 10.0 5.2

男性40代 616 6.7 24.8 48.4 12.7 7.5

男性50代前半 263 5.3 29.7 44.9 13.3 6.8

女性計 1,633 4.6 34.2 42.3 13.2 5.7

女性20代 100 5.0 36.0 30.0 20.0 9.0

女性30代 518 4.2 36.3 38.8 15.3 5.4

女性40代 718 4.2 34.4 43.9 12.1 5.4

女性50代前半 297 6.1 29.6 48.8 9.8 5.7

1,041 5.1 35.0 39.0 14.9 6.1

393 4.8 33.1 44.0 12.5 5.6

381 5.2 31.8 46.5 12.3 4.2

364 5.5 31.3 48.6 10.2 4.4

388 5.2 29.6 43.6 13.4 8.2

433 6.2 26.3 50.6 8.8 8.1

2,851 5.3 32.5 44.2 12.5 5.5

149 5.4 21.5 40.3 14.8 18.1

180 6.7 22.2 43.9 15.0 12.2

2,378 5.4 32.1 44.4 12.6 5.5

290 4.8 35.5 44.8 9.7 5.2

152 3.3 34.2 36.8 15.1 10.5

1,328 4.8 30.5 46.5 11.8 6.4

1,215 5.3 33.4 42.3 12.9 6.0

286 6.6 32.9 44.1 10.8 5.6

171 6.4 31.0 37.4 19.3 5.8

1,112 5.9 32.0 44.4 11.8 5.8

950 5.7 32.7 44.8 12.0 4.7

677 5.8 32.9 42.2 13.7 5.3

412 8.3 34.7 40.5 11.4 5.1

1,230 4.5 30.5 44.4 13.6 7.1

851 4.8 28.2 46.1 14.1 6.8

834 4.6 31.2 45.4 12.1 6.7

1,284 6.2 35.2 41.7 11.9 5.0

1,574 4.9 31.5 45.8 12.1 5.7

1,251 5.8 33.8 41.9 13.1 5.4

26 7.7 26.9 61.5 3.8 0.0

262 5.0 30.5 42.0 11.8 10.7

1,452 4.4 32.4 43.8 13.7 5.7

914 7.1 34.9 41.7 11.5 4.8

295 4.1 33.9 42.4 13.6 6.1

250 2.0 32.0 47.2 14.0 4.8

362 5.8 33.7 42.5 10.5 7.5

1,108 5.7 29.5 46.8 11.9 6.0

204 7.4 27.0 39.2 16.2 10.3

TOTAL

性別
×
年代

男性計

末子年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

配偶者の
有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

単親世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

近居状況

実の親

義理の親

自分または配偶者の兄弟姉妹

その他

近居している家族・親戚はいない

同居子の
数

1人

2人

3人

4人以上

中学校卒業/高等学校卒業

短大・専門学校・高専卒業

大学・大学院卒業

世帯年収

300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

無業

最終学歴

週当たりの
平均労働
時間

20時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

40時間以上60時間未満

60時間以上
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３．調査結果分析詳細 

 

（１）家庭教育に困難を抱える傾向にある家庭とその支援について 

①様々な状況にある家庭における家庭教育の状況 

家庭教育に困難を抱える傾向にある家庭の属性を把握し、その状況に応じた支援の在り方を分析

するために、家庭教育の実施状況と、家庭の属性のクロス分析を行った（図表 110）。 

その結果、「家庭の状況」では、単親世帯と配偶者がいない世帯で、多くの家庭教育に関する指標

が、他の属性に比べて低い（高い）割合を示す等、家庭教育を取り巻く困難な状況が伺える。特に

単親世帯（配偶者なし）では、その傾向が顕著であり、7つの指標（「子供と触れ合う時間が、平日

休日ともに一時間未満」、「子供が平日 23時以降に就寝する」、「家庭教育に関する情報を十分に得ら

れていない」、「家庭教育関連講座に参加していない」、「子育ての悩みや不安がある」、「学校と関わ

りがない」、「近くに助けてくれる人がいない」）で最も高い割合を示している。 

「働き方」では、世帯年収の違いによる差はあまり見られないが、労働時間が長くなるほど、満

足に家庭教育が行えていない状況が伺える。「子供と触れ合う時間が、平日休日ともに一時間未満」、

「家庭教育に関する情報を十分に得られていない」、「学校と関わりがない」の 3指標が高い割合を

示している。また、夫婦の就業形態別にみると、夫婦ともに「無業」の家庭では、「共働き」、「片働

き」の家庭に比べて家庭教育に困難を抱える傾向があることが見受けられる。 

「子育ての悩みや不安」では、「悩みや不安は全くない」と回答した親のほとんどの指標が、「悩

みや不安がある親」よりも高い割合を示す等、家庭教育を取り巻く困難な状況が伺える。不安は全

くないという意識とは異なり、満足な家庭教育が行われていないようである。 

以上を踏まえ、ここからは「家庭の形態」、「親の働き方」、「子育ての悩みや不安」の中で、それ

ぞれ最も家庭教育に困難を抱えていることが伺える1、単親世帯（配偶者なし）、長時間労働者（週当

たりの平均労働時間が 60時間以上）、子育てに悩みや不安が全くない家庭について、効果的な家庭

教育支援の在り方を分析していく。 

                                                   
1『家庭の形態』、『働き方』、『子育ての悩みや不安』の中で、各指標を順位（値が大きければ家庭教育に

プラスな指標については昇順、値が大きければ家庭教育にマイナスな指標は降順）付けし、順位を合計

し、合計値が小さい家庭の場合を、より家庭教育に困難を抱えている属性とした。 
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図表 110 家庭教育の実施状況 

 

  

(単位：%)

子供と触
れ合う時
間が、平
日休日と
もに一時
間未満

子供が朝
食を取る
のが週に
4日以下

子供が平
日23時以
降に就寝
する

スマート
フォンの
ルールな
し保有

家庭教育
に関する
情報を十
分に得ら
れていな
い

家庭教育
関連講座
に参加し
ていない

子育ての
悩みや不
安がある

地域に子
どもを通
じた関わ
りがない

学校と関
わりがな
い

近くに助
けてくれ
る人がい
ない

左記に該
当しない

(n=3,000) 8.2 10.3 26.3 21.9 18.7 85.9 41.4 24.2 25.7 10.5 3.8

単親世帯 (n=180) 16.1 12.8 38.9 31.7 27.2 88.3 56.7 29.4 34.4 21.1 1.1

　　　　　単親世帯（配偶者なし） (n=94) 19.1 13.8 45.7 33.0 33.0 91.5 66.0 35.1 40.4 24.5 1.1

　　　　　単親世帯（配偶者は別居中） (n=86) 12.8 11.6 31.4 30.2 20.9 84.9 46.5 23.3 27.9 17.4 1.2

夫婦と子供から成る世帯 (n=2,378) 7.6 10.1 24.9 21.5 18.1 86.7 40.5 23.9 25.4 10.2 3.6

3世代世帯 (n=290) 9.3 8.6 28.6 20.7 14.8 81.4 37.2 23.1 24.8 6.2 7.2

その他の世帯 (n=152) 7.2 13.8 28.9 17.8 25.7 78.9 45.4 25.0 23.0 10.5 3.3

配偶者あり (n=2,851) 7.9 10.1 25.5 21.4 18.0 85.8 40.6 23.6 25.3 10.0 3.9

配偶者なし (n=149) 15.4 14.8 41.6 30.9 32.9 87.9 57.7 36.2 34.9 19.5 1.3

実の親 (n=1,112) 7.1 10.5 25.7 20.1 17.6 87.1 43.2 19.1 22.8 3.5 4.7

義理の親 (n=950) 5.9 9.9 22.5 18.8 16.7 85.5 41.9 19.2 24.6 4.9 4.3

自分または配偶者のきょうだい (n=677) 7.5 11.2 25.0 18.0 19.1 86.0 44.5 16.7 21.1 4.4 4.7

その他 (n=412) 6.1 9.2 24.8 15.0 16.5 83.5 43.7 15.0 20.4 5.3 6.1

近居している家族・親戚はいない (n=1,230) 10.5 10.8 27.6 25.7 20.7 85.9 39.7 31.1 28.3 18.7 2.8

300万円未満 (n=262) 7.3 11.1 27.9 23.7 22.5 89.3 57.6 25.6 23.7 13.0 2.3

300万円以上700万円未満 (n=1,452) 5.5 10.2 21.0 19.2 19.4 85.1 42.1 22.5 26.0 9.8 4.0

700万円以上 (n=914) 11.7 10.4 32.8 25.3 16.3 85.0 36.3 24.7 25.1 10.0 4.0

共働き (n=1,574) 9.5 11.1 27.6 22.9 17.8 85.6 39.0 23.1 28.7 9.1 3.7

片働き (n=1,377) 6.8 9.1 24.6 20.2 20.0 85.8 43.9 24.8 22.4 11.7 4.0

無業 (n=49) 10.2 20.4 28.6 34.7 14.3 93.9 51.0 44.9 24.5 20.4 0.0

20時間未満 (n=295) 7.8 7.5 26.4 17.6 19.7 86.8 45.1 21.7 16.3 10.5 3.1

20時間以上30時間未満 (n=250) 8.0 9.6 31.6 23.2 18.8 83.6 40.8 14.0 19.6 6.8 5.6

30時間以上40時間未満 (n=362) 9.1 11.9 29.8 26.0 18.0 87.3 40.1 27.3 28.5 11.3 3.0

40時間以上60時間未満 (n=1,108) 9.2 12.2 24.6 23.0 18.0 87.1 36.6 29.4 35.0 11.6 3.2

60時間以上 (n=204) 16.7 16.7 29.4 28.9 26.5 87.7 39.2 28.4 39.7 11.8 2.5

悩みや不安がある (n=1,243) 8.0 8.6 26.5 18.7 25.5 83.3 100.0 22.6 23.4 10.9 0.0

悩みや不安はあまりない (n=1,449) 7.0 10.2 24.8 21.3 12.8 86.9 0.0 21.4 24.8 8.6 7.0

悩みや不安は全くない (n=308) 14.6 17.5 32.1 37.3 19.5 91.2 0.0 44.2 39.6 17.9 3.9
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②家庭教育に困難を抱える傾向にある家庭の分析 

 家庭の属性別の子育てに感じる負担は、単親世帯（配偶者なし）では、「経済的な負担」が 69.1%

とかなり高く、次いで「時間的余裕がないこと」と「精神的な負担」が 27.7%となっている（図表

111）。 

長時間労働者も「経済的な負担」が 54.9%で最も高く、次いで「時間的余裕がないこと」が 29.9%、

「肉体的な負担」が 16.7%となっている。 

悩みや不安が全くない親では、ほとんどの項目が相対的に低く、「負担は感じていない」が 54.5%

と高くなっており、子育てにあまり負担を感じていないことが分かる。 

 

図表 111 家庭の属性別「子育てに感じる負担（回答は 2つまで）」 
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 家庭の属性別の家庭教育について知りたい情報は、単親世帯（配偶者なし）では、「子供のほめ方・

叱り方」が 45.7%で最も高く、次いで「子供のしつけ」が 37.2％、「子供とのコミュニケーションの

仕方」が 33.0%となっている（図表 112）。 

長時間労働者では、「子供のしつけ」が 52.5%、「子供の健康・発達に関すること」が 50.0％と、

半数以上であり、他の家庭の属性に比べて高く、次いで「子供のほめ方・叱り方」が 43.6%となって

いる。 

悩みや不安が全くない親では、「子供のほめ方・叱り方」が 38.6%で最も高く、次いで「子供のし

つけ」が 34.7％、「子供の健康・発達に関すること」が 33.1％となっている。また、「特にない」が

22.7%であり、他の家庭の属性に比べ若干高くなっている。 

 

図表 112 家庭の属性別「家庭教育について知りたい情報（1位～3位の回答を複数回答として集計）」 
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 家庭教育に関する講座や研修会などに参加しやすくするための要件は、いずれの属性でも、「興

味のある内容だと良い」が 3割以上と高い（図表 113）。先述の家庭教育について知りたい情報とし

て多く挙げられた「子供のほめ方・叱り方」、「子供のしつけ」等の内容を取り上げることが、講座

への参加を促すことに効果的だと思われる。 

単親世帯（配偶者なし）では、「無料だと良い」が 41.9%で最も高く、次いで「興味のある内容だ

と良い」が 32.6％、「身近な場所で開催されると良い」が 18.6%となっている。「無料だと良い」が

高いのは、「経済的な負担」を強く感じているためと考えられる（図表 111）。また、「インターネッ

トなどを介して提供されると良い」が、他の家庭の属性に比べて、やや高くなっている。 

長時間労働者では、「興味のある内容だと良い」が 35.2%で最も高く、次いで「無料だと良い」が

29.6％、「身近な場所で開催されると良い」が 23.5%となっている。また、「夜間や休日の開催だと良

い」が 19.0%、「仕事先で開催されれば良い」が 17.3%であり、他の家庭の属性に比べてやや高くな

っている。 

悩みや不安が全くない親では、「興味のある内容だと良い」が 31.0%で最も高く、次いで「無料だ

と良い」が 26.0%、「時間が短ければよい」が 23.8.%となっている。また、「要件が整っても参加し

ない」が 16.7%であり、他の家庭の属性に比べやや高くなっている。 

 

図表 113 家庭の属性別「家庭教育に関する講座や研修会などに参加しやすくするための要件（1位と 2

位の回答を複数回答として集計）」 
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家庭教育に関する情報の入手先は、単親世帯（配偶者なし）では、「子育てをしている仲間」が 41.5%

で最も高く、次いで「インターネット」が 30.9%である一方で、「情報は得ていない」も 30.9%であ

る（図表 114）。「情報は得ていない」は、他の家庭の属性に比べ 10ポイント以上高くなっている。 

長時間労働者では、「配偶者」が 67.2%で最も高く、次いで「インターネット」が 28.4%、「実母」

が 24.0%となっている。 

悩みや不安が全くない親では、「配偶者」が 52.3%で最も高く、次いで「インターネット」が 27.6%、

「実母」が 21.1%となっている。 

家庭教育に関する情報は、「配偶者」や「子育てをしている仲間」、「実母」等の身近な人が主な入

手先となっており、配偶者がいない単親世帯（配偶者なし）では、「子育てをしている仲間」の存在

がより重要だと考えられる。また、いずれの家庭の属性でも、「インターネット」が約 3割で、「イ

ンターネット」も主要な情報源となっている。身近な人から情報を入手できない親に情報提供する

ためには、「インターネット」による情報発信をさらに進めていくことが効果的だと思われる。 

 

図表 114 家庭の属性別「家庭教育に関する情報の入手先（1位～3位の回答を複数回答として集計）」 
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 子育てに悩みがある時の相談相手は、単親世帯（配偶者なし）では「実母」が 38.7%で最も高く、

次いで「子育てをしている仲間」が 24.2%となっている（図表 115）。一方で、「子供と話し合って解

決する」が 22.6%、「相談しない」も 21.0%と高くなっており、家庭が孤立しがちであることが見受

けられる。 

長時間労働者では、「配偶者」が 76.3%で最も高く、次いで「実母」が 48.8%、「実父」が 15.0%と

なっている。 

また、単親世帯（配偶者なし）、長時間労働者ともに、「インターネットの相談 WEBサイト」は低

い。インターネットは家庭教育に関する情報の入手先として主要な手段ではあるが、相談先として

は主要ではなく、相談相手は身近な人が多くを占めている。 
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図表 115 家庭の属性別「子育てに悩みがある時の相談相手（1位～3位の回答を複数回答として集計）」 

 

家庭教育のために行政がすべきことは、単親世帯（配偶者なし）では、「子育ての経済的負担を軽

減すること」が 69.1%で最も高く、次いで「家庭教育の悩みや相談に対応できる仕組みをつくること」

が 47.9%、「子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること」が 36.2%となっている（図表 116）。

「子育ての経済的負担を軽減すること」は、他の家庭の属性に比べて高く、これは「経済的な負担」

を強く感じているためと考えられる（図表 111）。 

長時間労働者では、「子育ての経済的負担を軽減すること」が 52.0%で最も高く、次いで「子供の
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こと」が 41.2%となっている。 
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悩みや不安が全くない親では、「子育ての経済的負担を軽減すること」が 43.2%で最も高く、次い

で「子供を有害情報から守ること」が 42.5%、「家庭教育の悩みや相談に対応できる仕組みをつくる

こと」と、「子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること」が 37.7%となっている。 

 

図表 116 家庭の属性別「家庭教育のために行政がすべきこと（1位～3位の回答を複数回答として集計）」 

 

 

受けてみたい家庭教育支援は、単親世帯（配偶者なし）では、「特にない」が 69.1%で最も高く、

次いで「子育て・家庭教育支援サービスに関する情報提供」が 9.6%、「子育て・家庭教育に関する相

談サービス」と「家庭教育支援チームによる支援」が 8.5%となっている（図表 117）。他の家庭の属

性に比べ、家庭教育支援チームによる支援が高くなっている。 
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悩みや不安が全くない親では「特にない」89.9%で最も高く、次いで「子育て・家庭教育支援サー

ビスに関する情報提供」が 3.2%、「親子ひろば、子育て広場等の地域子育て拠点」と「子育て・家庭

教育に関する相談サービス」が 2.6%になっている。 

どの属性でも「特にない」が最も高く、「（５）⑦家庭教育の充実のために、国や市区町村など行

政が支援すべきこと」等を参考にし、ニーズに合った支援を提供していくことが求められる。 

 

図表 117 家庭の属性別「受けてみたい家庭教育支援（複数回答）」 
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③家庭教育に困難を抱える傾向にある家庭の支援について 

これまでの分析を踏まえた、家庭教育に困難を抱える傾向にある家庭に効果的だと考えられる家

庭教育支援の在り方は、以下の通りである。 

単親世帯（配偶者なし）は、約 7 割が子育てに「経済的な負担」を感じ、行政がすべきこととし

て「子育ての経済的負担を軽減すること」を挙げている。そのため、情報提供や相談サービスだけ

でなく、経済的な負担を軽減する支援を充実させることが求められる。また、近くに助けてくれる

人がいない者や、家庭教育の情報を得ていない者、子育ての悩みや不安がある時に相談できない者

が他の家庭の属性に比べて多く、家庭が孤立しがちである。単親世帯（配偶者なし）が、子育てに

ついて悩みがある時に相談する相手として「実母」に次いで多いのが「子育てをしている仲間」で

ある。そのため、家庭教育の講座や研修、学校のイベント、行政の取り組み等で、子育てをしてい

る仲間を持てる機会を作ることが求められる。また、仲間を作ることが難しい親もいるため、そう

いった親が気軽に悩みを相談できる仕組みを作ることや、家庭教育支援チームが個別に対応してい

くことが求められる。孤立しがちな状況を解消していくことで、他の家庭の属性よりも高い「精神

的負担」の軽減にもつながると思われる。 

 

次に長時間労働者は、過半数以上が「経済的負担」を感じ、行政がすべきこととして「子育ての

経済的負担を軽減すること」を挙げているため、単親世帯（配偶者なし）と同様に、経済的な負担

を軽減する支援を充実させることが求められる。また、家庭教育に関する情報を「配偶者」や「実

母」から得ているが、2割以上が情報を十分に得られていないと感じている。他の属性に比べて時間

的余裕がない者が多いため、十分な情報を得られないことや、主な情報入手先や相談相手が家族や

インターネットに限られ、子育てをしている仲間や学校の先生等と関わりが少ないため、必要とす

る情報を得られていないことが原因だと思われる。そのため、夜間休日や仕事先で家庭教育に関す

る講座や研修会などを実施することで、時間的余裕がない長時間労働者でも参加しやすくするとと

もに、講座や研修会などの場で親同士がつながりを持てるようにし、子育てをしている仲間を作り

やすい環境をつくることが求められる。長時間労働者の半数以上が、家庭教育について知りたい情

報として、「子供のしつけ」、「子供の健康・発達に関すること」を挙げているため、それらを講座や

研修会などで取り上げることで、講座や研修会などの参加を促すことができると考えられる。 

 

子育てに全く不安がない親は、半数以上が家庭教育に負担を感じておらず、講座に参加したり、

誰かに相談したり、支援を受ける意識・意向が低い傾向にある。子育てに全く不安がなく、家庭教

育に関心が薄い者にも、気付きを与えることができる方法を検討し、支援の枠組みから漏れてしま

わないような仕組みを作っていくことが重要だと考えられる。 
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（２）これからの家庭教育支援の課題について 

①電子機器の利用と生活習慣 

 近年では、スマートフォンの利用は大人だけでなく、中高生を中心とした子供にも広がっている。

電子機器の利用と生活習慣の関係を把握するために、小学生のテレビゲームの利用時間及び、中高

生の携帯電話・スマートフォンの利用時間と就寝時刻の分析を行った。 

その結果、電子機器の利用時間が長い子供は、就寝時刻が遅くなる傾向が見られた。心身の健全

な成長のためには、無制限に電子機器を利用することは好ましくないため、家庭でルールを設ける

ことの重要性を家庭教育に関する講座や研修などで伝えることが求められる。 

 

■小学生のテレビゲームの利用時間と就寝時刻 

 小学生（7歳～12歳）のテレビゲーム（携帯型を含む）の利用時間と就寝時刻の関係では、平日、

休日ともに、テレビゲームの利用時間が長くなる程、就寝時刻が遅くなる傾向が見られた（図表 118、

119）。人数は少ないが、テレビゲームを 1日 4時間以上利用している小学生の 3割以上が平日の就

寝時刻が午後 11時以降である。 

 

図表 118 テレビゲーム利用時間×就寝時刻・平日（小学生） 
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図表 119 テレビゲームの利用時間×就寝時刻・休日（小学生） 

 

 

■中高生の携帯電話・スマートフォンの利用時間と就寝時刻 

 中高生（13歳～18歳）の携帯電話・スマートフォンの利用時間と就寝時刻の関係は、平日・休日

ともに、利用時間が長くなる程、就寝時刻が遅くなる傾向が見られた（図表 120,121）。スマートフ

ォン・携帯電話を 1日 4時間以上利用している中高生では、45.0%が平日の就寝時刻が午前 0時以降

である。 

 利用時間と家庭における利用ルールをクロス分析したところ、1日 4時間以上利用している中高生

がいる家庭では、60.8%が特に利用ルールを作っていない（図表 122）。また、利用時間が長くなるに

つれ、利用できる時間、場所、アプリ、サイトの制限や、フィルタリングの設定をルールとして設

けている割合が低くなる傾向が見られた。1日の利用時間が 3時間未満の中高生がいる家庭では、4

時間以上利用している中高生がいる家庭よりも、利用ルールを設けている割合がほぼ全ての項目で

高く、就寝時刻が早い。 
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図表 120 携帯電話・スマートフォン利用時間×就寝時刻・平日（中高生） 

 

 

図表 121 携帯電話・スマートフォン利用時間×就寝時刻・休日（中高生） 

 

 

図表 122 携帯電話・スマートフォンの利用時間×利用ルール（中高生） 
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②子育てに悩みや不安を持つ親に対する支援 

 子育てに悩みや不安を持つ親は、悩みや不安が全くない親に比べて、「子育ての経済的負担を軽減

すること」（63.2%）や、「家庭教育の悩みや相談に対応できる仕組みをつくること」（47.6%）をより

強く求めている（図表 123）。 

また、悩みや不安を持つ親は、そうでない親に比べて、家庭教育に関する講座や研修会の参加割

合が高いが、「よく参加する」と「時々参加する」を合わせても 2割に届かない（図表 124）。 

受けてみたい家庭教育支援の内容として、5項目が 10%を超えているが、「特にない」が約 6割で

ある。（図表 125）。 

悩みや不安を持つ親の家庭教育に関する情報の入手先は、「配偶者」と「インターネット」が最も

高い（図表 126）。 

以上の結果を踏まえると、現状の家庭教育に関する講座や研修会などの支援は、子育てに悩みや

不安を持つ親のニーズに十分に応えられていない面がある。子育てに悩みや不安があったとしても

講座や研修会などの参加状況の割合は低い傾向にあり、支援を受けてみたいと思う割合も高くない

ため、現状の支援の枠組みでは、情報や支援が行き届かないおそれがある。そのため、現状の支援

内容の改善、見直しの必要があると考えられる。 

現状の支援内容の改善としては、情報の入手先として最も良く使われているインターネットでよ

り有用な情報を発信し、ニーズに合った情報を得やすくすることが効果的だと考えられる。 
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図表 123 子育てに悩みや不安を持つ親の「行政が支援すべきこと（1位～3位の回答を複数回答として

集計）」 

 

図表 124 子育てに悩みや不安を持つ親の「講座や研修会などへの参加状況」 

 

 

63.2

47.6

38.9

35.9

29.8

19.3

23.1

18.5

10.9

0.6

63.9

42.0

41.0

38.0

30.8

24.6

19.0

19.5

10.7

1.0

43.2

37.7

37.7

42.5

36.4

22.7

20.8

29.5

15.9

1.0

0 20 40 60 80

子育ての経済的負担を軽減すること

家庭教育の悩みや相談に対応できる仕組みをつく

ること

子供の居場所や一時預かりのサービスを提供す

ること

子供を有害情報から守ること

子供の生活の乱れや非行に対応すること

家庭教育の大切さを社会全体に向けて啓発する

こと

子供の発達段階に応じた情報を知らせること

イベントなど親子がふれ合う機会を設けること

研修や講演会など家庭教育の学習機会を提供す

ること

その他

悩みや不安がある (n=1,243) 悩みや不安はあまりない (n=1,449) 悩みや不安は全くない (n=308)

（％）

1.9

1.4

1.9

14.8

11.7

6.8

28.6

30.6

16.9

54.7

56.2

74.4

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

悩みや不安がある (n=1,243)

悩みや不安はあまりない (n=1,449)

悩みや不安は全くない (n=308)

よく参加する 時々参加する あまり参加しない 参加したことがない



 

113 

 

 

図表 125 子育てに悩みや不安を持つ親の「受けてみたい家庭教育支援の内容（複数回答）」 
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図表 126 子育てに悩みや不安を持つ親の「家庭教育に関する情報の入手先（1位～3位の回答を複数回

答として集計）」 
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③地域との関わりについて 

 地域との関わりが家庭教育に与える影響を分析したところ、地域との関わりがある親の家庭では、

そうでない家庭に比べて、家庭教育に関する各指標が低い（高い）割合を示す等、充実した環境で

家庭教育を行えていることが伺えた（図表 127）。地域との関わりがあることが、家庭教育に良い影

響をもたらしていると考えられる。 

また、回答者全体の半数以上が、家庭教育の充実のために、地域や子育てサークルなどが「地域

全体で子育てを支援する環境をつくる」支援をすべきと回答している（図表 128）。 

地域全体で子育てを支援する環境をつくり、地域との関わりを持つ親を増やし、家庭教育の充実

につなげることが重要である。 

図表 127 地域との関わり別「家庭教育の実施状況」 

 

 

図表 128 家庭教育の充実のために、地域や子育てサークルなどが支援すべきこと（1位～3位の回答を

複数回答として集計） 
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の
関
わ

り

64.9

59.6

52.1

32.6

31.9

30.1

16.0

0.3

0 10 20 30 40 50 60 70

交通安全や防犯など子供の安全安心な環境をつくること

子供の悪い行いを注意し、良い行いをほめること

地域全体で子育てを支援する環境をつくること

イベントなど親子がふれ合う機会を設けること

家庭教育の悩みや相談に応じること

子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること

家庭教育について学ぶ機会を設けること

その他

(%)

(n=3,000)
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（３）支援者を増やすために 

 家庭教育支援をさらに充実させていくためには、家庭教育支援チーム等に参加する一般の支援者

を増やしていく必要がある。取り組んでみたい家庭教育支援と、家庭教育（子育て）関連で受けた

ことのある支援をクロス分析すると、支援を受けたことがある親は、支援を受けたことがない親に

比べ、取り組んでみたい家庭教育支援が多いことが分かった（図表 129）。 

また、取り組んでみたい家庭教育支援と、末子年齢をクロス分析すると、末子年齢が低いほど、

家庭教育支援へのモチベーションがやや高い傾向にあることが分かった（図表 130）。子育てが終わ

った親を支援層に取り込むよりも、子育て中から段階的に、家庭教育支援の取組への参加意欲のあ

る親を支援層に取り込んでいくことが効果的だと思われる。 

子育てや家庭教育の支援を受けたことがある親ほど、家庭教育支援への参加意欲が高いことから、

多くの親を支援することで、より多くの次の支援層が生まれる好循環になる可能性がある。また、

末子年齢が低い親の方が、支援への参加意欲が高めであるため、講座や研修会などの支援の場で参

加を促すことも、支援者の増加に効果的だと考えられる。 

 

 

図表 129 受けたことがある支援別の取り組んでみたい家庭教育支援 

 

※25%以上のセルを赤で塗りつぶしている。 

 

(単位：%)

子供へのあ
いさつなどの
声かけ

子供と一緒
に遊ぶ活動

ルールやマ
ナーを守らな
い子供への
注意

子育てに関
する悩みに
ついて相談
にのる活動

子育てをする
親同士で話
ができる仲間
づくりの活動

運動会や文
化祭などの
学校行事へ
の参加

遊びやス
ポーツ、文化
活動などの
指導・協力

不意の外出
や親の帰り
が遅くなった
とき等に子供
を預かる活

動

子供の防犯
のための声
かけや登下
校の見守り
活動

子育てに関
する情報を
提供する活

動

勉強がわか
らない子供
への学習支

援

全体 (n=3,000) 24.9 22.6 20.6 16.9 15.9 15.1 15.1 15.0 14.9 13.9 13.4

子育て中の親の交流会 (n=341) 36.1 29.9 27.9 30.2 33.4 24.0 19.9 23.8 26.4 22.6 21.1

子育て・家庭教育支援サービスに関する情報提供 (n=198) 35.4 29.8 28.8 27.3 33.3 26.3 22.7 28.3 28.8 30.3 18.7

子育て・家庭教育に関する相談サービス (n=156) 33.3 25.6 24.4 28.8 29.5 18.6 19.9 28.2 21.8 30.8 20.5

子育て・家庭教育に関する講座・セミナー (n=156) 41.0 28.8 30.1 31.4 35.9 27.6 23.1 33.3 28.8 28.8 19.2

親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点 (n=503) 36.0 32.4 27.2 22.3 28.4 25.8 21.9 24.3 26.4 24.7 19.9

子育てや家庭教育の相談や支援のために家庭訪問 (n=81) 43.2 23.5 28.4 33.3 23.5 28.4 18.5 33.3 32.1 33.3 24.7

家庭教育支援チームによる支援 (n=19) 47.4 31.6 31.6 42.1 36.8 15.8 36.8 26.3 26.3 26.3 26.3

その他 (n=16) 31.3 18.8 25.0 31.3 6.3 18.8 25.0 25.0 12.5 12.5 37.5

特にない (n=2,119) 22.2 20.3 19.4 13.7 11.3 12.7 13.7 11.6 11.9 10.6 11.5

子供と大人
が一緒に参
加できる地域
の行事やお
祭り等を行う

活動

子供に自分
の職業体験
や人生経験
を伝える活動

小中学校の
校外学習や
行事をサ

ポートする活
動

子育て家庭
の家事を支
援する活動

体験活動や
ボランティア
活動への協
力・参加

地域の伝統
文化を子供
に伝える活

動

学校との情
報交換や話
し合いなどへ
の積極的な
参加

特技や能力
を活かした学
校の授業や
講演・講座へ
の協力

家庭教育支
援チームへ
の参加

その他
この中には
ない

全体 (n=3,000) 13.3 10.5 10.1 8.6 8.2 7.6 7.3 5.9 2.2 0.4 22.4

子育て中の親の交流会 (n=341) 22.3 16.4 18.5 16.1 15.2 11.1 15.2 11.4 5.9 0.9 7.0

子育て・家庭教育支援サービスに関する情報提供 (n=198) 24.7 21.7 19.2 21.2 20.2 17.2 16.7 14.1 7.6 1.0 4.0

子育て・家庭教育に関する相談サービス (n=156) 23.1 15.4 16.7 23.7 17.9 12.2 17.3 10.9 7.1 0.6 3.2

子育て・家庭教育に関する講座・セミナー (n=156) 24.4 17.9 23.1 18.6 21.2 17.9 20.5 16.7 10.9 0.6 3.2

親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点 (n=503) 25.4 17.7 18.5 15.1 14.5 12.1 15.1 12.1 5.6 0.4 7.4

子育てや家庭教育の相談や支援のために家庭訪問 (n=81) 23.5 30.9 13.6 18.5 19.8 12.3 19.8 18.5 12.3 0.0 3.7

家庭教育支援チームによる支援 (n=19) 36.8 21.1 21.1 15.8 31.6 15.8 26.3 15.8 5.3 0.0 15.8

その他 (n=16) 18.8 25.0 18.8 6.3 18.8 12.5 18.8 18.8 25.0 12.5 12.5

特にない (n=2,119) 10.6 8.5 7.9 5.8 6.4 6.3 5.1 4.4 1.4 0.3 28.6

受
け
た
こ
と
の
あ
る
支
援

受
け
た
こ
と
の
あ
る
支
援
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図表 130 末子年齢別の取り組んでみたい家庭教育支援 

 

※25%以上のセルを赤で塗りつぶしている。 

 

 

  

(単位：%)

子供へのあ
いさつなどの
声かけ

子供と一緒
に遊ぶ活動

ルールやマ
ナーを守らな
い子供への
注意

子育てに関
する悩みに
ついて相談
にのる活動

子育てをする
親同士で話
ができる仲間
づくりの活動

運動会や文
化祭などの
学校行事へ
の参加

遊びやス
ポーツ、文化
活動などの
指導・協力

不意の外出
や親の帰り
が遅くなった
とき等に子供
を預かる活

動

子供の防犯
のための声
かけや登下
校の見守り
活動

子育てに関
する情報を
提供する活

動

勉強がわか
らない子供
への学習支

援

全体 (n=3,000) 24.9 22.6 20.6 16.9 15.9 15.1 15.1 15.0 14.9 13.9 13.4

0～3歳 (n=1,041) 27.8 29.1 20.4 19.8 18.3 13.5 15.4 16.7 15.7 16.9 11.0

4～6歳 (n=393) 25.2 29.3 20.9 17.3 16.8 16.5 16.0 19.8 17.3 14.2 14.0

7～9歳 (n=381) 27.3 21.5 25.5 13.9 15.7 17.8 17.3 12.1 16.8 10.8 13.9

10～12歳 (n=364) 26.4 21.2 24.2 12.6 15.1 19.8 16.2 12.9 17.0 10.4 15.4

13～15歳 (n=388) 21.1 14.7 18.6 16.0 12.6 16.5 13.7 12.4 11.1 12.6 17.5

16～18歳 (n=433) 17.6 9.9 15.2 16.6 12.9 9.9 11.8 13.2 11.1 13.2 12.5

子供と大人
が一緒に参
加できる地域
の行事やお
祭り等を行う

活動

子供に自分
の職業体験
や人生経験
を伝える活動

小中学校の
校外学習や
行事をサ

ポートする活
動

子育て家庭
の家事を支
援する活動

体験活動や
ボランティア
活動への協
力・参加

地域の伝統
文化を子供
に伝える活

動

学校との情
報交換や話
し合いなどへ
の積極的な
参加

特技や能力
を活かした学
校の授業や
講演・講座へ
の協力

家庭教育支
援チームへ
の参加

その他
この中には
ない

全体 (n=3,000) 13.3 10.5 10.1 8.6 8.2 7.6 7.3 5.9 2.2 0.4 22.4

0～3歳 (n=1,041) 16.5 10.5 9.7 10.9 8.5 8.6 7.7 6.3 2.5 0.5 19.3

4～6歳 (n=393) 12.7 11.2 10.4 7.6 5.3 8.4 5.9 5.3 2.3 0.3 18.3

7～9歳 (n=381) 12.1 10.2 11.8 5.8 8.1 8.4 7.6 5.2 1.8 0.3 20.5

10～12歳 (n=364) 13.7 11.0 12.6 9.1 9.3 7.1 8.8 6.3 2.2 0.5 23.9

13～15歳 (n=388) 10.3 10.8 10.3 6.7 8.2 5.9 8.8 6.2 1.5 0.5 27.1

16～18歳 (n=433) 9.7 9.7 6.9 7.6 9.5 5.3 5.1 5.3 2.5 0.5 30.0

末
子
年
齢

末
子
年
齢
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４．参考資料 

 

（１）調査票 

①スクリーニング調査 

 

【Ｑ１】あなたの性別をお答えください。 

○ 男性 

○ 女性 

 

【Ｑ２】あなたの年齢をお答えください。 

（    ）才 

 

【Ｑ３】あなたが同居している子供の人数を、年齢ごとにお答えください。 

 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人以上 

0～3 歳 〇 〇 〇 〇 〇 

4～6 歳 〇 〇 〇 〇 〇 

7～9 歳 〇 〇 〇 〇 〇 

10～12 歳 〇 〇 〇 〇 〇 

13～15 歳 〇 〇 〇 〇 〇 

16～18 歳 〇 〇 〇 〇 〇 

19 歳以上 〇 〇 〇 〇 〇 

 

 

【Ｑ４】現在お住まいの都道府県をお答えください。 

（プルダウンで選択） 

 

【Ｑ５】現在お住まいの市区町村の都市規模をお答えください。 

※政令指定都市とは札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟

市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、

福岡市、熊本市のことです。 

※特別区とは東京 23区のことです。 

○ 政令指定都市または特別区 

○ 政令指定都市以外の、人口 10 万人以上の市 

○ 人口 10 万人未満の市町村 

○ わからない 
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②本調査 

 

はじめに、あなたご自身のことについて、おうかがいします。 

【Ｑ１】あなたの年齢をお答えください。 

(     ) 才 

 

【Ｑ２】あなたの性別をお答えください。（回答は 1つ） 

○ 男性 

○ 女性 

 

【Ｑ３】あなたが子育てをしている年数をお答えください。（回答は 1つ） 

○ 5 年以内 

○ 6～10 年以内 

○ 11～15 年以内 

○ 16 年以上 

 

【Ｑ４】あなたはご結婚（事実婚含む）されていますか。（回答は 1つ） 

○ 現在結婚している※事実婚を含む 

○ 以前結婚していたが、現在結婚していない 

○ 結婚したことはない 
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【Ｑ５】あなたがお子さん以外に同居・近居している、ご家族やご親せきをお選びください。 

※近居とは日常的に行き来できる距離に住んでいることを指します。 

 同居している 近居している 

配偶者 □ □ 

実父 □ □ 

実母 □ □ 

義父 □ □ 

義母 □ □ 

自分または配偶者の兄弟姉妹 □ □ 

あなたの親戚 □ □ 

配偶者の親戚 □ □ 

その他  具体的に：(     ) □ □ 

同居者はいない □ - 

近居している家族・親戚はいない - □ 

 

【Ｑ６】あなたは、困った時に助けてくれる人は近くにいますか。当てはまる方を全てお答えください。

（回答はいくつでも） 

□ 配偶者 

□ 実父 

□ 実母 

□ 義父 

□ 義母 

□ 子供 

□ 自分または配偶者の兄弟姉妹 

□ あなたの親戚 

□ 配偶者の親戚 

□ 友人・知人 

□ 子育て支援団体 

□ その他  具体的に：(     ) 

□ 近くにそのような人はいない 
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【Ｑ７】あなたの職業・雇用形態をお答えください。現在結婚されている方は、配偶者の職業・雇用形

態についてもお答えください。（回答は 1つ） 

 ご自身 配偶者 

正社員・職員（管理職） 〇 〇 

正社員・職員（一般職） 〇 〇 

役員 〇 〇 

パート・アルバイト・契約・嘱託社員 〇 〇 

派遣社員 〇 〇 

自営業 〇 〇 

求職活動・職業訓練 〇 〇 

専業主婦（夫）・無業 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 

 

【Ｑ８】あなたの週当たりの平均労働時間をお答えください。現在結婚されている方は、現在結婚され

ている方は、配偶者の平均労働時間についてもお答えください。（回答は 1つ） 

※残業時間を含めてお答えください。 

 ご自身の平均

労働時間 

配偶者の平均

労働時間 

２０時間未満 〇 〇 

２０時間以上２５時間未満 〇 〇 

２５時間以上３０時間未満 〇 〇 

３０時間以上３５時間未満 〇 〇 

３５時間以上４０時間未満 〇 〇 

４０時間以上４５時間未満 〇 〇 

４５時間以上５０時間未満 〇 〇 

５０時間以上６０時間未満 〇 〇 

６０時間以上 〇 〇 
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【Ｑ９】あなたの世帯全体の過去 1年間の年収（税込）をお答えください。（回答は 1つ） 

○ ない 

○ 100 万円未満 

○ 100～200 万円未満 

○ 200～300 万円未満 

○ 300～400 万円未満 

○ 400～500 万円未満 

○ 500～600 万円未満 

○ 600～700 万円未満 

○ 700～800 万円未満 

○ 800～900 万円未満 

○ 900～1000 万円未満 

○ 1000～1200 万円未満 

○ 1200～1500 万円未満 

○ 1500～2000 万円未満 

○ 2000 万円以上 

○ わからない 

○ 答えたくない 

 

【Ｑ１０】あなたの最終学歴をお答えください。現在結婚されている方は、配偶者の最終学歴について

もお答えください。（回答は 1つ） 

 あなた 配偶者 

中学校卒業 〇 〇 

高等学校卒業 〇 〇 

短大・専門学校・高専卒業 〇 〇 

大学・大学院卒業 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 

答えたくない 〇 〇 
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【Ｑ１１】あなたの地域の中での子供を通じた付き合いについて、当てはまるものをすべてお答えくだ

さい。（回答はいくつでも） 

□ 子供を預けられる人がいる 

□ 子供をしかったり、注意してくれる人がいる 

□ 子供を連れて家を行き来する人がいる 

□ 子供同士を遊ばせながら、立ち話をする人がいる 

□ 子供を連れて一緒に遊びや旅行に出かける人がいる 

□ 子育ての悩みを相談できる人がいる 

□ 保育所や幼稚園の送り迎え、近所での買い物などの際に、あいさつをする人がいる 

□ その他  具体的に：(     ) 

□ 子供を通じて関わっている人はいない 

 

【Ｑ１２】あなたの保育園・幼稚園・学校との、子供を通じた関係について、当てはまるものをすべて

お答えください。（回答はいくつでも） 

□ 子育てについての悩み事を相談している 

□ 勉強以外に、家庭の生活について相談したことがある 

□ 授業参観等の学校行事にはできるだけ参加している 

□ 積極的に PTA活動を行っている 

□ 保護者同士の交流会に参加している 

□ その他  具体的に：(     ) 

□ 特に関わりはない 

□ 子供が保育園・幼稚園・学校に通っていない 

 

【Ｑ１３】あなたの家では、主にどなたが子育てをしていますか。平日、休日ごとお答えください。（回

答は 1つ） 

 平日 休日 

自分 〇 〇 

配偶者 〇 〇 

実父 〇 〇 

実母 〇 〇 

義父 〇 〇 

義母 〇 〇 

子供 〇 〇 

自分または配偶者の兄弟姉妹 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 
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【Ｑ１４】あなたの親御さんは、あなたの子育てにどのくらい協力的ですか。（回答は 1つ） 

 実親 義親 

協力的である 〇 〇 

やや協力的である 〇 〇 

どちらともいえない 〇 〇 

やや協力的でない 〇 〇 

協力的でない 〇 〇 

親からの協力はない 〇 〇 

 

【Ｑ１５】あなたの親御さんは子育てにどのような協力をしていますか。（回答はいくつでも） 

 実親 義親 

一緒に朝食を食べる □ □ 

一緒に夕食を食べる □ □ 

会話をする □ □ 

本を読み聞かせする □ □ 

勉強を教える □ □ 

一緒に風呂に入る □ □ 

一緒に家事や家の手伝いをする □ □ 

一緒にテレビ・ビデオを見る □ □ 

一緒に買い物をする □ □ 

一緒に遊んだり、スポーツをする □ □ 

幼稚園・保育園・学校の送り迎をする □ □ 

病気になった時の看病をする □ □ 

家事のサポートをする □ □ 

不在時に預かる □ □ 

子育ての相談に乗る □ □ 

教育費の支援をする □ □ 

教育費以外の経済的支援をする □ □ 

その他  具体的に：(     ) □ □ 

子育てに協力していない □ □ 
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【Ｑ１６】あなたが仕事をしている日の、平均的な自宅を出発する時間と、帰宅する時間をお答えくだ

さい。（回答は 1つ） 

 出発時間 帰宅時間 

5 時 〇 〇 

6 時 〇 〇 

7 時 〇 〇 

8 時 〇 〇 

9 時 〇 〇 

10 時 〇 〇 

11 時 〇 〇 

12 時 〇 〇 

13 時 〇 〇 

14 時 〇 〇 

15 時 〇 〇 

16 時 〇 〇 

17 時 〇 〇 

18 時 〇 〇 

19 時 〇 〇 

20 時 〇 〇 

21 時 〇 〇 

22 時 〇 〇 

23 時 〇 〇 

24 時 〇 〇 

1 時 〇 〇 

2 時 〇 〇 

3 時 〇 〇 

4 時 〇 〇 
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【Ｑ１７】あなたは、普段の生活で子供とどのようにふれ合っていますか。平日、休日ごとにお答えく

ださい。（回答はいくつでも） 

※複数のお子さんがいる場合は、一番下のお子さんについてお答えください。 

 平日 休日 

一緒に朝食を食べる □ □ 

一緒に夕食を食べる □ □ 

会話をする □ □ 

本を読み聞かせする □ □ 

勉強を教える □ □ 

一緒に風呂に入る □ □ 

一緒に家事や家の手伝いをする □ □ 

一緒にテレビ・ビデオを見る □ □ 

一緒に買い物をする □ □ 

一緒に遊んだり、スポーツする □ □ 

その他  具体的に：(     ) □ □ 

ふれ合う時間がとれない □ □ 

 

【Ｑ１８】あなたは、子供とふれ合う時間が普段一日にどのくらいありますか。平日、休日ごとにお答

えください。（回答は 1つ） 

※複数のお子さんがいる場合は、一番下のお子さんについてお答えください。 

 平日 休日 

1 時間未満 〇 〇 

1～2 時間未満 〇 〇 

2～3 時間未満 〇 〇 

3～4 時間未満 〇 〇 

4 時間以上 〇 〇 

 

【Ｑ１９】あなたのお子さんは、どのくらいの頻度で朝食を食べますか。（回答は 1つ） 

※複数のお子さんがいる場合は、一番下のお子さんについてお答えください。 

○ 毎日 

○ 週に５～６日 

○ 週に３～４日 

○ 週に１～２日 

○ それ以下（月に数回） 

○ 朝食は食べていない 
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【Ｑ２０】あなたのお子さんは、普段何時頃に就寝しますか。平日と休日それぞれについてお答えくだ

さい。（回答は 1つ） 

※複数のお子さんがいる場合は、一番下のお子さんについてお答えください。 

 平日 休日 

午後 9 時より前 〇 〇 

午後 9 時～午後 10 時より前 〇 〇 

午後 10 時～午後 11 時より前 〇 〇 

午後 11 時～午前 0 時より前 〇 〇 

午前 0 時～午前 1 時より前 〇 〇 

午前 1 時以降 〇 〇 

 

【Ｑ２１】あなたのお子さんは、普段何時頃に起床しますか。平日と休日それぞれについてお答えくだ

さい。 

※複数のお子さんがいる場合は、一番下のお子さんについてお答えください。 

 平日 休日 

午前 6 時より前 〇 〇 

午前 6 時～6 時 30 分より前 〇 〇 

午前 6 時 30 分～7 時より前 〇 〇 

午前 7 時～7 時 30 分より前 〇 〇 

午前 7 時 30 分～8 時より前 〇 〇 

午前 8 時～8 時 30 分より前 〇 〇 

午前 8 時 30 分～9 時より前 〇 〇 

午前 9 時～9 時 30 分より前 〇 〇 

午前 10 時より遅い 〇 〇 
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【Ｑ２２】あなたのご家庭では、お子さんが携帯電話やスマートフォンを使うことについてのルールを

作っていますか。あなたのご家庭におけるルールをお答えください。（回答はいくつでも） 

□ 利用できる時間を制限している 

□ 利用できる場所を制限している 

□ 利用できるアプリを制限している 

□ 利用できるサイトを制限している 

□ フィルタリングの設定をしている 

□ インターネットを使えないようにしている 

□ 連絡を取り合う相手を制限している 

□ 利用料金を制限している 

□ アプリやサイトの料金を制限している 

□ ルールを守れなかった場合のルールを決めている 

□ その他  具体的に：(     ) 

□ 子供に携帯電話・スマートフォンを持たせていない 

□ 特にルールは作っていない 

 

【Ｑ２３】あなたのお子さんが、以下の電子機器を 1 日にどのくらいの時間使っているかお答えくださ

い。（回答は 1つ） 

※複数のお子さんがいる場合は、一番下のお子さんについてお答えください。 

 テレビ テレビゲーム 

（携帯型ゲーム

機を含む） 

携帯電話や

スマートフ

ォン 

パソコン 

1 時間未満 〇 〇 〇 〇 

1 時間以上、2 時間未満 〇 〇 〇 〇 

2 時間以上、3 時間未満 〇 〇 〇 〇 

4 時間以上 〇 〇 〇 〇 

持っていない・使っていない 〇 〇 〇 〇 
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子育ての喜びや悩みの実態について、おうかがいします。 

【Ｑ２４】あなたは、今、子育てをしていて、主にどのようなときに良かったと感じますか。（回答は２

つまで） 

□ 子供が喜んだ顔を見るとき 

□ 子供と話したり、遊ぶとき 

□ 子供の成長を感じるとき 

□ 家族として一体感を感じるとき 

□ 保育所や幼稚園、学校で子供の生き生きとした様子を見たとき 

□ 子育てを通して親の交流が広がったとき 

□ その他  具体的に：(     ) 

□ 良かったと感じたことはない 

 

【Ｑ２５】あなたは、今、子育てをしていて、主にどのようなことに負担を感じていますか。（回答は２

つまで） 

□ 経済的な負担 

□ 肉体的な負担 

□ 精神的な負担 

□ 親同士のつきあいの負担 

□ 時間的余裕がないこと 

□ 子育てに関する情報が多すぎること 

□ 子育てに関する情報が少なすぎること 

□ その他  具体的に：(     ) 

□ 負担は感じていない 

 

【Ｑ２６】あなたは、今、子育てについて悩みや不安がありますか。（回答は１つ） 

○ 悩みや不安がある 

○ 悩みや不安はあまりない 

○ 悩みや不安は全くない 
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Ｑ２６で「悩みや不安がある」と回答した方へおたずねします。 

【Ｑ２７】あなたは、子育てについて主にどのような悩みや不安を持っていますか。悩みや不安が大き

なものから順番に３つまでお答えください。 

 第１位 第２位 第３位 

子供のしつけやマナーのこと 〇 〇 〇 

子供の健康や発達のこと 〇 〇 〇 

子供の勉強や進学のこと 〇 〇 〇 

子供の性格や癖のこと 〇 〇 〇 

子供の生活の乱れや非行のこと 〇 〇 〇 

子供のいじめのこと 〇 〇 〇 

子供の友人関係のこと 〇 〇 〇 

子供の教育費のこと 〇 〇 〇 

子供が食べるものの安全性 〇 〇 〇 

子供の兄弟姉妹の関係 〇 〇 〇 

子供の性のこと 〇 〇 〇 

親として子供の気持ちが分からないこと 〇 〇 〇 

子供とのコミュニケーションが不足していること 〇 〇 〇 

親として子供の反抗的な態度への対応が分からないこと 〇 〇 〇 

子育てへの家族の協力が得られないこと 〇 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 〇 
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Ｑ２６で「悩みや不安がある」と回答した方へおたずねします。 

【Ｑ２８】あなたは、子育てについて悩みや不安がある時に、主に誰に相談しますか。相談の頻度が多

い相手、またはふさわしい相手の順番に３つまでお答えください。 

 第１位 第２位 第３位 

配偶者 〇 〇 〇 

実父 〇 〇 〇 

実母 〇 〇 〇 

義父 〇 〇 〇 

義母 〇 〇 〇 

自分または配偶者の兄弟姉妹 〇 〇 〇 

自分または配偶者の友人 〇 〇 〇 

子育てをしている仲間 〇 〇 〇 

近所の人 〇 〇 〇 

保育所・幼稚園・学校の先生 〇 〇 〇 

子育てサポーターなど子育て支援者 〇 〇 〇 

子育てサークルや NPO などの民間団体 〇 〇 〇 

行政など公的機関 〇 〇 〇 

インターネットの相談 WEB サイト 〇 〇 〇 

子供と話し合って解決する 〇 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 〇 

相談相手がいない 〇 〇 〇 

誰に相談していいか分からない 〇 〇 〇 

相談しない 〇 〇 〇 
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【Ｑ２９】あなたが子育てや家庭教育について受けたことのある支援や、役に立った支援をお答えくだ

さい。（回答はいくつでも） 

 受けたことの 

ある支援 

役に立った 

支援 

子育て中の親の交流会 □ □ 

子育て・家庭教育支援サービスに関する情報提供 □ □ 

子育て・家庭教育に関する相談サービス □ □ 

子育て・家庭教育に関する講座・セミナー □ □ 

親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点 □ □ 

子育てや家庭教育の相談や支援のために家庭に

訪問してもらう支援 

□ □ 

家庭教育支援チームによる支援 □ □ 

その他  具体的に：(     ) □ □ 

特にない □ □ 

 

【Ｑ３０】あなたが受けてみたいと思う子育てや家庭教育の支援をお答えください。（回答はいくつでも） 

□ 子育て中の親の交流会 

□ 子育て・家庭教育支援サービスに関する情報提供 

□ 子育て・家庭教育に関する相談サービス 

□ 子育て・家庭教育に関する講座・セミナー 

□ 親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点 

□ 子育てや家庭教育の相談や支援のために家庭に訪問してもらう支援 

□ 家庭教育支援チームによる支援 

□ その他  具体的に：(     ) 

□ 特にない 
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ここからは世の中全般の家庭教育についてお尋ねします。 

【Ｑ３１】あなたは、家庭教育の充実のために、主にどのようなことが必要だと思いますか。（回答は２

つまで） 

※家庭教育とは、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身

の調和のとれた発達を目的として、保護者が子供に行う教育のことです。 

□ 親がもっと家庭教育に取り組むこと 

□ 親以外の家族が協力すること 

□ 子育てをしている仲間同士が助け合うこと 

□ 学校・幼稚園・保育所が家庭を支援すること 

□ 地域の人たちが応援すること 

□ 行政が支援すること 

□ 企業などが家庭教育をしやすい環境づくりに協力すること 

□ その他  具体的に：(     ) 
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【Ｑ３２】子育て中の親や家庭を支援するために、あなたはどんな活動や取組をしてみたいと思います

か。その内容をお答えください。（回答はいくつでも） 

□ 子育てに関する悩みについて相談にのる活動 

□ 子育てをする親同士で話ができる仲間づくりの活動 

□ 子育てに関する情報を提供する活動 

□ 子育て家庭の家事を支援する活動 

□ 不意の外出や親の帰りが遅くなったときに等に子供を預かる活動 

□ 子供と一緒に遊ぶ活動 

□ 遊びやスポーツ、文化活動などの指導・協力 

□ 地域の伝統文化を子供に伝える活動 

□ 子供に自分の職業体験や人生経験を伝える活動 

□ 小中学校の校外学習や行事をサポートする活動 

□ 子供の防犯のための声かけや登下校の見守り活動 

□ 子供と大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭り等を行う活動 

□ 勉強がわからない子供への学習支援 

□ 運動会や文化祭などの学校行事への参加 

□ 学校との情報交換や話し合いなどへの積極的な参加 

□ 特技や能力を活かした学校の授業や講演・講座への協力 

□ ルールやマナーを守らない子供への注意 

□ 子供へのあいさつなどの声かけ 

□ 体験活動やボランティア活動・協力 

□ 家庭教育支援チームへの参加 

□ その他  具体的に：(     ) 

□ この中にはない 
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【Ｑ３３】あなたは、家庭教育の充実のために、家庭は主にどのようなことに取り組むべきだと思いま

すか。重要だと思う順番に３つまでお答えください。 

 第１位 第２位 第３位 

あいさつやマナーなど基本的なしつけを教えること 〇 〇 〇 

早寝早起きや部屋の片づけなど生活習慣を教えること 〇 〇 〇 

健康なからだや健全な精神を育成すること 〇 〇 〇 

物事の善悪を教えること 〇 〇 〇 

人としての生き方を教えること 〇 〇 〇 

交通安全や防犯など子供の安全安心な環境をつくること 〇 〇 〇 

子供を有害情報から守ること 〇 〇 〇 

子供の生活の乱れや非行に対応すること 〇 〇 〇 

親子のふれ合いの場を持つこと 〇 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 〇 

あてはまるものはない ― 〇 〇 

 

【Ｑ３４】あなたは、家庭教育の充実のために、保育所、幼稚園、学校は主にどのようなことを支援す

べきだと思いますか。重要だと思う順番に３つまでお答えください。 

 第１位 第２位 第３位 

集団での生活の仕方やマナーを教えること 〇 〇 〇 

言葉の習得や勉強に関すること 〇 〇 〇 

健康なからだや健全な精神を育成すること 〇 〇 〇 

物事の善悪を教えること 〇 〇 〇 

人としての生き方を教えること 〇 〇 〇 

子供の悩みや相談に応じること 〇 〇 〇 

親の悩みや相談に応じること 〇 〇 〇 

子供の生活の乱れや非行に対応すること 〇 〇 〇 

子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること 〇 〇 〇 

イベントなど親子がふれ合う機会を設けること 〇 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 〇 

あてはまるものはない ― 〇 〇 
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【Ｑ３５】あなたは、家庭教育の充実のために、地域の人たちや子育てサークルなどは主にどのような

ことを支援すべきだと思いますか。重要だと思う順番に３つまでお答えください。 

 第１位 第２位 第３位 

子供の悪い行いを注意し、良い行いをほめること 〇 〇 〇 

交通安全や防犯など子供の安全安心な環境をつくること 〇 〇 〇 

家庭教育の悩みや相談に応じること 〇 〇 〇 

子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること 〇 〇 〇 

イベントなど親子がふれ合う機会を設けること 〇 〇 〇 

家庭教育について学ぶ機会を設けること 〇 〇 〇 

地域全体で子育てを支援する環境をつくること 〇 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 〇 

あてはまるものはない ― 〇 〇 

 

【Ｑ３６】あなたは、家庭教育の充実のために、国や市区町村など行政は主にどのようなことを支援す

べきだと思いますか。重要だと思う順番に３つまでお答えください。 

 第１位 第２位 第３位 

子供を有害情報から守ること 〇 〇 〇 

子供の生活の乱れや非行に対応すること 〇 〇 〇 

家庭教育の悩みや相談に対応できる仕組みをつくること 〇 〇 〇 

子供の居場所や一時預かりのサービスを提供すること 〇 〇 〇 

イベントなど親子がふれ合う機会を設けること 〇 〇 〇 

研修や講演会など家庭教育の学習機会を提供すること 〇 〇 〇 

子供の発達段階に応じた情報を知らせること 〇 〇 〇 

家庭教育の大切さを社会全体に向けて啓発すること 〇 〇 〇 

子育ての経済的負担を軽減すること 〇 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 〇 

あてはまるものはない ― 〇 〇 
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【Ｑ３７】あなたは、家庭教育の充実のために、企業は主にどのようなことを支援すべきだと思います

か。重要だと思う順番に３つまでお答えください。 

 第１位 第２位 第３位 

時短制度を活用させること 〇 〇 〇 

フレックスタイム制度を活用させること 〇 〇 〇 

在宅勤務制度を進めること 〇 〇 〇 

業務を効率化し、残業時間を減らすようにすること 〇 〇 〇 

社内で研修や講演会など家庭教育の学習機会を提供すること 〇 〇 〇 

イベントなど親子がふれ合う機会を設けること 〇 〇 〇 

家庭教育について学ぶ機会を設けること 〇 〇 〇 

子育て中の親が休みを取りやすくすること 〇 〇 〇 

職場の仲間同士で子育ての情報を交換できる場をつくること 〇 〇 〇 

子育てについての社内セミナーの実施 〇 〇 〇 

事業所内保育所を設けること 〇 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 〇 

あてはまるものはない ― 〇 〇 

 

家庭教育に関する情報面での支援について、おうかがいします 

【Ｑ３８】あなたは、家庭教育に関する講座や研修会などに参加していますか。（回答は 1つ） 

○ よく参加する 

○ 時々参加する 

○ あまり参加しない 

○ 参加したことがない 
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Ｑ３８で「よく参加する」「時々参加する」と回答した方へおうかがいします。 

【Ｑ３９】あなたは、家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、主にどのようなことが良かった

ですか。良かったと思う順番に２つまでお答えください。 

 第１位 第２位 

家庭教育の大切さについて認識できたこと 〇 〇 

しつけの仕方を学ぶことができたこと 〇 〇 

子供の気持ちを分かることができたこと 〇 〇 

子育て中の仲間と知り合えたこと 〇 〇 

みんなも同じ悩みを抱えていることを知ったこと 〇 〇 

気分転換が図れたこと 〇 〇 

今悩んでいた問題解決の方法を見出せたこと 〇 〇 

講師や専門家などが相談に応じてくれたこと 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 

良かったと思うことはない 〇 〇 

 

【Ｑ４０】あなたは、家庭教育に関する講座や研修会などに参加して、工夫して欲しいと思ったことは

ありますか。工夫して欲しいと思う順番に２つまでお答えください。 

 第１位 第２位 

今の時代にあった内容にして欲しい 〇 〇 

もっと役に立つ内容にして欲しい 〇 〇 

もっと興味を持てる内容を取り上げて欲しい 〇 〇 

事前に講座や研修会の内容を知らせて欲しい 〇 〇 

自分の家庭の事情に合わせた内容にして欲しい 〇 〇 

子供が一緒に参加できるようにして欲しい 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 

工夫して欲しいことはない 〇 〇 
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Ｑ３８で「あまり参加しない」「参加したことがない」と回答した方へおうかがいします。 

【Ｑ４１】あなたは、家庭教育に関する講座や研修会などに参加しやすくするために、どのようなこと

が重要だと思いますか。重要だと思う順番に２つまでお答えください。 

 第１位 第２位 

時間が短ければ良い 〇 〇 

仕事先で開催されれば良い 〇 〇 

興味のある内容だと良い 〇 〇 

分かりやすい内容だと良い 〇 〇 

夜間や休日の開催だと良い 〇 〇 

無料だと良い 〇 〇 

身近な場所で開催されると良い 〇 〇 

講師に相談できれば良い 〇 〇 

参加者同士が意見交換できると良い 〇 〇 

インターネットなどを介して提供されると良い 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 

要件が整っても参加しない 〇 〇 

 

【Ｑ４２】あなたは家庭教育について、主にどのような情報を知りたいですか。知りたい順番に３つま

でお答えください。 

 第１位 第２位 第３位 

子供のしつけ 〇 〇 〇 

子供の健康・発達に関すること 〇 〇 〇 

いじめ・不登校・ひきこもりへの対応 〇 〇 〇 

子供の性に関すること 〇 〇 〇 

子供への虐待に関すること 〇 〇 〇 

子供のほめ方・叱り方 〇 〇 〇 

子供とのコミュニケーションの仕方 〇 〇 〇 

携帯電話やインターネットなど子供を取り巻く社会環境の

こと 

〇 〇 〇 

講座、研修会に関すること 〇 〇 〇 

相談窓口 〇 〇 〇 

子供や親の交流の場 〇 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 〇 

特にない 〇 〇 〇 
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【Ｑ４３】あなたは、家庭教育に関する情報を、主に誰またはどこから入手していますか。入手頻度の

多い順番に 3つまでお答えください。 

 第１位 第２位 第３位 

配偶者 〇 〇 〇 

実父 〇 〇 〇 

実母 〇 〇 〇 

義父 〇 〇 〇 

義母 〇 〇 〇 

自分又は配偶者の兄弟姉妹 〇 〇 〇 

子育てをしている仲間 〇 〇 〇 

近所の人 〇 〇 〇 

保育所・幼稚園・学校の先生 〇 〇 〇 

子育てサポーターなど子育て支援者 〇 〇 〇 

子育てサークルや NPO などの民間団体 〇 〇 〇 

行政などの公的機関の相談窓口 〇 〇 〇 

行政などの公的機関からの広報紙 〇 〇 〇 

テレビ・ラジオ 〇 〇 〇 

新聞 〇 〇 〇 

雑誌・書籍 〇 〇 〇 

インターネット 〇 〇 〇 

講座や研修会 〇 〇 〇 

その他  具体的に：(     ) 〇 〇 〇 

情報は得ていない 〇 〇 〇 

 

【Ｑ４４】あなたは家庭教育の情報を十分得られていますか。（回答は 1つ） 

○ 得られている 

○ どちらかといえば得られている 

○ どちらともいえない 

○ どちらかといえば得られていない 

○ 得られていない 
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【Ｑ４５】家庭教育支援についてのご意見・ご要望をご自由にお書き下さい。 
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