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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、子育ての悩みや実態、子育てを通じた地域とのつながり、家庭教育に関する保護者の意

識を把握し、社会の変化に対応した家庭教育支援の充実のための企画立案に資することを目的として

調査研究を行い、本報告書をまとめた。 

 

（２）調査の実施方法 
・対象：０～18 歳の子供を持つ 20～54 歳の父母 3,421 人（男性 1,549 人、女性 1,872 人） 

・手法：インターネット調査（スクリーニング調査と本調査を別で実施） 

・調査時期：スクリーニング調査（令和２年９月７日（月）～令和２年９月９日（水）） 

本調査（令和２年９月 11日（金）～令和２年９月 14 日（月）） 

 

２．調査の結果 
（１）家庭における子育ての状況 

＜調査項目＞ 

①子育ての分担 

②子供とのふれ合い方 

③子供とふれ合う時間 

④心のよりどころとなる人・困ったときに助けてくれる人 

 

＜特徴的な結果＞ 

 子育ての主体は、平日、休日ともに女性が主体になる割合が９割近くとなっているが、平日と比

べて、休日は男性で、「ほぼ半々に分担している」割合が高くなっている。【図表 １－１】 

 

図表 １－１ 子育ての分担（単一回答）／性別 
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・ 心のよりどころとなる人は、男女とも「配偶者」が６割以上と高くなっているが、性別にみると、

女性で「友人・知人」の割合が男性よりも特に高くなっている。【図表 １－２】 

 

図表 １－２ 心のよりどころとなる人（複数回答）／性別 
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（２）子育ての悩みや実態 
＜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こと 

③子育てについての悩みや不安の程度 

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時の主な相談相手 

 

＜特徴的な結果＞ 

・ 子育てに関して不安を感じる女性は８割近くと高く、男性より 14.6 ポイント高くなっている。【図

表 １－３】 

 

図表 １－３ 子育てについての悩みや不安の程度（単一回答）／性別 
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・ 男性は「子育てに十分な時間がとれない」の割合が、女性と比べて 12.2 ポイント高くなってい

る。【図表 １－４】 

 

図表 １－４ 子育てについての悩みや不安の内容（複数回答）／性別 
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（３）子育てを通じた地域とのつながり 
＜調査項目＞ 

①子育てに対する地域の支えの重要さ 

②地域で子育てを支えるために重要なこと 

③子供を通じた地域とのつながり 

④子供を通じた保育所・幼稚園・学校との関わり 

 

＜特徴的な結果＞ 

・ 子育てに対する地域の支えの重要さは、「重要だと思う（「とても重要だと思う」と「やや重要だと

思う」の合計）」が男女とも約７割と高くなっている。【図表 １－５】 

 

図表 １－５ 子育てに対する地域の支えの重要さ（単一回答） 
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（４）家庭教育の支援の在り方 
＜調査項目＞ 

①子育てや家庭教育について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 

②家庭教育の充実のために必要なこと 

③家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきこと 

④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 

⑤家庭教育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 

⑥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 

 

＜特徴的な結果＞ 

 男性では「親がもっと家庭教育に取り組むこと」、女性では「子育てをしている仲間同士が助け合

うこと」の割合が、異性と比べて特に高くなっている。【図表 １－６】 
 

図表 １－６ 家庭教育の充実のために必要なこと（複数回答）／性別 
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・ 受けてみたい支援について、性別にみると、ほとんどの項目の割合が、女性が男性と比べて高くな

っている。【図表 １－７】 

図表 １－７ 受けてみたい支援（複数回答）／性別 
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（５）家庭教育に関する情報面での支援 
＜調査項目＞ 

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・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・研修会などに参加して工夫してほしかったこと 

④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に重要なこと 

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を十分に得られているか 

 

＜特徴的な結果＞ 

・ 男性は、家庭教育に関する講座・研修会などへ「参加したことがない」割合が 65.1%と、女性より

13.7 ポイント高くなっている。【図表 １－８】 

 

図表 １－８ 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況（単一回答）／性別 
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・ 女性では「身近な場所で開催されると良い」「無料だと良い」の割合が、男性と比べて特に高くな

っている。【図表 １－９】 

 

図表 １－９ 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に重要なこと（複数回答として集計）

／性別 

 
※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。 
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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。 

 

（１）子育ての悩みや不安をいつも感じる人の特徴 
・ 男性より女性が多く、特に、ひとり親と子供から成る世帯（配偶者なし）や「専業主婦（夫）・無

業・その他」の人が多い。 

・ 平日の子育ての分担をほとんど自分で対応している割合や、平日子供とふれ合う時間も 4時間以上

の割合が高く、精神的な負担を感じやすい。 

・ 家族の手助けが少ないことから、家庭教育の充実のためには、親以外の家族が協力すること、親子

のふれ合いの場を持つことが必要と考えている。 

・ また、友人・知人が困ったときに助けてくれることも多く、地域に子育ての悩みを相談できる人も

いることから、子育てに対する地域の支えを重要と思っている人も多い。 

 

（２）就業状況、労働時間による家庭の特徴 
・ 片働きの家庭では、平日の子育ての分担をほとんど自分で対応している割合が高く、精神的な負担

を感じやすく、子育てについての悩みや不安を感じる割合も高い。子育てについての悩みや不安に

ついては、子育てサポーターなど子育て経験者に相談することも多く、子育てに関する悩みを気軽

に相談できる人や場があることが、地域で子育てを支えるために重要だと感じている。 

・ 一方、共働きの家庭では、時間的な余裕がないため、子育てに十分な時間を取れないと感じている

が、配偶者や職場の人を含めて子育てをしている仲間同士が助け合うことが多い。 

・ また、配偶者が週 60 時間以上働いている人では、子育ての精神的な負担も大きく、自分の父母や

友人・知人に悩みを相談したり、困ったときに助けてもらったりすることが多い。 

 

（３）家庭教育支援の充実に向けて 
家庭教育を充実させていくためには、子育ての悩みや不安の内容や、子育てをしていて負担に感じ

ること、家庭教育について知りたい情報を把握した上で、それらに合致する内容での講座・研修会な

どを開催することが望ましい。また、これまで家庭教育についての講座・研修会などに参加していな

かった人に、参加を促すためには、属性ごとの特徴を踏まえて参加しやすい形での開催を検討するこ

とも重要である。下表は、それぞれの属性に応じた整理となっているため、ターゲットとなる属性に

あわせた家庭教育支援を実施する際の参考とされたい。 

 

＜性年代別＞ 

分類 性年代別の特徴 

悩みや不安の内容  20-30 代の男女で「しつけの仕方が分からない」 

 40-50 代の女性で「子供の生活習慣の乱れについて悩みや不安があ

る」 

子育てをしていて負担に

感じること 

 男女ともに「経済的な負担」 

 20-30 代の女性で「肉体的な負担」「精神的な負担」 

 30 代の男性で「時間的余裕がないこと」 
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分類 性年代別の特徴 

家庭教育充実のために必

要なこと 

 男性は「親がもっと家庭教育に取り組むこと」 
 女性は「子育てをしている仲間同士が助け合うこと」 

家庭教育について知りた

い情報 

 20-40 代の男性で「子供のしつけ」 
 20-30 代の女性で「子供のほめ方・叱り方」「子供の健康・発達に関

すること」 

家庭教育についての講

座・研修会などに参加し

て工夫してほしかったこ

と 

 男女ともに「今の時代にあった内容にして欲しい」 

 30 代の男性で「もっと役に立つ内容にして欲しい」 

 20 代と 50代前半の男性で「もっと興味を持てる内容を取り上げて

欲しい」 

 20 代の女性で「子供が一緒に参加できるようにして欲しい」 

家庭教育についての講

座・研修会などに参加し

やすくするために重要な

こと 

 男女ともに「興味のある内容だと良い」 
 20 代と 30代の女性で「無料だと良い」 

 

＜末子年齢別＞ 

分類 末子年齢別の特徴 

悩みや不安の内容  13～18 歳で「子供の生活習慣の乱れについて悩みや不安がある」 

 ０～６歳で「しつけの仕方が分からない」 

子育てをしていて負担に

感じること 

 10～18 歳で「経済的な負担」 

家庭教育充実のために必

要なこと 

 すべての年代で「行政が支援すること」「親がもっと家庭教育に取り

組むこと」 
家庭教育について知りた

い情報 

 ０～９歳で「子供のほめ方・叱り方」 

 ０～６歳で「子供のしつけ」 

 10～18 歳で「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」 

家庭教育についての講

座・研修会などに参加し

て工夫してほしかったこ

と 

 どの年齢においても「今の時代にあった内容にして欲しい」 

家庭教育についての講

座・研修会などに参加し

やすくするために重要な

こと 

 どの年齢でも「興味のある内容だと良い」 
 ０～３歳で「無料だと良い」 
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＜子育ての悩みや不安をいつも感じる人＞ 

分類 子育ての悩みや不安をいつも感じる人の特徴 

悩みや不安の内容  子供との接し方が分からない 

 家族で協力して子育てができていない 

 子供の気持ちが分からない 

子育てをしていて負担に

感じること 

 精神的な負担 

 経済的な負担 

家庭教育充実のために必

要なこと 

 学校・幼稚園・保育所が家庭を支援すること 
 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 

家庭教育について知りた

い情報 

 子供のほめ方・叱り方 

 子供とのコミュニケーションの仕方 

 子供の健康・発達に関すること 

家庭教育についての講

座・研修会などに参加し

て工夫してほしかったこ

と 

 自分の家庭の事情に合わせた内容にして欲しい 

家庭教育についての講

座・研修会などに参加し

やすくするために重要な

こと 

 無料だと良い 
 身近な場所で開催されると良い 

 

 

＜共働き・片働きの家庭別＞ 

分類 共働きの家庭 片働きの家庭 

悩みや不安の内容  子育てに十分な時間がとれな

い 

 子供の生活習慣の乱れについ

て悩みや不安がある 

 しつけの仕方が分からない 

子育てをしていて負担に

感じること 

 時間的余裕がないこと  精神的な負担 

家庭教育充実のために必

要なこと 

 子育てをしている仲間同士が

助け合うこと 
 行政が支援すること 

家庭教育について知りた

い情報 

 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 

 子供の健康・発達に関するこ

と 
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分類 共働きの家庭 片働きの家庭 

家庭教育についての講

座・研修会などに参加し

て工夫してほしかったこ

と 

 もっと興味を持てる内容を取

り上げてほしい 

 今の時代にあった内容にして

欲しい 

 子供が一緒に参加できるよう

にしてほしい 

 もっと役に立つ内容にして欲

しい 

家庭教育についての講

座・研修会などに参加し

やすくするために重要な

こと 

 仕事先で開催されればよい  無料だと良い 
 身近な場所で開催されると良

い 
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調査の概要                            

調査の背景と目的 
家庭教育はすべ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、これまで、０～18 歳の子供を持つ保護者 20～54 歳の父母 3,000 人を対象として、

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」及び平成 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～」）を実施した。平成 28 年度調査

の結果からは、地域との関わりがあることが、家庭教育によい影響をもたらしていることが示された

一方、地域の中に子育ての悩みを相談できる人がいる割合が 34.2％と半数以下であることも分かっ

た。 

このような状況を踏まえ、また家庭教育を支える環境が大きく変化していると指摘される中、様々

な状況にある保護者を対象とした実態調査により、家庭教育に関する保護者の意識を把握し、社会の

変化に対応した家庭教育支援の充実のための企画立案に資することを目的として調査研究を行い、本

報告書をまとめた。 

 

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 

０～18 歳の子供を持つ 20～54 歳の父母 3,000 人（回収数 3,421 人：男性 1,549 人、女性 1,872 人） 

 

④標本抽出方法 

平成 28 年度「家庭教育の総合的推進に関する調査研究」との整合性を保つため、同一の抽出方法で

実施した。具体的には、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
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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 ２－１）。 

 

図表 ２－１ 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。 

 

⑤調査期間 

・スクリーニング調査：令和２年９月７日（月）～令和２年９月９日（水） 

・本調査：令和２年９月 11 日（金）～令和２年９月 14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 ２－２）。また、片働きと共働きの割合が、前回調

査と同程度（１：１）になるよう回収した。 

図表 ２－２ 回収結果 

 
 

図表 ２－３ 回収結果（共働き・片働き別） 

 
  

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

回収数

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 24 19 33 76
女性 38 28 47 113
男性 144 107 203 454
女性 186 139 255 580
男性 223 171 325 719
女性 263 214 369 846
男性 90 68 142 300
女性 95 80 158 333

1,063 826 1,532 3,421合計

20代

30代

40代

50代
前半

(%)

n= 共働き 片働き

3421 49.7 50.3
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調査項目 
①予備調査 

類型 No. 設問項目 

属性 SCRQ1 被調査者の性別 

SCRQ2 被調査者の年齢 

SCRQ3 同居している子供の人数・年齢 

SCRQ4 現在居住している都道府県 

SCRQ5 現在居住している市区町村が該当する都市規模区分 

SCRQ6 結婚の有無 

SCRQ7 職業・雇用形態（被調査者＋配偶者） 

 

②本調査 

類型 No. 設問項目 

属性 Q1 被調査者の性別 

Q2 被調査者の年齢 

Q3 子育て経験年数 

Q4 同居・近居している家族や親戚 

Q5 心のよりどころとなる人・困ったときに助けてくれる人 

Q6 週当たりの労働時間（被調査者＋配偶者） 

Ⅰ 

家庭における

子育ての状況 

Q7 子育ての分担（平日・休日） 

Q8 子供とのふれ合い方（平日・休日） 

Q9 子供とふれ合う時間（平日・休日） 

Ⅱ 

子育ての悩み

や実態 

Q10 子育てをしていて良かったと感じるとき 

Q11 子育てをしていて負担を感じるとき 

Q12 子育てについての悩みや不安の程度 

Q13 子育てについての悩みや不安の内容 

Q14 子育てについて悩みや不安がある時の主な相談相手 

Ⅲ 

子育てを通じ

た地域とのつ

ながり 

Q15 子育てに対する地域の支えの重要さ 

Q16 地域で子育てを支えるために重要なこと 

Q17 子供を通じた地域とのつながり 

Q18 子供を通じた保育所・幼稚園・学校との関わり 

Ⅳ 

家庭教育の支

援の在り方 

Q19 子育てや家庭教育について受けたことのある支援・役に立った支援 

Q20 受けてみたい子育てや家庭教育支援 

Q21 家庭教育の充実のために必要なこと 

Q22 家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきこと 

Q23 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 

Q24 家庭教育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 
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類型 No. 設問項目 

Q25 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 

Ⅴ 

家庭教育に関

する情報面で

の支援 

Q26 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況 

Q27 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 

Q28 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 

Q29 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に重要な

こと 

Q30 家庭教育について知りたい情報 

Q31 家庭教育に関する情報の入手先 

Q32 家庭教育に関する情報を十分に得られているか 

Q33 家庭教育支援についての意見・要望 

 

  



18 

家庭教育に関するアンケート調査結果                

回答者の属性 
本調査の回答者属性は以下のとおりである。 

 

①性別 

「男性」が 45.3%、「女性」が 54.7%であり、「女性」の方が多くなっている。 

 

図表 ３－１ 性別（単一回答） 

 
 
②年代 

「40-49 歳」が 45.7%で最も多く、次いで「30-39 歳」が 30.2%、「50-54 歳」が 18.5%となってい

る。 

 

図表 ３－２ 年代（単一回答） 

 
 

図表 ３－３ 性年代 

 
 
  

TOTAL（n=3,421）

男性

45.3

女性

54.7

(%)

TOTAL（n=3,421）

20-29歳

5.5

30-39歳

30.2

40-49歳

45.7

50-54歳

18.5

(%)

TOTAL（n=3,421）

男性（n=1,549）

女性（n=1,872）

20-29歳

5.5

4.9

6.0

30-39歳

30.2

29.3

31.0

40-49歳

45.7

46.4

45.2

50-54歳

18.5

19.4

17.8

(%)
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③子育て経験年数 

「16年以上」が 29.1%で最も多く、「5年以内」、「6～10年以内」、「11～15 年以内」でも２割以上と

なっている。 

 

図表 ３－４ 子育て経験年数（単一回答） 

 
 

図表 ３－５ 子育て経験年数（単一回答）／性年代別 

 
 
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、79.5%が２人以下となっている。末子年齢は、

「0～3歳」が 42.9%で最も多くなっている。 

 

図表 ３－６ 同居している子供の数（単一回答） 

 
 

  

TOTAL（n=3,421）

5年以内

23.1

6～10年以内

23.6

11～15年以内

24.1

16年以上

29.1

(%)

(%)

n=
5年以内

6～10年
以内

11～15年
 以内

16年以上

3421 23.1 23.6 24.1 29.1
男性（計） 1549 24.5 25.9 24.3 25.3

20代 76 88.2 10.5 1.3 0.0
30代 454 45.6 37.7 13.7 3.1
40代 719 13.2 26.1 33.1 27.5
50代前半 300 3.3 11.3 25.3 60.0

女性（計） 1872 22.0 21.7 24.0 32.3
20代 113 92.0 7.1 0.9 0.0
30代 580 39.3 36.0 20.5 4.1
40代 846 9.5 20.4 30.7 39.4
50代前半 333 0.0 5.1 20.7 74.2

性別
×

年代

全体

TOTAL（n=3,421）

1人

39.2

2人

40.3

3人

10.8

4人以上

9.6

(%)
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図表 ３－７ 同居している子供の年齢と子供の数（単一回答） 

 
 

図表 ３－８ 末子年齢（単一回答）／性年代別 

 
 
⑤婚姻状況 

現在結婚しているのは 93.7%、現在結婚していない（「現在は結婚していない」と「結婚したことは

ない」の合計）のは 6.3%となっている。 

 

図表 ３－９ 婚姻状況（単一回答） 

 
 

  

(%)

n= 1人 2人 3人 4人以上

全体 3421 39.2 40.3 10.8 9.6
0～3歳 1466 27.8 38.3 13.4 20.5
4～6歳 450 33.1 48.2 15.6 3.1
7～9歳 401 33.4 50.9 12.5 3.2
10～12歳 365 40.5 47.4 11.2 0.8
13～15歳 391 49.1 48.1 2.8 0.0
16～18歳 348 89.4 10.6 0.0 0.0

子供の人数

子供の
年齢

(%)

n= 0～3歳 4～6歳 7～9歳 10～12歳 13～15歳 16～18歳

3421 42.9 13.2 11.7 10.7 11.4 10.2
男性（計） 1549 43.9 14.3 12.2 11.0 9.9 8.7

20代 76 89.5 6.6 0.0 3.9 0.0 0.0
30代 454 66.5 18.5 9.3 3.7 1.3 0.7
40代 719 31.8 16.8 16.3 14.2 12.0 8.9
50代前半 300 27.0 3.7 10.0 16.3 20.3 22.7

女性（計） 1872 42.0 12.2 11.3 10.4 12.7 11.4
20代 113 90.3 8.8 0.9 0.0 0.0 0.0
30代 580 57.1 20.2 12.9 5.2 3.8 0.9
40代 846 30.7 11.8 15.1 14.5 16.4 11.3
50代前半 333 27.9 0.6 2.4 12.3 23.1 33.6

全体

性別
×

年代

TOTAL（n=3,421）

現在結婚している

93.7

現在は結婚

していない

5.9

結婚した

ことはない

0.4

(%)
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図表 ３－10 婚姻状況（単一回答）／性年代別 

 
 
⑥世帯構成 

「夫婦と子供から成る世帯」が 78.6%で最も多く、次いで「3世代世帯」が 10.4%、「その他の世帯」

が 6.0%となっている。 

 

図表 ３－11 世帯構成（複数回答） 

 
 

図表 ３－12 世帯構成（複数回答）／性年代別 

 
 

(%)

n=
現在結婚し

ている
現在は結婚
していない

結婚したこと
はない

3421 93.7 5.9 0.4
男性（計） 1549 97.4 2.5 0.1

20代 76 98.7 1.3 0.0
30代 454 97.4 2.6 0.0
40代 719 97.2 2.6 0.1
50代前半 300 97.7 2.3 0.0

女性（計） 1872 90.7 8.8 0.6
20代 113 95.6 4.4 0.0
30代 580 91.9 7.2 0.9
40代 846 89.2 10.2 0.6
50代前半 333 90.4 9.3 0.3

全体

性別
×

年代

TOTAL（n=3,421）

ひとり親と子供

から成る世帯

5.0

夫婦と子供

から成る世帯

78.6

3世代世帯

10.4

その他の世帯

6.0

(%)

(%)

n=

ひとり親と子
供から成る

世帯

夫婦と子供
から成る

世帯
3世代世帯

その他の
世帯

3421 5.0 78.6 10.4 6.0
男性（計） 1549 1.9 81.3 12.1 4.7

20代 76 0.0 94.7 0.0 5.3
30代 454 1.5 83.7 9.5 5.3
40代 719 2.2 79.1 14.7 3.9
50代前半 300 2.0 79.7 12.7 5.7

女性（計） 1872 7.5 76.4 9.1 7.0
20代 113 1.8 83.2 8.8 6.2
30代 580 4.5 78.8 9.0 7.8
40代 846 9.6 74.8 8.6 7.0
50代前半 333 9.6 73.9 10.5 6.0

全体

性別
×

年代
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⑦近居状況 

近居している家族・親戚の状況は、「あなたの父母」（自身の親）が 39.4%で最も多く、次いで「近居

している家族・親せきはいない」が 35.4%、「配偶者の父母」が 34.9%となっている。 

 

図表 ３－13 近居している家族・親戚（複数回答） 

 
 

図表 ３－14 近居状況（複数回答）／性年代別 

 
 
  

n=

配偶者 あなたの
父母

配偶者の
父母

あなたの
祖父母

配偶者の
祖父母

あなたの
親族（兄弟
姉妹、お
じ、おば、い
とこ等）

配偶者の
親族（兄弟
姉妹、お
じ、おば、い
とこ等）

その他 近居してい
る家族・親
せきはいな
い

TOTAL 3,421 2.6 39.4 34.9 5.8 5.1 21.0 13.9 0.0 35.4

2.6

39.4

34.9

5.8 5.1

21.0

13.9

0.0

35.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

(%)

(%)

n=
あなたの親 配偶者の親

あなた・配偶
者の祖父母・

親族
その他

近居している
家族・親族は

いない

3421 39.4 34.9 30.7 2.6 35.4
男性（計） 1549 38.5 38.7 29.2 3.2 35.1

20代 76 31.6 40.8 27.6 5.3 44.7
30代 454 40.3 43.0 35.7 2.9 31.7
40代 719 39.9 37.3 27.1 2.8 35.0
50代前半 300 34.0 35.3 25.0 4.0 37.7

女性（計） 1872 40.1 31.7 31.9 2.2 35.7
20代 113 45.1 42.5 39.8 0.9 32.7
30代 580 41.2 33.1 32.9 3.1 37.4
40代 846 41.7 31.4 31.8 1.8 33.0
50代前半 333 32.4 26.4 27.6 2.1 40.5

全体

性別
×

年代
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⑧職業・雇用形態 

回答者の職業・雇用形態では、自身、配偶者ともに「正規雇用社員」が５割以上で最も多く、次い

で「専業主婦（夫）／無業／その他」が２割以上、「非正規雇用社員」が自身で２割以上、配偶者で１

割以上となっている。 

性別にみると、男性で「正規雇用社員」が９割近く、女性で「専業主婦（夫）／無業／その他」が

４割と最も多くなっている。 

 

図表 ３－15 回答者の職業・雇用形態（単一回答） 

 
 

図表３－16 回答者の職業・雇用形態（単一回答）／性年代別 

 
 
⑨就業状況 

回答者の就業状況では、「共働き」「片働き」が、ほぼ同等となっている。 

 

図表 ３－17 回答者の就業状況（単一回答） 

 
 

  

ご自身（n=3,421）

配偶者（n=3,206）

正規雇用社員

53.3

57.0

非正規雇用社員

21.0

14.7

自営業等

3.4

5.0

専業主婦（夫）／

無業／その他

22.3

23.2

(%)

(%)

n=

正規雇用社
員

非正規雇用
社員

自営業等
専業主婦

（夫）／無業
／その他

3421 53.3 21.0 3.4 22.3
男性（計） 1549 91.9 2.5 4.7 0.9

20代 76 92.1 6.6 0.0 1.3
30代 454 94.9 1.3 3.3 0.4
40代 719 91.9 2.6 4.7 0.7
50代前半 300 87.3 2.7 8.0 2.0

女性（計） 1872 21.3 36.4 2.3 40.0
20代 113 31.9 21.2 1.8 45.1
30代 580 24.8 31.4 1.9 41.9
40代 846 19.0 39.8 2.6 38.5
50代前半 333 17.4 41.7 2.4 38.4

全体

性別
×

年代

TOTAL（n=3,421）

共働き

49.6

片働き

50.4

(%)
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図表 ３－18 回答者の就業状況（単一回答）／詳細・性年代別 

 
 
⑩労働時間 

週当たりの労働時間は、自身では「週 40 時間以上 60時間未満」が 50.0%で最も多く、次いで「週

30 時間以上 40時間未満」が 18.8%、「週 20時間未満」が 12.9%となっている。配偶者では、「週 40 時

間以上 60時間未満」が 48.4%で最も多く、次いで「週 30 時間以上 40時間未満」が 14.5%、「週 60時

間以上」が 11.2%となっている。 

 

図表 ３－19 週当たりの労働時間（単一回答） 

 
 

図表 ３－20 自身の週当たりの労働時間（単一回答）／性年代別 

 

(%)

n=

正規雇用×
正規雇用

　正規雇用
×非正規雇

用等

非正規雇用
等×非正規

雇用等
正規雇用

非正規
雇用等

3421 49.7 16.9 29.4 3.3 50.3 43.4 6.9
男性（計） 1549 49.5 18.8 28.2 2.5 50.5 46.6 3.9

20代 76 55.3 35.5 18.4 1.3 44.7 39.5 5.3
30代 454 47.6 24.7 22.2 0.7 52.4 49.3 3.1
40代 719 49.2 14.5 32.5 2.2 50.8 46.7 4.0
50代前半 300 51.3 16.0 29.3 6.0 48.7 44.0 4.7

女性（計） 1872 49.8 15.4 30.4 4.0 50.2 40.8 9.3
20代 113 49.6 28.3 18.6 2.7 50.4 45.1 5.3
30代 580 49.7 19.7 26.7 3.3 50.3 42.6 7.8
40代 846 49.8 12.4 33.0 4.4 50.2 40.2 10.0
50代前半 333 50.5 11.1 34.5 4.8 49.5 37.8 11.7

全体

性別
×

年代

共働き（計） 片働き（計）

ご自身の平均労働時間（n=2,671）

配偶者の平均労働時間（n=2,466）

週20時間未満

12.9

8.8

週20時間以上

30時間未満

10.6

7.5

週30時間以上

40時間未満

18.8

14.5

週40時間以上

60時間未満

50.0

48.4

週60時間以上

7.7

11.2

わからない

0.0

9.6

(%)

(%)

n=

週20時間未
満

週20時間以
上30時間未

満

週30時間以
上40時間未

満

週40時間以
上60時間未

満

週60時間以
上

2671 12.9 10.6 18.8 50.0 7.7
男性（計） 1535 1.6 1.9 15.5 69.1 11.9

20代 75 2.7 5.3 25.3 53.3 13.3
30代 452 1.8 2.7 15.7 69.0 10.8
40代 714 1.7 0.8 14.6 70.0 12.9
50代前半 294 1.0 2.4 15.0 71.1 10.5

女性（計） 1136 28.1 22.4 23.3 24.2 2.0
20代 63 28.6 22.2 19.0 28.6 1.6
30代 342 26.0 21.3 27.2 23.4 2.0
40代 524 27.1 24.8 22.3 23.7 2.1
50代前半 207 33.8 17.9 20.8 25.6 1.9

全体

性別
×

年代
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⑪居住地・都市規模 

居住地は、「東京都」が 9.1%で最も高く、次いで「神奈川県」が 8.0%、「大阪府」が 6.2%となってい

る。 

居住地の都市規模は、「人口 10万人未満の市町村」が 44.8%で最も高く、次いで「政令指定都市また

は特別区」が 31.1%、「政令指定都市以外の、人口 10 万人以上の市」が 24.1%となっている。 

 

図表 ３－21 居住地（単一回答） 

 
 

図表 ３－22 居住地の都市規模（単一回答） 

 
 

図表 ３－23 居住地の都市規模（単一回答）／性年代別 

 

n=

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
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阜
県

静
岡
県

愛
知
県
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重
県

滋
賀
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京
都
府

大
阪
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兵
庫
県

奈
良
県
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県
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県

島
根
県

岡
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県

広
島
県

山
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県
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県
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川
県

愛
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知
県

福
岡
県
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賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

TOTAL 3,421 4.9 1.1 0.9 2.3 0.8 0.8 1.5 2.6 1.5 1.5 5.4 4.6 9.1 8.0 2.3 0.8 0.8 0.4 1.0 1.9 1.5 3.2 6.1 1.2 1.4 2.1 6.2 4.3 1.5 1.1 0.4 0.6 1.7 2.4 0.8 0.5 0.8 1.0 0.4 4.2 0.5 1.1 1.7 0.9 0.5 1.0 0.7

4.9

1.1 0.9

2.3

0.8 0.8
1.5

2.6

1.5 1.5

5.4
4.6

9.1

8.0

2.3

0.8 0.8
0.4

1.0

1.9
1.5

3.2

6.1

1.2 1.4
2.1

6.2

4.3

1.5
1.1

0.4 0.6

1.7
2.4

0.8 0.5 0.8 1.0
0.4

4.2

0.5
1.1

1.7
0.9

0.5
1.0 0.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

(%)

TOTAL（n=3,421）

政令指定都市

または特別区

31.1

政令指定都市以

外の、人口10万人

以上の市

24.1

人口10万人未満

の市町村

44.8

(%)

(%)

n=

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

3421 31.1 24.1 44.8
男性（計） 1549 31.1 23.6 45.4

20代 76 31.6 25.0 43.4
30代 454 31.7 23.6 44.7
40代 719 31.0 23.8 45.2
50代前半 300 30.0 22.7 47.3

女性（計） 1872 31.1 24.6 44.3
20代 113 33.6 24.8 41.6
30代 580 32.1 24.0 44.0
40代 846 31.1 25.3 43.6
50代前半 333 28.5 24.0 47.4

全体

性別
×

年代
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家庭における子育ての状況 
①子育ての分担 

○ 子育ての分担は、平日、休日ともに「自分が主にやっている（「自分がほとんどやっている」と

「自分が主にやっているが、配偶者・パートナーも協力・分担している」の合計）」が５割以上と

なっている。「配偶者が主にやっている（「配偶者・パートナーがほとんどやっている」と「配偶

者・パートナーが主にやっているが、自分も協力・分担している」の合計）」が平日は４割近く、

休日は３割近くとなっている。「ほぼ半々に分担している」が休日では 16.9%で、平日より 11.1 ポ

イント高くなっている。 

○ 性別にみると、平日に子育ての主体になる男性は 6.3%、休日は 11.4%となり、平日と比べて、休日

は男性が主体になる割合が増加している。一方、平日、休日ともに女性が主体になる割合が９割近

くとなっており、子育ては女性がより多く担っていることが伺える。 

○ 週当たりの労働時間別にみると、平日、休日ともに、労働時間が長くなるほど、「自分」よりも

「配偶者」が主体となる割合が概ね高くなっている。 

 

図表 ３－24 子育ての分担（それぞれ単一回答） 

 
 

  

平日（n=3,421）

休日（n=3,421）

自分がほとんど

やっている

38.2

26.5

自分が主にやって

いるが、配偶者・

パートナーも協

力・分担している

16.3

26.7

ほぼ半々に

分担している

5.8

16.9

配偶者・パート

ナーが主にやって

いるが、自分も協

力・分担している

20.7

22.1

配偶者・パート

ナーがほとんど

やっている

17.7

7.4

その他

（実父母、義父

母、兄弟姉妹等）

1.3

0.4

(%)
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図表 ３－25 子育ての分担：平日（単一回答）／属性別 

 
 

  

(%)

n=

自分がほと
んどやってい

る

自分が主に
やっている

が、配偶者・
パートナーも
協力・分担し

ている

ほぼ半々に
分担している

配偶者・パー
トナーが主に
やっている

が、自分も協
力・分担して

いる

配偶者・パー
トナーがほと
んどやってい

る

その他（実父
母、義父母、
兄弟姉妹等）

3421 38.2 16.3 5.8 20.7 17.7 1.3
1549 3.0 3.3 9.0 45.3 38.9 0.6

20代 76 2.6 5.3 23.7 44.7 23.7 0.0
30代 454 3.7 4.0 10.4 44.9 36.3 0.7
40代 719 2.6 3.1 7.6 44.1 41.9 0.7
50代前半 300 2.7 2.3 6.3 49.0 39.3 0.3

1872 67.4 27.0 3.1 0.4 0.2 2.0
20代 113 67.3 28.3 2.7 0.9 0.0 0.9
30代 580 61.7 31.2 4.1 0.2 0.2 2.6
40代 846 71.3 23.6 2.8 0.4 0.0 1.9
50代前半 333 67.6 27.6 2.1 0.6 0.6 1.5

1466 35.5 17.9 6.2 22.2 16.8 1.4
450 34.9 14.9 8.2 25.1 15.1 1.8
401 36.4 15.0 5.0 20.9 21.2 1.5
365 39.5 14.0 5.8 18.4 21.6 0.8
391 47.3 14.8 3.6 13.8 19.4 1.0
348 44.8 16.4 4.0 19.0 14.4 1.4

3206 35.7 16.9 6.1 21.8 18.8 0.7
215 76.7 7.0 1.4 4.2 0.5 10.2
170 85.3 6.5 0.6 4.7 1.2 1.8

2690 36.4 16.6 5.9 21.3 19.4 0.3
357 26.9 19.9 6.2 26.9 17.9 2.2
204 43.1 13.2 6.9 15.2 8.8 12.7

1342 39.9 16.9 6.0 20.0 15.9 1.3
1380 37.8 15.8 5.7 20.1 19.1 1.5
369 33.9 17.1 6.2 22.5 20.1 0.3
330 38.5 14.5 4.5 24.2 16.4 1.8

1347 38.4 17.7 5.1 21.5 16.3 1.0
1194 32.8 17.2 6.8 25.1 17.7 0.4
1050 38.5 17.4 6.6 20.9 14.9 1.8

90 28.9 15.6 10.0 25.6 18.9 1.1
1211 41.4 13.5 5.3 18.5 19.9 1.5
1699 33.5 19.6 9.1 22.8 13.5 1.4
1722 42.9 13.0 2.5 18.6 21.8 1.3
344 69.8 24.7 1.7 2.3 1.2 0.3
283 57.6 28.6 5.7 4.9 2.1 1.1
503 29.6 19.7 10.9 23.9 12.9 3.0

1336 13.4 7.7 7.6 37.5 31.9 1.9
205 11.2 4.9 5.4 29.8 48.3 0.5

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

配偶者
の有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

末子
年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（計）
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図表 ３－26 子育ての分担：休日（単一回答）／属性別 

 
 

  

(%)

n=

自分がほと
んどやってい

る

自分が主に
やっている

が、配偶者・
パートナーも
協力・分担し

ている

ほぼ半々に
分担している

配偶者・パー
トナーが主に
やっている

が、自分も協
力・分担して

いる

配偶者・パー
トナーがほと
んどやってい

る

その他（実父
母、義父母、
兄弟姉妹等）

3421 26.5 26.7 16.9 22.1 7.4 0.4
1549 3.6 7.8 25.6 46.9 15.9 0.2

20代 76 1.3 13.2 32.9 42.1 10.5 0.0
30代 454 4.4 7.7 33.5 41.9 12.3 0.2
40代 719 3.3 7.5 22.3 48.3 18.4 0.3
50代前半 300 3.3 7.3 19.7 52.7 17.0 0.0

1872 45.6 42.3 9.7 1.5 0.4 0.6
20代 113 35.4 45.1 16.8 1.8 0.0 0.9
30代 580 34.7 48.1 13.3 2.2 0.7 1.0
40代 846 50.6 39.4 8.0 1.3 0.2 0.5
50代前半 333 55.3 38.4 5.4 0.6 0.3 0.0

1466 21.5 29.7 19.2 22.4 6.7 0.5
450 20.9 25.6 25.6 23.8 4.2 0.0
401 21.9 29.4 15.2 24.7 8.2 0.5
365 34.5 19.7 15.3 19.7 10.7 0.0
391 40.4 21.5 7.7 19.7 10.0 0.8
348 36.5 25.3 9.8 20.4 7.5 0.6

3206 22.9 27.9 17.7 23.4 7.9 0.2
215 80.5 7.4 5.6 2.8 0.0 3.7
170 83.5 9.4 2.4 3.5 0.6 0.6

2690 22.6 28.2 18.4 22.8 7.9 0.1
357 19.0 27.5 14.8 29.1 9.0 0.6
204 43.6 19.6 12.7 15.2 4.4 4.4

1342 28.8 26.7 17.1 21.1 6.0 0.4
1380 23.9 28.0 18.3 21.6 8.0 0.2
369 24.7 26.0 14.9 24.9 9.5 0.0
330 30.6 21.5 12.7 24.8 8.8 1.5

1347 25.4 27.9 17.7 21.3 7.3 0.3
1194 20.2 28.4 19.4 25.4 6.5 0.1
1050 27.5 27.7 17.6 20.6 5.8 0.8

90 22.2 21.1 21.1 24.4 10.0 1.1
1211 29.2 24.8 15.7 21.6 8.3 0.3
1699 23.2 29.5 19.1 20.7 7.2 0.4
1722 29.8 23.9 14.8 23.5 7.7 0.5
344 42.4 44.2 8.7 3.5 0.9 0.3
283 43.5 38.5 9.2 6.4 1.8 0.7
503 25.2 24.9 19.7 22.9 6.2 1.2

1336 12.8 12.6 23.7 38.6 12.1 0.3
205 10.7 8.8 17.6 38.5 23.9 0.5

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

配偶者
の有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

末子
年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（計）
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②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 83.8%、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」を除くすべての項目で、休日の方が平

日よりも割合が高くなっている。 

○ 性別にみると、女性が、平日で「ふれ合う時間がとれない」を除くすべての項目、休日でも「一緒

に風呂に入る」「一緒に遊んだり、スポーツをする」、「ふれ合う時間がとれない」以外の項目で、男

性よりも割合が高くなっている。 

○ 週当たりの労働時間別にみると、週当たりの平均労働時間が短くなるにつれ、平日の「会話をす

る」「一緒に夕食を食べる」「一緒に朝食を食べる」の割合が高くなる傾向にある。 

 

図表 ３－27 子供とのふれ合い方（それぞれ複数回答） 

 
  

一緒に朝食を食べる

一緒に夕食を食べる

会話をする

本の読み聞かせをする

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

その他

ふれ合う時間がとれない

53.6

72.4

85.1

23.0

22.9

49.6

24.1

65.7

30.1

31.6

8.5

3.6

56.3

68.5

78.7

21.0

27.2

40.8

26.0

59.9

39.3

32.3

0.5

5.9

51.0

71.4

83.8

19.2

25.9

40.1

23.8

64.3

38.0

34.6

0.5

4.3

67.1

89.8

87.2

27.4

24.3

54.5

32.3

74.8

69.4

60.8

10.6

0.6

68.6

87.3

81.2

24.3

29.4

45.9

35.5

68.0

64.0

50.5

0.2

2.0

66.0

87.3

84.9

22.6

27.9

44.9

35.0

73.1

65.3

53.8

0.4

1.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

H20平日(n=3,000) H28平日(n=3,000) R2平日(n=3,421)

H20休日(n=3,000) H28休日(n=3,000) R2休日(n=3,421)

(%)
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図表 ３－28 子供とのふれ合い方：平日（複数回答）／属性別 

 
 

図表 ３－29 子供とのふれ合い方：休日（複数回答） ／属性別 

 

(%)

n=

一緒に朝食
を食べる

一緒に夕食
を食べる

会話をする
本の読み聞
かせをする

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
その他

ふれ合う時
間がとれない

3421 51.0 71.4 83.8 19.2 25.9 40.1 23.8 64.3 38.0 34.6 0.5 4.3
1549 38.5 55.6 75.3 13.2 18.1 36.9 13.9 54.1 25.2 30.4 0.4 8.4

20代 76 39.5 48.7 73.7 23.7 10.5 65.8 19.7 55.3 40.8 36.8 0.0 5.3
30代 454 43.0 58.6 78.0 25.1 18.9 54.2 18.5 57.9 26.7 37.9 0.7 7.0
40代 719 37.7 54.5 75.0 8.8 19.5 32.8 12.7 53.0 23.5 29.3 0.3 8.9
50代前半 300 33.3 55.3 72.7 3.0 15.3 13.3 8.7 50.7 23.0 20.0 0.3 10.0

1872 61.3 84.5 90.8 24.2 32.4 42.7 31.9 72.6 48.7 38.1 0.5 0.9
20代 113 66.4 72.6 85.8 52.2 14.2 76.1 26.5 82.3 61.1 61.9 0.0 0.0
30代 580 69.7 85.3 90.5 43.6 36.0 65.2 37.4 76.6 53.8 54.7 0.3 0.5
40代 846 60.0 85.1 92.3 15.5 37.1 35.1 32.0 73.0 47.0 31.4 0.5 0.7
50代前半 333 48.0 85.3 88.9 3.0 20.4 11.4 23.7 61.6 39.6 18.0 1.2 2.1

1466 55.6 70.8 83.6 31.7 19.8 54.8 23.3 66.8 42.2 43.8 0.5 3.4
450 57.1 74.2 86.2 28.9 41.8 61.1 32.7 67.3 36.7 43.8 0.9 3.3
401 50.9 72.6 85.0 12.5 51.9 47.1 27.4 66.3 33.9 36.7 0.0 4.5
365 50.1 71.0 84.4 2.5 31.2 17.8 24.4 67.9 35.6 26.0 0.3 3.3
391 40.4 72.1 83.6 0.0 16.1 6.6 20.5 57.0 33.0 15.6 0.5 6.4
348 36.2 68.4 79.3 1.1 6.9 3.4 12.9 51.1 35.3 12.1 0.6 7.5

3206 51.1 71.4 83.6 19.8 25.7 40.9 23.5 64.5 37.4 35.2 0.4 4.4
215 48.4 71.6 86.5 10.2 28.8 28.4 27.4 60.9 47.0 25.6 0.9 2.3
170 49.4 75.3 85.3 8.2 26.5 22.9 33.5 62.4 47.1 22.9 1.2 2.9

2690 50.4 70.7 83.5 19.9 25.8 41.3 23.6 64.8 37.4 35.4 0.5 4.4
357 55.7 74.5 83.8 18.2 27.2 40.1 21.8 62.5 35.3 34.5 0.0 4.2
204 50.5 72.1 86.8 20.6 24.5 38.2 21.6 62.3 43.6 34.3 0.5 3.4

1342 48.2 69.3 80.8 21.7 18.2 37.8 19.6 61.6 38.3 34.2 0.6 4.5
1380 53.3 72.5 86.5 19.1 30.9 43.6 27.6 66.6 38.5 36.4 0.3 4.1
369 53.1 73.7 85.9 17.3 27.4 41.7 22.5 63.4 35.2 34.4 0.3 4.1
330 50.0 72.4 82.1 11.5 34.8 32.7 26.1 66.1 38.2 29.1 0.9 4.2

1347 51.2 72.9 86.3 19.5 25.8 42.8 25.8 65.8 39.5 35.3 0.4 3.6
1194 51.0 71.8 85.9 20.1 26.5 43.0 26.0 65.7 38.4 37.4 0.7 3.9
1050 52.6 74.4 88.2 21.8 27.9 44.0 28.6 69.4 43.7 38.9 0.6 2.6

90 50.0 68.9 75.6 22.2 27.8 36.7 23.3 58.9 38.9 30.0 0.0 4.4
1211 49.5 68.8 80.6 19.2 24.3 37.1 20.1 61.6 36.0 32.8 0.3 5.2
1699 51.7 73.6 84.3 17.0 26.0 39.0 24.5 64.7 37.1 32.3 0.5 4.1
1722 50.2 69.2 83.2 21.4 25.9 41.1 23.0 63.8 39.0 36.9 0.4 4.5
344 59.6 86.3 91.9 19.2 36.0 40.4 32.3 73.0 46.5 36.3 1.2 0.3
283 58.3 82.3 88.0 15.2 32.2 38.2 30.0 67.1 45.9 35.3 0.0 2.8
503 52.5 77.9 86.9 20.3 24.3 43.5 24.3 65.2 39.6 32.2 0.0 1.6

1336 41.3 59.2 78.0 13.8 18.9 36.4 16.4 56.5 27.7 29.8 0.5 6.8
205 36.1 40.5 67.3 10.7 20.5 27.8 14.6 46.8 24.9 23.9 0.0 15.6

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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

(%)

n=

一緒に朝食
を食べる

一緒に夕食
を食べる

会話をする
本の読み聞
かせをする

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
その他

ふれ合う時
間がとれない

3421 66.0 87.3 84.9 22.6 27.9 44.9 35.0 73.1 65.3 53.8 0.4 1.5
1549 62.2 85.3 80.0 19.2 24.6 49.1 27.8 68.4 58.6 56.4 0.2 2.5

20代 76 61.8 73.7 75.0 31.6 18.4 75.0 35.5 69.7 72.4 60.5 0.0 0.0
30代 454 71.8 91.0 86.3 37.7 28.2 72.9 35.7 77.5 69.4 74.4 0.2 0.9
40代 719 61.9 84.7 78.3 12.2 25.3 44.1 25.6 66.2 55.6 53.5 0.1 2.9
50代前半 300 48.7 81.3 75.7 5.0 19.0 18.7 19.0 59.3 46.0 34.7 0.3 4.7

1872 69.1 88.9 89.0 25.4 30.6 41.5 40.9 77.0 70.8 51.6 0.5 0.6
20代 113 73.5 79.6 83.2 57.5 15.9 70.8 35.4 82.3 78.8 79.6 0.0 0.0
30代 580 77.1 89.0 89.5 46.6 36.0 62.9 49.3 80.7 79.3 71.6 0.3 0.5
40代 846 67.6 90.7 91.4 15.4 33.2 34.6 40.3 78.4 69.3 45.4 0.5 0.5
50代前半 333 57.7 87.7 84.4 3.0 19.2 11.4 29.7 65.5 57.1 23.1 0.9 1.5

1466 70.8 87.0 85.4 37.0 23.3 60.8 34.7 75.3 68.7 65.0 0.4 0.8
450 80.2 93.8 91.8 35.1 46.7 71.1 51.3 81.6 79.6 75.6 0.2 0.4
401 68.1 91.0 86.5 14.5 51.1 52.1 41.6 76.3 67.6 62.3 0.0 1.2
365 64.9 86.8 84.9 2.7 32.6 20.0 35.6 76.4 61.4 43.6 0.3 0.5
391 50.1 81.6 80.8 0.0 14.3 7.4 25.8 63.2 54.2 22.0 0.5 3.8
348 44.0 82.8 77.0 1.1 6.3 4.0 16.7 56.9 46.3 14.7 0.6 4.6

3206 66.5 87.6 84.9 23.4 27.9 45.7 35.0 73.4 65.0 54.5 0.3 1.5
215 58.1 83.3 85.6 10.7 27.0 33.5 34.9 69.3 68.8 42.8 1.4 0.9
170 58.8 82.4 84.7 9.4 26.5 26.5 40.0 68.8 64.7 38.8 1.2 1.8

2690 66.4 87.3 85.3 24.0 28.4 46.7 34.8 73.5 65.0 55.0 0.2 1.5
357 68.1 89.1 82.4 18.8 28.9 41.7 35.6 72.0 64.4 51.8 0.6 1.1
204 63.2 88.7 85.3 22.1 20.6 42.6 31.9 73.0 71.1 53.4 1.0 1.5

1342 64.8 84.2 81.7 25.1 20.1 41.5 30.2 70.0 63.0 51.1 0.3 1.9
1380 69.3 90.4 88.3 23.0 33.0 49.7 39.9 76.7 68.9 57.0 0.4 1.1
369 62.9 88.9 85.6 19.5 30.9 46.3 32.2 71.5 64.5 52.8 0.3 1.9
330 60.3 85.5 83.6 14.2 34.2 37.3 37.0 72.4 60.3 51.8 0.3 0.9

1347 66.5 87.5 85.3 22.9 27.2 47.0 36.5 73.3 66.5 53.8 0.3 1.3
1194 68.2 88.6 86.6 24.8 29.0 49.0 37.1 75.5 68.6 57.9 0.2 0.6
1050 68.4 89.7 89.5 25.7 28.1 47.7 38.9 78.0 71.2 59.8 0.6 1.0

90 55.6 74.4 76.7 22.2 31.1 42.2 35.6 67.8 62.2 42.2 0.0 1.1
1211 64.7 86.0 83.7 22.7 26.5 42.8 32.3 72.4 62.8 51.4 0.3 1.9
1699 65.0 87.3 84.0 20.3 27.9 43.1 36.0 72.5 64.4 51.1 0.3 2.1
1722 67.0 87.3 85.8 24.9 27.8 46.7 33.9 73.8 66.1 56.3 0.4 0.9
344 68.3 89.2 89.2 21.8 33.4 41.3 40.1 77.6 68.0 48.5 0.9 0.3
283 63.6 87.6 88.3 18.4 31.1 38.2 43.5 72.1 67.8 47.0 0.4 1.4
503 70.0 88.9 86.7 22.9 26.8 49.7 35.6 74.4 66.2 53.9 0.2 0.6

1336 62.6 86.6 81.5 18.7 25.1 46.7 29.7 69.5 61.9 55.7 0.2 1.9
205 54.1 77.1 73.7 20.0 26.8 42.4 29.3 64.4 56.6 48.3 0.5 5.9

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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



 

31 

③子供とふれ合う時間 

○ 子供とふれ合う時間は、平日で「1～2時間未満」が 27.8%と最も高く、次いで「1時間未満」が

21.7%、「2～3時間未満」が 21.2%となっている。休日で「4時間以上」が 57.9%と最も高く、平日よ

り 37.6 ポイント高くなっている。 

○ 性別にみると、平日で男性は「1～2時間未満」が 35.6%、女性は「4時間以上」が 33.0%と最も高

く、休日で男性、女性ともには「4時間以上」が５割以上と最も高くなっている。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。 

○ 週当たりの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。 

 

図表 ３－30 子供とふれ合う時間（それぞれ単一回答） 

 
 

  

平日（n=3,000）

休日（n=3,000）

平日（n=3,000）

休日（n=3,000）

平日（n=3,421）

休日（n=3,421）

H20

H28

R2

1時間未満

17.2

4.3

26.4

8.4

21.7

6.5

1～2時間未満

24.4

6.6

25.6

11.1

27.8

10.5

2～3時間未満

20.2

10.0

17.7

14.2

21.2

13.4

3～4時間未満

10.6

9.1

8.5

10.2

9.0

11.7

4時間以上

27.6

70.1

21.8

56.1

20.3

57.9

(%)
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図表 ３－31 子供とふれ合う時間：平日（単一回答）／属性別 

 
 

  

(%)

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

3421 21.7 27.8 21.2 9.0 20.3
1549 32.1 35.6 21.4 5.9 4.9

20代 76 26.3 22.4 31.6 3.9 15.8
30代 454 21.6 37.0 26.9 8.6 5.9
40代 719 35.9 34.9 19.5 5.4 4.3
50代前半 300 40.7 38.3 15.3 3.7 2.0

1872 13.1 21.4 21.0 11.5 33.0
20代 113 4.4 8.0 11.5 9.7 66.4
30代 580 6.2 18.3 18.1 12.2 45.2
40代 846 13.7 22.7 24.9 12.2 26.5
50代前半 333 26.7 28.2 19.2 9.0 16.8

1466 16.0 25.1 20.7 9.0 29.2
450 16.0 28.7 23.6 12.0 19.8
401 18.5 29.4 23.4 10.7 18.0
365 24.1 30.7 23.3 8.8 13.2
391 35.5 29.7 18.2 7.4 9.2
348 39.4 31.3 18.7 4.9 5.7

3206 21.9 27.9 20.8 8.8 20.6
215 19.5 27.0 27.0 12.1 14.4
170 22.4 24.1 25.3 9.4 18.8

2690 21.7 28.2 20.9 8.2 21.0
357 25.2 28.0 20.2 10.6 16.0
204 16.2 26.0 23.5 15.7 18.6

1342 22.2 25.9 20.6 8.0 23.3
1380 21.3 28.4 21.3 9.7 19.3
369 20.9 33.1 19.5 7.9 18.7
330 22.7 27.3 25.2 11.2 13.6

1347 21.1 27.8 20.8 8.5 21.8
1194 20.6 29.6 21.7 8.2 19.9
1050 18.2 26.5 21.9 9.3 24.1

90 24.4 31.1 14.4 12.2 17.8
1211 23.5 26.5 21.6 8.7 19.7
1699 22.4 29.8 22.7 9.4 15.7
1722 21.1 25.9 19.7 8.5 24.7
344 14.2 23.3 20.6 9.0 32.8
283 18.0 24.4 25.1 11.3 21.2
503 19.5 28.6 26.2 12.5 13.1

1336 29.7 35.6 21.4 7.0 6.4
205 44.4 32.7 15.1 2.9 4.9

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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 ３－32 子供とふれ合う時間：休日（単一回答）／属性別 

 
 

  

(%)

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

3421 6.5 10.5 13.4 11.7 57.9
1549 7.5 12.0 15.9 11.9 52.7

20代 76 3.9 7.9 13.2 5.3 69.7
30代 454 1.8 7.0 11.0 12.6 67.6
40代 719 9.2 10.8 17.1 12.4 50.5
50代前半 300 13.0 23.3 21.0 11.7 31.0

1872 5.7 9.2 11.4 11.4 62.2
20代 113 0.9 2.7 5.3 5.3 85.8
30代 580 2.4 4.5 8.1 9.7 75.3
40代 846 6.3 9.7 12.5 13.1 58.4
50代前半 333 11.7 18.6 16.5 12.3 40.8

1466 3.8 7.0 11.7 9.6 67.9
450 1.3 5.3 7.8 13.8 71.8
401 2.7 5.5 14.0 13.7 64.1
365 6.8 14.5 12.1 13.2 53.4
391 13.3 19.2 19.9 14.6 33.0
348 21.0 23.9 21.8 10.3 23.0

3206 6.4 10.5 13.3 11.5 58.2
215 7.9 9.8 15.3 14.0 53.0
170 10.0 9.4 14.1 11.8 54.7

2690 6.5 10.4 12.6 11.6 58.8
357 5.6 12.3 17.4 11.5 53.2
204 4.9 8.8 16.7 13.2 56.4

1342 7.6 11.3 12.7 9.3 59.1
1380 5.4 8.9 12.5 14.0 59.3
369 7.6 12.5 17.1 8.7 54.2
330 5.8 11.5 16.7 14.8 51.2

1347 6.5 9.9 14.0 10.6 59.1
1194 4.7 10.3 13.1 11.4 60.5
1050 4.2 8.5 12.6 11.4 63.3

90 8.9 14.4 13.3 17.8 45.6
1211 7.5 11.2 13.0 12.0 56.3
1699 7.1 12.3 14.7 12.8 53.1
1722 5.9 8.7 12.3 10.5 62.6
344 6.1 10.2 13.1 15.1 55.5
283 6.7 12.0 14.1 15.5 51.6
503 6.2 11.1 13.9 11.7 57.1

1336 7.0 11.5 14.9 11.6 55.1
205 11.7 13.7 15.6 13.2 45.9

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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心のよりどころとなる人・困ったときに助けてくれる人 

○ 心のよりどころとなる人は、「配偶者」が 68.9%で最も高く、次いで「自身の父母」が 51.0%、「友

人・知人」が 33.4%となっている。困ったときに助けてくれる人は、「配偶者」が 69.7%で最も高

く、次いで「自身の父母」が 63.0%、「配偶者の父母」が 33.8%となっている。 

○ 心のよりどころとなる人は、男女とも「配偶者」の割合が高くなっているが、性別にみると、女性

で「自身の父母」「友人・知人」の割合が男性よりも特に高くなっている。週当たりの平均労働時間

別にみると、労働時間が短くなるにつれ「友人・知人」の割合が高くなる傾向にある。 

○ 困ったときに助けてくれる人は、男女とも「配偶者」「自身の父母」の割合が高くなっているが、

性別にみると、女性で「友人・知人」の割合が男性よりも特に高くなっている。週当たりの平均労

働時間別にみると、労働時間が短くなるにつれ「友人・知人」の割合が高くなる傾向にある。 

 

図表 ３－33 心のよりどころとなる人・困ったときに助けてくれる人（それぞれ複数回答） 

 
  

配偶者

あなたの父母

配偶者の父母

あなたの祖父母

配偶者の祖父母

あなたの親族
（兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ等）

配偶者の親族
（兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ等）

近所の人

友人・知人

職場内の体制（相談窓口等）

職場の人（上司、先輩、同僚等）

地域や行政の相談機関・支援員

その他

特にいない

68.9

51.0

18.2

1.7

0.9

15.5

3.6

5.5

33.4

0.8

10.3

2.7

0.9

9.5

69.7

63.0

33.8

2.6

1.8

18.6

6.3

6.6

27.7

1.0

8.0

2.7

0.5

6.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

心のよりどころとなる人(n=3,421) 困ったときに助けてくれる人(n=3,421)

(%)
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図表 ３－34 心のよりどころとなる人（複数回答）／属性別 

(%)

n=

配偶者
あなたの

父母
配偶者の

父母
あなたの
祖父母

配偶者の
祖父母

あなたの親
族（兄弟姉
妹、おじ、お
ば、いとこ

等）

配偶者の親
族（兄弟姉
妹、おじ、お
ば、いとこ

等）

近所の人 友人・知人
職場内の体
制（相談窓口

等）

職場の人（上
司、先輩、同

僚等）

地域や行政
の相談機関・

支援員
その他 特にいない

3421 68.9 51.0 18.2 1.7 0.9 15.5 3.6 5.5 33.4 0.8 10.3 2.7 0.9 9.5
1549 78.2 40.6 24.3 1.5 1.4 8.7 4.0 3.4 16.9 1.2 8.2 1.7 0.3 11.2

20代 76 82.9 30.3 15.8 6.6 6.6 9.2 2.6 1.3 18.4 1.3 9.2 0.0 0.0 10.5
30代 454 79.7 47.4 28.9 2.4 1.8 7.7 4.2 2.9 20.0 1.8 11.5 2.0 0.4 8.8
40代 719 76.4 42.1 23.9 0.8 0.8 9.2 4.3 3.8 15.9 1.0 7.6 1.4 0.1 11.8
50代前半 300 79.0 29.3 20.7 0.7 0.7 8.7 3.3 4.0 14.3 0.7 4.3 2.3 0.3 13.7

1872 61.2 59.6 13.1 1.8 0.6 21.2 3.2 7.2 47.1 0.5 12.0 3.6 1.4 8.1
20代 113 73.5 62.8 18.6 8.8 0.9 28.3 3.5 2.7 46.0 0.9 14.2 7.1 0.9 2.7
30代 580 71.4 65.5 15.7 2.6 0.9 19.0 3.4 7.2 47.4 0.5 12.1 3.4 1.6 5.3
40代 846 54.7 59.5 11.9 0.8 0.6 22.0 2.6 7.7 46.8 0.6 11.3 3.7 1.5 9.5
50代前半 333 55.6 48.6 9.9 0.3 0.0 20.7 4.2 7.2 47.7 0.3 12.6 2.4 0.9 11.1

1466 74.0 54.2 21.5 2.9 1.4 17.5 4.8 5.1 34.2 1.0 10.6 3.1 0.6 7.4
450 69.8 55.3 21.3 1.1 0.9 13.1 2.2 6.7 32.0 0.9 11.3 2.2 0.7 7.6
401 72.1 48.4 18.2 0.7 0.7 12.7 2.5 6.5 31.2 0.5 9.2 3.0 1.0 10.0
365 59.5 46.3 14.2 1.1 0.3 13.4 2.2 4.9 31.8 0.8 12.1 3.3 1.6 13.2
391 60.4 45.3 11.8 0.5 0.3 16.4 3.3 5.9 35.0 0.3 9.5 1.3 1.0 14.3
348 61.8 46.6 11.8 0.3 0.9 14.9 3.2 4.3 34.8 0.9 7.8 2.6 1.1 10.9

3206 73.5 50.4 19.2 1.7 1.0 15.0 3.7 5.4 32.6 0.9 10.0 2.5 0.8 8.9
215 0.0 60.0 3.3 0.5 0.0 23.7 1.4 6.0 46.0 0.0 14.4 6.5 2.3 19.1
170 8.8 47.1 4.1 0.0 0.0 22.4 1.8 7.1 45.3 0.0 13.5 6.5 2.9 23.5

2690 73.6 50.0 19.1 1.6 1.0 14.6 3.8 5.4 32.2 0.7 9.7 2.4 0.6 9.0
357 77.3 52.7 21.0 0.6 0.3 15.4 3.1 6.7 31.9 1.7 10.9 1.7 1.1 7.8
204 41.2 64.7 13.7 5.4 1.5 21.6 3.4 3.4 43.1 1.0 13.7 5.4 2.5 6.9

1342 68.2 50.4 17.4 1.7 1.3 15.8 4.0 4.1 34.2 0.7 9.3 3.7 1.0 9.5
1380 68.8 53.2 18.8 1.3 0.7 16.2 3.3 5.8 32.2 0.7 10.4 2.1 1.0 9.6
369 73.4 51.5 20.9 2.2 0.5 13.0 3.0 8.9 32.8 1.4 11.1 0.8 0.5 7.6
330 67.0 43.9 15.8 2.4 0.6 14.5 3.6 5.8 36.1 1.2 12.7 3.3 0.3 10.9

1347 69.7 62.8 19.9 2.0 0.7 17.8 3.3 4.8 33.6 1.0 10.2 2.1 0.4 6.8
1194 75.1 53.2 27.7 2.1 1.7 16.9 4.9 4.9 33.9 0.8 11.4 2.1 0.7 7.5
1050 67.4 60.1 22.3 3.3 1.6 25.9 6.7 5.1 37.3 1.0 11.6 3.0 0.9 6.5

90 83.3 51.1 18.9 4.4 2.2 17.8 4.4 5.6 32.2 1.1 15.6 2.2 1.1 4.4
1211 67.5 42.4 12.9 0.9 0.7 10.9 2.2 6.2 31.2 0.6 8.9 3.3 1.2 13.4
1699 71.7 51.3 19.3 1.4 1.3 14.7 3.2 5.6 35.4 1.2 14.5 1.8 0.8 8.7
1722 66.1 50.7 17.1 1.9 0.6 16.4 3.9 5.3 31.5 0.5 6.1 3.7 0.9 10.3
344 61.6 54.7 15.1 1.2 0.3 20.3 3.8 8.7 55.5 0.9 12.8 2.0 0.9 7.8
283 61.5 61.1 15.2 3.2 1.4 22.3 2.1 7.4 49.1 1.1 18.4 3.5 1.1 6.7
503 62.8 50.5 19.3 1.4 1.0 12.9 2.2 3.8 31.2 1.4 16.7 2.4 1.2 10.5

1336 73.2 45.8 21.4 1.1 1.4 11.2 4.0 3.7 22.5 1.0 10.9 2.0 0.7 10.2
205 69.3 34.6 19.5 1.0 1.0 9.3 3.9 4.9 17.1 1.0 8.8 1.0 0.0 18.0

全体

性別
×

年代

末子
年齢

男性（計）

女性（計）

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

同居
子の数

近居
状況

夫婦の
就業状況

週当たりの
平均

労働時間

配偶者
の有無

同居家族
構成

配偶者あり

配偶者なし

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

1人

2人

3人

4人以上

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

40時間以上60時間未満

60時間以上

共働き

片働き

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
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図表 ３－35 困ったときに助けてくれる人（複数回答）／属性別 

 

(%)

n=

配偶者
あなたの

父母
配偶者の

父母
あなたの
祖父母

配偶者の
祖父母

あなたの親
族（兄弟姉
妹、おじ、お
ば、いとこ

等）

配偶者の親
族（兄弟姉
妹、おじ、お
ば、いとこ

等）

近所の人 友人・知人
職場内の体
制（相談窓口

等）

職場の人（上
司、先輩、同

僚等）

地域や行政
の相談機関・

支援員
その他 特にいない

3421 69.7 63.0 33.8 2.6 1.8 18.6 6.3 6.6 27.7 1.0 8.0 2.7 0.5 6.9
1549 74.0 58.0 42.8 3.4 2.8 13.3 7.2 5.6 17.1 1.5 8.7 2.0 0.1 8.4

20代 76 80.3 44.7 40.8 14.5 9.2 7.9 3.9 5.3 19.7 3.9 13.2 0.0 0.0 7.9
30代 454 76.7 68.3 53.3 6.8 3.7 14.1 8.6 5.5 19.2 2.0 10.4 2.4 0.0 6.2
40代 719 71.3 60.2 40.9 1.3 2.1 13.2 7.0 5.7 15.4 1.7 8.3 1.5 0.3 8.8
50代前半 300 74.7 40.7 32.0 0.3 1.3 13.7 6.7 5.3 17.3 0.0 5.7 3.0 0.0 11.0

1872 66.2 67.1 26.3 2.0 1.0 22.9 5.4 7.5 36.4 0.5 7.4 3.3 0.8 5.6
20代 113 74.3 71.7 38.9 7.1 3.5 26.5 3.5 0.9 25.7 0.0 5.3 5.3 0.9 4.4
30代 580 75.0 71.9 30.9 3.8 1.2 20.2 6.2 7.8 35.9 0.9 6.6 4.1 0.5 4.0
40代 846 59.9 67.5 25.1 0.6 0.7 23.0 5.0 7.2 37.2 0.2 7.6 2.7 1.1 6.1
50代前半 333 64.3 56.2 17.1 0.6 0.3 26.1 6.0 10.2 38.7 0.9 9.3 2.7 0.6 7.5

1466 74.5 67.4 39.8 4.4 2.4 20.5 7.0 6.4 27.7 1.2 7.8 2.9 0.4 4.6
450 71.6 67.8 39.3 2.2 2.2 13.3 4.9 7.6 24.7 1.3 7.1 2.4 0.4 6.4
401 69.8 60.1 30.7 0.7 1.5 14.5 5.7 7.0 24.9 1.0 8.0 3.2 0.5 7.5
365 61.4 59.7 29.0 1.6 0.8 17.5 5.2 5.2 30.7 0.8 9.6 3.8 0.8 11.0
391 60.4 52.9 23.3 0.8 0.5 21.2 5.6 6.9 27.1 0.5 7.9 1.0 0.3 12.0
348 66.7 56.3 21.3 0.6 1.4 20.1 7.2 7.2 31.9 0.3 8.0 2.6 0.9 6.0

3206 74.4 62.4 35.7 2.7 1.9 17.6 6.6 6.7 26.9 1.0 7.9 2.6 0.3 6.6
215 0.0 71.6 4.7 1.9 0.0 33.5 1.9 5.6 38.1 0.5 9.3 4.7 2.8 10.7
170 12.4 60.6 8.8 1.8 0.0 32.9 2.4 7.1 38.2 0.6 9.4 4.1 2.4 15.9

2690 75.0 61.4 36.1 2.6 1.9 17.0 6.4 6.7 26.5 0.8 7.5 2.2 0.4 6.6
357 75.9 67.5 33.9 0.6 1.4 17.6 5.3 6.7 27.7 1.4 9.0 2.2 0.0 6.7
204 37.3 77.5 24.0 7.4 2.0 28.4 8.8 5.4 33.3 2.9 11.3 9.3 1.5 2.9

1342 68.9 62.1 31.6 3.3 2.5 19.5 5.9 5.1 26.8 0.7 7.2 3.5 0.5 7.2
1380 71.5 64.2 35.4 1.8 1.2 17.9 6.4 6.5 26.2 0.9 8.5 2.0 0.4 7.0
369 71.0 64.8 37.1 3.3 1.1 16.5 6.0 10.6 30.9 0.8 8.4 2.2 0.5 5.7
330 64.5 59.7 31.8 2.4 1.8 19.7 7.3 8.8 33.6 2.4 8.8 3.0 0.6 6.4

1347 69.4 77.7 35.0 3.6 1.5 22.0 6.2 5.4 27.2 1.2 7.9 2.1 0.3 4.5
1194 75.1 65.6 51.8 3.7 2.8 18.3 8.5 5.9 28.7 1.0 8.5 2.3 0.2 4.9
1050 67.7 72.4 38.9 5.3 3.7 32.5 13.0 6.1 32.6 1.5 9.7 4.0 0.6 3.5

90 80.0 67.8 41.1 4.4 2.2 15.6 8.9 3.3 25.6 0.0 8.9 1.1 0.0 1.1
1211 69.8 51.9 24.9 1.4 1.2 13.1 3.6 8.2 26.3 0.5 7.2 2.7 0.7 11.1
1699 73.0 63.0 35.3 2.2 2.1 17.6 6.4 6.8 28.9 1.2 11.2 2.1 0.4 6.3
1722 66.5 63.0 32.3 3.0 1.5 19.5 6.1 6.5 26.4 0.8 4.8 3.4 0.6 7.4
344 68.3 65.1 25.0 1.2 1.2 22.7 6.1 7.3 41.3 0.0 6.1 2.6 0.9 5.2
283 65.0 66.1 29.7 2.5 1.8 25.1 6.0 7.1 38.2 1.8 13.4 3.9 0.7 6.4
503 66.6 64.0 34.8 4.2 2.2 16.9 4.2 5.6 25.8 0.8 11.9 2.2 0.8 6.4

1336 68.9 61.9 39.8 2.7 2.4 14.8 7.0 5.8 20.7 1.6 10.0 1.9 0.4 7.3
205 67.8 49.8 33.2 2.0 2.0 16.1 6.8 5.9 16.6 1.5 8.3 2.0 0.0 15.6

末子
年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（計）

3人

4人以上

配偶者
の有無

配偶者あり

配偶者なし

同居家族
構成

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

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

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない
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子育ての悩みや実態 
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 74.3%と最も高く、次

いで「子供の成長を感じるとき」が 67.5%、「子供と話したり、遊ぶとき」が 25.6%となっている。 

○ 年代別にみると、20-30 代で「子供が喜んだ顔を見るとき」が８割以上と高くなっている。 

○ 末子年齢別にみると、13～18 歳で「家族として一体感を感じるとき」が 15%程度と高くなってい

る。 

○ 平成 28 年度調査と比べて、「家族として一体感を感じるとき」が 20.8 ポイント低くなっている

が、「子供と話したり、遊ぶとき」が 15.6 ポイント、「子供の成長を感じるとき」が 10.1 ポイント

高くなっている。 

 

図表 ３－36 子育てをしていて良かったと感じるとき（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

良かったと感じたことはない

72.7

18.4

71.4

13.1

6.5

2.6

0.6

0.4

68.9

10.0

57.4

29.8

6.6

1.4

0.3

3.3

74.3

25.6

67.5

9.0

5.2

1.4

0.1

1.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

H20(n=3,000) H28(n=3,000) R2(n=3,421)

(%)
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図表 ３－37 子育てをしていて良かったと感じるとき（回答は２つまで）／属性別 

 
 
  

(%)

n=

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
良かったと感
じたことはな

い

3421 74.3 25.6 67.5 9.0 5.2 1.4 0.1 1.7
1549 72.8 28.9 62.8 10.2 3.4 0.9 0.1 2.3

20代 76 80.3 34.2 57.9 5.3 3.9 1.3 0.0 3.9
30代 454 80.8 30.6 61.9 7.0 3.5 0.2 0.2 2.2
40代 719 70.2 28.7 62.9 11.1 3.8 0.8 0.1 2.5
50代前半 300 65.0 25.7 65.3 14.0 2.3 2.0 0.0 1.7

1872 75.6 22.8 71.4 8.0 6.6 1.8 0.1 1.1
20代 113 85.8 14.2 77.0 5.3 4.4 0.9 0.0 0.0
30代 580 80.5 21.7 72.6 6.7 9.0 1.4 0.0 0.7
40代 846 73.6 24.2 69.9 8.3 6.7 1.8 0.1 1.7
50代前半 333 68.5 24.0 71.5 10.2 3.0 2.7 0.0 0.9

1466 79.8 26.7 66.2 7.5 4.0 1.2 0.1 1.3
450 80.0 24.0 67.8 6.2 9.1 0.7 0.0 1.3
401 75.6 27.9 67.1 6.5 8.2 1.7 0.0 1.5
365 65.5 27.9 69.3 9.3 3.3 0.8 0.3 2.7
391 64.7 20.5 71.4 14.3 4.6 1.5 0.0 2.6
348 62.6 23.3 67.2 15.2 4.3 2.9 0.3 1.7

3206 74.5 25.7 67.4 9.0 5.2 1.4 0.1 1.6
215 71.6 23.7 68.8 7.9 5.1 0.9 0.5 2.8
170 63.5 21.8 69.4 10.0 5.3 3.5 0.6 4.1

2690 75.2 25.6 67.1 9.1 5.1 1.3 0.1 1.4
357 72.5 26.9 69.7 8.7 5.0 1.7 0.0 2.5
204 75.5 26.0 68.1 6.9 5.9 0.0 0.0 1.0

1342 74.4 24.4 69.1 9.2 3.9 1.6 0.1 1.9
1380 74.7 27.5 66.6 9.0 6.2 0.7 0.1 1.7
369 74.0 21.7 68.0 8.7 6.2 2.7 0.0 1.4
330 73.0 26.7 64.5 8.2 4.8 1.5 0.3 0.9

1347 75.5 25.3 68.0 9.0 5.3 1.3 0.1 1.3
1194 77.0 25.6 68.8 8.2 5.5 1.0 0.0 1.1
1050 76.6 24.7 70.7 8.6 5.8 1.1 0.0 1.0

90 74.4 35.6 55.6 10.0 6.7 1.1 0.0 2.2
1211 72.2 25.6 66.4 9.2 4.5 1.6 0.1 2.4
1699 74.0 27.0 67.3 9.2 5.2 1.4 0.1 1.4
1722 74.6 24.2 67.7 8.7 5.2 1.3 0.1 2.0
344 74.4 22.7 73.3 10.2 4.9 0.3 0.0 0.3
283 76.0 33.2 65.0 6.7 6.0 2.8 0.4 0.4
503 76.3 26.8 65.2 7.2 4.8 1.2 0.2 1.6

1336 73.1 26.7 65.5 10.0 4.6 0.8 0.0 2.0
205 70.7 32.7 60.0 10.7 2.4 2.0 0.5 3.4

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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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②子育てをしていて負担を感じること 

○ 子育てをしていて負担を感じることは、「経済的な負担」が 49.1%と最も高く、次いで「時間的余裕

がないこと」が 29.6%、「精神的な負担」が 29.0%となっている。 

○ 性年代別にみると、20-30 代の女性で「肉体的な負担」「精神的な負担」が全体より 10 ポイント近

く高くなっている。 

○ 末子年齢別にみると、年齢が上がるにつれ、「経済的な負担」が概ね高くなる傾向がみられる。一

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

なる傾向がみられる。 

 

図表 ３－38 子育てをしていて負担を感じること（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

負担は感じていない

54.5

12.6

25.9

9.1

31.6

2.6

1.7

1.5

13.4

52.3

17.6

25.5

7.9

27.3

2.7

1.1

0.7

15.7

49.1

21.5

29.0

7.5

29.6

3.3

1.8

0.8

14.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

H20(n=3,000) H28(n=3,000) R2(n=3,421)

(%)
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図表 ３－39 子育てをしていて負担を感じること（回答は２つまで）／属性別 

 
 
  

(%)

n=

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
負担は感じ
ていない

3421 49.1 21.5 29.0 7.5 29.6 3.3 1.8 0.8 14.6
1549 50.7 17.8 21.9 5.8 32.3 3.3 2.1 0.4 17.7

20代 76 52.6 26.3 22.4 15.8 28.9 5.3 1.3 0.0 11.8
30代 454 47.6 24.4 27.8 5.1 40.3 2.6 3.1 0.7 12.3
40代 719 51.0 15.2 19.5 6.0 29.3 3.9 1.7 0.3 20.2
50代前半 300 54.0 12.0 19.0 4.0 28.3 2.3 1.7 0.3 21.3

1872 47.9 24.6 34.8 8.9 27.4 3.3 1.7 1.1 12.1
20代 113 42.5 33.6 44.2 3.5 27.4 4.4 5.3 0.0 11.5
30代 580 44.0 30.2 38.3 9.1 34.0 4.0 1.0 1.2 7.8
40代 846 49.4 22.7 31.2 10.3 26.1 2.7 1.3 1.2 13.8
50代前半 333 52.6 16.8 34.8 6.9 18.9 3.0 2.4 0.9 15.3

1466 46.7 26.9 31.3 6.0 34.8 3.0 2.3 0.8 11.3
450 43.6 28.0 30.9 7.6 32.2 4.0 1.3 1.1 14.2
401 46.9 19.7 26.9 9.5 29.7 4.2 1.7 0.7 17.2
365 55.6 16.7 24.1 13.2 25.5 3.6 1.1 0.8 14.8
391 54.2 11.5 28.6 8.7 21.2 3.3 2.3 0.8 17.4
348 56.6 9.2 24.7 4.3 18.1 2.0 1.1 0.3 22.7

3206 48.2 21.8 29.1 7.4 29.5 3.4 1.8 0.7 14.9
215 63.3 17.7 27.9 8.8 31.2 0.9 1.9 1.4 10.2
170 60.0 19.4 30.6 6.5 31.2 2.4 1.2 1.2 12.4

2690 48.0 22.3 28.8 7.3 29.3 3.4 1.8 0.8 14.9
357 50.4 18.8 28.9 8.1 30.8 4.5 2.0 0.0 15.4
204 53.4 18.1 29.9 10.3 30.9 0.5 2.5 1.0 11.3

1342 45.7 22.5 30.2 6.4 27.8 3.4 2.2 0.6 16.3
1380 47.9 21.6 29.7 8.2 30.3 3.6 1.8 1.2 14.3
369 55.0 19.2 28.2 7.9 35.0 2.7 1.1 0.3 11.7
330 61.8 20.0 22.1 8.8 28.2 1.8 1.2 0.3 12.4

1347 49.4 22.5 28.4 7.9 30.1 2.5 1.5 0.7 15.0
1194 52.3 22.0 27.3 7.5 32.6 3.7 1.3 0.5 13.1
1050 53.5 19.9 27.4 8.5 31.3 3.2 1.6 0.8 13.9

90 44.4 18.9 22.2 10.0 24.4 2.2 4.4 1.1 21.1
1211 46.6 21.5 30.3 6.6 27.9 3.2 2.1 0.8 15.1
1699 49.8 20.9 25.3 7.8 31.7 3.1 1.4 0.8 14.8
1722 48.5 22.2 32.6 7.2 27.5 3.4 2.3 0.7 14.5
344 49.1 23.0 34.0 7.8 21.2 2.0 1.7 2.3 13.4
283 54.4 22.3 23.0 9.2 26.5 3.2 2.5 0.7 14.1
503 51.1 22.5 26.2 7.6 34.0 2.4 2.2 0.6 12.7

1336 51.1 18.0 23.3 5.9 34.8 3.3 1.3 0.6 16.7
205 47.8 20.0 18.5 5.9 37.6 2.9 2.0 0.0 14.6

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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子育てについての悩みや不安の程度 

○ 子育てについての悩みや不安の程度は、「感じる（「いつも感じる」と「たまに感じる」の合計）」

が 69.8%となっている。 

○ 性別にみると、「感じる（「いつも感じる」と「たまに感じる」の合計）」は、男性 61.8%、女性

76.4%と、女性の方が 14.6 ポイント高くなっている。 

○ 性年代別にみると、20-30 代の女性で「感じる（「いつも感じる」と「たまに感じる」の合計）」の

割合が全体と比べて高くなっている。 

○ 同居家族構成別にみると、「感じる（「いつも感じる」と「たまに感じる」の合計）」は、「ひとり親

と子供から成る世帯」で 77.1%と他の世帯と比べて高くなっている。 

 

図表 ３－40 子育てについての悩みや不安の程度（単一回答） 

 
 
  

TOTAL（n=3,421）

いつも感じる

13.8

たまに感じる

56.0

あまり感じない

27.4

まったく感じない

2.7

(%)
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図表 ３－41 子育てについての悩みや不安の程度（単一回答）／属性別 

 
 
  

(%)

n=

いつも感じる たまに感じる
あまり

感じない
まったく
感じない

3421 13.8 56.0 27.4 2.7
1549 9.7 52.1 34.7 3.6

20代 76 13.2 53.9 31.6 1.3
30代 454 10.8 57.3 29.3 2.6
40代 719 8.8 49.8 37.0 4.5
50代前半 300 9.3 49.3 38.0 3.3

1872 17.1 59.3 21.5 2.1
20代 113 21.2 57.5 18.6 2.7
30代 580 17.9 60.2 20.5 1.4
40代 846 15.8 60.4 21.7 2.0
50代前半 333 17.7 55.6 23.4 3.3

1466 14.4 56.8 26.6 2.2
450 13.6 58.4 25.3 2.7
401 13.2 58.1 26.2 2.5
365 14.8 54.8 26.0 4.4
391 14.1 51.2 32.2 2.6
348 10.6 54.0 31.3 4.0

3206 13.4 56.1 27.7 2.8
215 18.6 55.8 23.7 1.9
170 22.4 54.7 20.0 2.9

2690 13.5 55.6 28.0 2.9
357 10.4 59.4 28.3 2.0
204 16.7 56.9 24.5 2.0

1342 14.6 55.7 26.6 3.1
1380 13.1 57.6 26.8 2.5
369 11.4 54.2 30.6 3.8
330 15.8 52.7 30.0 1.5

1347 13.1 56.4 27.5 3.0
1194 12.3 56.8 28.8 2.1
1050 13.9 57.1 25.9 3.0

90 13.3 55.6 30.0 1.1
1211 14.4 55.2 27.6 2.8
1699 11.2 57.5 28.1 3.1
1722 16.3 54.6 26.8 2.4
344 14.2 57.8 25.9 2.0
283 12.4 61.8 23.0 2.8
503 11.7 58.8 26.2 3.2

1336 10.6 53.3 33.1 3.0
205 11.7 50.2 31.7 6.3

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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は、「子供の生活習慣の乱れについて悩みや不安がある」が

42.9%と最も高く、次いで「しつけの仕方が分からない」が 40.6%、「子供の健康や発達について悩

みや不安がある」が 38.4%となっている。 

○ 性別にみると、男性で「子育てに十分な時間がとれない」の割合が女性と比べて特に高くなってい

る。 

○ 年代別にみると、20-30 代で「しつけの仕方が分からない」、50代前半で「子供の生活習慣の乱れ

について悩みや不安がある」の割合が全体と比べて高くなっている。 

○ 末子年齢別にみると、13-18 歳で「子供の生活習慣の乱れについて悩みや不安がある」が５割以上

と高くなっているが、「しつけの仕方が分からない」は３割以下と低くなっている。また、7-15 歳

で「子供の友人関係について悩みや不安がある」が２割以上と他の年代と比べて高くなっている。 

 

図表 ３－42 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） 

 
※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。

しつけの仕方が分からない

子供の健康や発達について悩みや不
安がある

子供の生活習慣の乱れについて悩み
や不安がある

子供との接し方が分からない

子供の気持ちが分からない

子供の友人関係について悩みや不安
がある

子育てに十分な時間がとれない

家族で協力して子育てができていない

子育てに関して家族の方針が合わな
い

保護者同士の良い関係が作れない

忙しい時子供の面倒を見てくれる人が
いない

子育てについて職場の理解が得られ
ない

子育てをする上で経済的に厳しい

その他

40.6

38.4

42.9

13.4

29.5

15.3

25.7

11.9

10.9

6.8

16.6

2.3

32.7

9.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

(n=2,388)

(%)
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図表 ３－43 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）／属性別 

 
※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。 

(%)

n=

しつけの仕方
が分からな

い

子供の健康
や発達につ
いて悩みや
不安がある

子供の生活
習慣の乱れ
について悩
みや不安が

ある

子供との接し
方が分から

ない

子供の気持
ちが分からな

い

子供の友人
関係につい
て悩みや不
安がある

子育てに十
分な時間が

とれない

家族で協力
して子育てが
できていない

子育てに関し
て家族の方
針が合わな

い

保護者同士
の良い関係
が作れない

忙しい時子
供の面倒を

見てくれる人
がいない

子育てにつ
いて職場の
理解が得ら

れない

子育てをする
上で経済的

に厳しい
その他

2388 40.6 38.4 42.9 13.4 29.5 15.3 25.7 11.9 10.9 6.8 16.6 2.3 32.7 9.0
957 44.6 38.1 40.2 15.2 29.2 14.6 33.0 7.9 12.4 6.2 14.5 3.2 34.7 4.2

20代 51 54.9 43.1 27.5 21.6 27.5 13.7 25.5 5.9 5.9 9.8 17.6 2.0 41.2 3.9
30代 309 50.5 39.5 35.0 12.0 24.3 11.0 35.6 9.7 12.9 4.9 21.4 3.6 33.7 3.9
40代 421 43.5 37.5 43.2 15.7 28.7 16.6 32.1 7.8 13.1 7.4 10.5 3.3 33.0 5.5
50代前半 176 34.1 35.8 46.0 17.6 39.2 16.5 33.0 5.7 11.9 4.5 11.4 2.8 38.6 1.7

1431 37.9 38.6 44.7 12.3 29.7 15.8 20.8 14.5 9.9 7.3 18.0 1.7 31.4 12.2
20代 89 59.6 39.3 30.3 15.7 27.0 6.7 21.3 19.1 6.7 5.6 23.6 3.4 28.1 11.2
30代 453 49.7 41.7 34.9 15.0 26.3 12.4 23.8 12.8 6.2 6.8 25.8 2.2 29.6 9.5
40代 645 33.6 36.4 49.6 10.7 29.0 18.0 21.1 14.6 12.7 8.2 15.5 1.4 29.9 13.0
50代前半 244 19.7 38.5 54.9 10.2 38.9 19.7 14.3 15.6 10.2 6.1 8.2 1.2 39.8 15.2

1044 47.3 40.2 36.9 12.8 28.1 10.1 29.2 12.8 9.6 5.3 20.5 2.2 33.3 8.3
324 48.8 40.1 40.7 11.1 22.8 16.4 30.9 10.5 9.3 7.4 23.1 3.7 25.6 6.8
286 43.4 44.1 43.4 10.5 26.6 21.7 23.4 10.5 12.2 8.7 13.6 2.4 28.3 7.7
254 30.7 35.8 48.4 14.2 27.2 20.9 25.6 9.8 13.8 11.4 12.6 2.8 34.6 7.9
255 26.7 34.1 56.9 13.7 33.3 20.4 16.1 15.3 12.2 7.1 9.8 0.8 37.3 11.0
225 21.3 28.4 51.1 22.2 47.6 18.2 16.0 9.3 12.9 5.3 5.3 2.2 38.2 15.6

2228 41.5 38.8 42.9 13.6 29.4 15.5 24.9 12.3 11.4 6.8 16.3 2.4 31.4 9.0
160 28.8 33.1 42.5 11.9 31.3 12.5 36.9 5.0 4.4 7.5 20.6 1.9 51.3 8.8
131 22.9 31.3 42.7 9.9 35.1 11.5 33.6 11.5 5.3 6.9 26.0 2.3 47.3 10.7

1858 41.2 39.3 42.7 13.7 28.9 15.2 24.7 12.4 11.6 6.5 17.9 2.2 30.8 8.9
249 43.8 36.9 44.6 11.6 30.5 15.7 28.1 11.2 9.2 8.8 8.8 4.8 32.9 8.8
150 43.3 36.0 42.7 16.7 30.0 19.3 27.3 6.7 9.3 7.3 5.3 0.7 43.3 8.7
944 41.1 38.6 43.2 15.6 32.2 14.2 23.3 12.8 11.1 6.0 15.6 2.3 29.3 10.2
976 43.1 38.8 41.3 13.4 28.3 16.5 25.5 11.0 10.5 8.2 16.8 2.4 32.3 8.6
242 35.1 37.6 46.3 9.5 27.3 16.5 33.1 11.2 10.3 5.8 20.2 2.1 35.5 6.2
226 33.6 37.2 44.7 8.8 25.7 13.7 28.8 12.4 12.4 5.3 16.4 2.7 45.6 8.4
937 42.5 38.0 45.1 13.9 30.6 16.1 27.3 12.2 10.4 6.0 11.6 1.6 31.7 9.5
825 45.5 38.4 43.5 13.3 30.1 16.2 24.8 11.8 11.9 6.2 12.8 2.2 32.1 8.4
746 42.9 38.1 45.3 12.3 28.0 17.0 24.8 10.1 11.1 5.8 11.9 1.6 37.7 9.7
62 25.8 33.9 38.7 24.2 25.8 33.9 27.4 6.5 11.3 4.8 17.7 6.5 32.3 8.1

843 38.9 38.7 40.7 13.9 29.1 12.7 23.3 12.5 11.5 7.2 24.3 2.7 31.6 8.8
1168 38.0 36.5 45.9 11.6 28.3 15.2 29.0 12.0 12.3 7.6 16.4 2.9 31.8 9.0
1220 43.1 40.3 40.0 15.2 30.6 15.5 22.5 11.7 9.5 6.1 16.8 1.8 33.6 8.9
248 33.1 36.7 45.6 8.9 35.5 12.1 15.7 14.9 13.7 7.3 21.4 2.4 32.3 13.7
210 38.1 33.3 50.0 11.4 29.0 17.1 25.7 9.0 8.1 8.1 12.4 1.9 39.5 10.5
355 43.9 34.6 44.5 11.5 28.2 17.5 33.8 11.0 9.3 7.6 14.4 2.3 33.0 7.6
854 40.0 37.5 42.0 12.9 27.6 14.9 34.7 9.5 12.4 6.7 15.3 3.4 34.7 6.1
127 36.2 38.6 40.2 18.1 24.4 11.0 40.2 11.0 12.6 3.9 20.5 3.1 33.1 4.7

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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子育てについて悩みや不安がある時の主な相談相手 

○ 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 76.6%と最も高く、次いで

「実母」が 52.1%、「子育てをしている仲間」が 25.3%となっている。 

○ 性別にみると、男性は「配偶者」「実母」が、女性は「配偶者」「実母」「子育てをしている仲間」

の割合が高くなっている。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人で「自分または配偶者の兄弟姉妹」「子供と話し合っ

て解決する」の割合が、配偶者がいる人と比べて特に高くなっている。 

○ 平成 28 年度調査と比べて、「実母」が 8.4 ポイント高くなっているが、その他の項目では大きな差

はみられない。 

図表 ３－44 子育てについて悩みや不安がある時の主な相談相手（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。

配偶者
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自分または配偶者の友人
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保育所・幼稚園・学校の先生

子育てサポーターなど子育て支援者

子育てサークルやNPOなどの民間団
体

行政など公的機関

インターネットの相談WEBサイト

子供と話し合って解決する

その他

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
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図表 ３－45 子育てについて悩みや不安がある時の主な相談相手（複数回答として集計）／属性別 

 
※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。

(%)

n=

配偶者 実父 実母 義父 義母
自分または
配偶者の
兄弟姉妹

自分または
配偶者の

友人

子育てをして
いる仲間

近所の人
保育所・幼稚
園・学校の

先生

子育てサ
ポーターなど

子育て
支援者

子育てサー
クルやNPO
などの民間

団体

行政など
公的機関

インターネッ
トの相談WEB

サイト

子供と話し
合って解決

する
その他

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

2388 76.6 10.3 52.1 1.6 11.0 15.6 14.2 25.3 1.6 8.1 2.2 0.5 2.1 2.9 12.6 1.9 2.3 0.9 5.1
957 82.5 15.5 47.1 3.1 16.1 11.2 9.8 13.1 0.9 5.4 1.1 0.3 1.4 3.6 10.2 1.0 2.6 0.9 6.7

20代 51 88.2 23.5 51.0 5.9 21.6 3.9 11.8 9.8 0.0 7.8 0.0 0.0 2.0 5.9 2.0 0.0 0.0 0.0 5.9
30代 309 84.1 15.2 54.7 2.6 17.8 11.0 11.0 15.5 1.3 5.2 1.0 0.3 1.6 4.2 8.1 1.0 2.6 0.3 6.1
40代 421 80.8 17.1 49.9 3.8 16.2 10.2 7.6 11.9 1.0 4.0 1.4 0.0 1.2 1.9 10.7 1.7 3.1 1.7 5.9
50代前半 176 82.4 9.7 26.1 1.7 11.4 15.9 12.5 12.5 0.6 8.5 1.1 1.1 1.1 5.7 15.3 0.0 2.3 0.6 9.7

1431 72.7 6.8 55.3 0.6 7.5 18.5 17.2 33.4 2.0 9.9 2.9 0.7 2.6 2.4 14.3 2.5 2.2 0.9 4.1
20代 89 79.8 9.0 60.7 0.0 12.4 18.0 12.4 29.2 1.1 7.9 5.6 1.1 2.2 4.5 1.1 0.0 0.0 3.4 5.6
30代 453 80.4 7.1 60.7 0.7 9.1 15.2 15.0 34.2 1.5 11.0 4.2 0.4 3.5 2.4 10.8 1.5 2.0 0.2 3.1
40代 645 67.8 6.8 54.9 0.8 6.0 20.2 18.1 34.4 2.0 9.5 2.0 1.1 1.9 1.9 16.3 3.9 2.6 1.1 3.9
50代前半 244 68.9 5.3 44.7 0.4 7.0 20.5 20.5 30.7 3.3 9.4 1.6 0.0 2.9 3.3 20.1 1.6 2.0 0.8 5.7

1044 81.3 10.5 56.5 2.2 14.1 16.3 13.2 24.7 1.8 7.8 3.4 0.5 2.2 3.4 8.9 0.8 1.4 0.9 4.6
324 79.3 9.0 54.9 1.9 11.7 12.7 11.4 26.2 0.6 12.0 1.2 0.3 1.5 3.4 10.5 3.1 2.8 0.0 5.2
286 78.3 8.4 53.1 1.4 8.7 14.3 15.0 26.9 1.7 9.1 0.7 1.0 2.8 1.0 16.8 2.8 2.4 0.7 4.2
254 68.5 15.0 49.2 1.2 10.2 12.2 15.7 22.4 1.2 9.1 1.2 1.2 1.6 2.4 12.2 3.9 4.3 0.8 6.7
255 65.9 9.0 43.1 0.8 5.9 20.4 14.5 27.1 0.4 4.7 1.2 0.4 0.8 2.4 20.0 1.6 4.7 2.4 7.1
225 70.2 9.3 39.1 0.4 4.9 16.4 20.0 25.3 3.6 5.3 1.8 0.0 3.6 3.1 20.0 2.7 0.9 1.3 4.4

2228 82.1 9.9 51.7 1.7 11.5 14.8 13.9 24.5 1.5 7.8 2.2 0.5 1.9 3.0 11.8 1.6 2.1 0.9 4.8
160 0.0 15.6 56.9 0.6 3.8 26.3 19.4 36.3 2.5 11.9 1.9 0.6 4.4 1.9 23.8 6.3 5.6 0.6 9.4
131 13.7 9.9 46.6 0.8 3.8 27.5 15.3 29.8 2.3 9.2 3.8 1.5 3.1 0.0 26.7 4.6 4.6 0.8 12.2

1858 82.3 9.7 51.7 1.4 11.3 14.6 14.0 24.3 1.7 7.8 2.1 0.4 1.8 2.9 11.7 1.5 2.2 1.1 5.0
249 85.5 12.0 53.4 3.2 14.5 13.7 13.7 27.7 0.8 8.4 2.0 0.4 2.4 3.2 12.4 2.0 1.2 0.4 3.6
150 46.7 14.0 59.3 2.7 7.3 20.7 17.3 28.7 1.3 10.0 2.0 1.3 4.0 4.7 12.7 5.3 4.7 0.0 3.3
944 74.8 10.7 51.4 1.0 9.3 16.5 15.9 23.0 2.1 7.4 3.0 0.7 2.8 3.5 11.5 2.2 2.5 1.1 4.9
976 79.1 11.1 53.2 2.0 12.0 15.6 13.5 26.0 0.7 9.2 1.5 0.5 1.2 2.4 12.8 1.5 2.7 0.7 4.9
242 79.3 8.7 53.3 2.1 12.4 14.5 10.7 25.6 4.1 7.9 1.7 0.4 2.1 2.9 13.6 2.9 1.7 0.4 5.4
226 70.8 6.6 48.7 2.2 11.9 12.8 14.2 31.0 0.4 6.2 2.2 0.0 3.1 2.7 15.5 1.3 0.9 1.8 6.6
937 77.3 12.5 63.0 1.2 10.8 16.6 14.1 24.1 1.5 7.7 1.9 0.5 1.7 1.9 11.3 1.7 1.9 1.1 3.7
825 82.3 9.1 50.3 1.3 17.2 15.6 14.4 22.8 1.6 7.2 2.2 0.2 1.3 3.0 10.9 1.6 1.5 0.7 5.8
746 73.5 10.6 54.4 1.5 14.9 22.7 15.0 26.9 0.9 7.4 2.3 0.7 2.7 3.2 12.2 1.7 1.5 0.8 4.0
62 85.5 17.7 61.3 3.2 16.1 14.5 8.1 21.0 0.0 4.8 3.2 1.6 1.6 3.2 9.7 3.2 0.0 0.0 3.2

843 75.7 8.3 45.2 1.7 6.8 12.3 13.2 25.1 1.8 9.1 2.4 0.7 2.0 3.6 14.1 1.8 3.3 1.3 7.4
1168 80.7 9.1 50.5 1.3 11.8 14.0 15.8 26.8 1.3 8.6 0.6 0.2 1.7 3.0 13.3 1.6 1.7 1.0 5.5
1220 72.7 11.4 53.5 2.0 10.2 17.0 12.8 23.8 1.9 7.6 3.7 0.9 2.5 2.8 12.0 2.2 3.0 0.8 4.8
248 77.4 4.0 48.8 0.0 7.3 16.5 21.4 37.5 2.0 10.5 0.4 0.4 3.2 3.6 14.9 1.2 0.8 1.2 5.2
210 71.0 8.1 61.0 1.9 10.5 16.2 15.7 32.4 1.9 9.5 0.5 0.0 1.4 0.5 11.9 2.9 1.9 1.4 3.3
355 76.3 9.3 50.7 2.8 14.9 15.5 11.8 27.3 1.4 10.4 2.0 0.3 2.3 2.5 14.6 1.7 1.1 0.6 4.5
854 75.4 14.5 49.4 2.5 12.9 13.5 14.1 17.1 0.9 6.8 1.3 0.4 1.3 3.9 13.0 2.2 2.6 0.7 6.7
127 73.2 12.6 41.7 0.8 9.4 8.7 10.2 20.5 0.8 1.6 0.8 0.8 1.6 0.8 9.4 0.8 5.5 2.4 9.4

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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
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ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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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子育てを通じた地域とのつながり 
①子育てに対する地域の支えの重要さ 

○ 子育てに対する地域の支えの重要さは、「重要だと思う（「とても重要だと思う」と「やや重要だと

思う」の合計）」が 70.0%となっている。 

○ 性年代別にみると、20代の女性で「重要だと思う（「とても重要だと思う」と「やや重要だと思

う」の合計）」が 84.1%と高くなっている。 

 

図表 ３－46 子育てに対する地域の支えの重要さ（単一回答） 

 
 

  

TOTAL（n=3,421）
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0.8
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1.7

(%)



48 

図表 ３－47 子育てに対する地域の支えの重要さ（単一回答）／属性別 

 
 
  

(%)

n=

とても重要だ
と思う

やや重要だ
と思う

どちらとも言
えない

あまり重要で
はないと思う
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う
分からない

3421 22.2 47.8 23.5 4.0 0.8 1.7
1549 22.1 45.8 24.9 4.1 1.0 2.1

20代 76 23.7 43.4 26.3 3.9 1.3 1.3
30代 454 24.4 46.5 21.6 4.4 0.9 2.2
40代 719 22.1 44.9 25.5 4.2 1.0 2.4
50代前半 300 18.0 47.3 28.3 3.7 1.0 1.7

1872 22.3 49.5 22.3 3.8 0.6 1.4
20代 113 41.6 42.5 13.3 2.7 0.0 0.0
30代 580 25.3 51.7 17.8 3.4 0.5 1.2
40代 846 20.0 47.6 25.4 4.1 0.9 1.9
50代前半 333 16.2 52.9 25.5 4.2 0.3 0.9

1466 27.6 46.3 20.9 3.2 0.6 1.4
450 22.0 50.7 20.4 4.0 1.3 1.6
401 18.7 52.6 23.7 2.7 0.5 1.7
365 19.7 47.9 25.2 4.1 1.1 1.9
391 15.3 44.0 30.9 7.2 0.5 2.0
348 13.8 49.1 28.2 4.9 1.1 2.9

3206 22.3 48.1 23.2 4.0 0.8 1.7
215 20.5 44.2 28.4 3.7 0.5 2.8
170 18.2 41.8 32.4 4.1 0.6 2.9

2690 21.4 48.8 23.4 4.1 0.7 1.5
357 24.9 46.2 22.7 2.5 1.7 2.0
204 30.4 43.1 18.6 4.9 0.0 2.9

1342 21.5 47.1 24.0 4.7 0.9 1.9
1380 21.7 49.8 22.5 3.9 0.6 1.5

369 23.3 49.3 22.8 1.6 1.1 1.9
330 25.8 40.9 26.7 3.9 0.9 1.8

1347 21.9 48.9 23.1 3.6 0.6 1.9
1194 23.3 46.8 23.0 4.1 0.6 2.2
1050 24.0 49.1 21.0 3.2 0.6 2.0

90 22.2 47.8 23.3 3.3 1.1 2.2
1211 20.7 46.5 25.8 4.2 1.1 1.7
1699 20.4 48.8 23.6 4.4 1.2 1.6
1722 23.9 46.9 23.4 3.5 0.4 1.9

344 20.3 48.8 25.6 3.8 0.3 1.2
283 19.1 56.9 19.8 2.1 1.1 1.1
503 19.7 50.7 22.9 4.2 0.6 2.0

1336 22.2 45.3 24.7 4.9 1.0 1.9
205 21.5 43.9 27.3 2.9 1.5 2.9

近居している家族・親族はいない
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共働き

片働き

週当たりの
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20時間未満
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30時間以上40時間未満
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あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他
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3世代世帯

その他の世帯

末子
年齢

0～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

全体

性別
×
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②地域で子育てを支えるために重要なこと 

○ 地域で子育てを支えるために重要なことは、「子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や

場があること」が 51.8%と最も高く、次いで「子供の防犯のための声かけや登下校の見守りをする

人がいること」が 45.0%、「子供と一緒に遊ぶ人や場があること」が 39.6%となっている。 

○ 性年代別にみると、20-30 代の女性で「子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や場があ

ること」「子育て家庭の家事を支援する人や場があること」「子育てをする親同士で話ができる仲間

づくりの場があること」「子育てに関する情報を提供する人や場があること」「不意の外出や親の帰

りが遅くなった時などに子供を預かる人や場があること」「子供と一緒に遊ぶ人や場があること」

「子供と大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭りなどがあること」が、30-40 代女性で「子供

の防犯のための声かけや登下校の見守りをする人がいること」の割合が全体と比べて高くなってい

る。 

 

図表 ３－48 地域で子育てを支えるために重要なこと（複数回答） 

 
  

子育てに関する悩みについて気軽に相
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地域の伝統文化を子供に伝える人や場
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子供に自分の職業体験や人生経験を
伝える人や場があること

小中学校の校外学習や行事をサポート
する人がいること

子供の防犯のための声かけや登下校
の見守りをする人がいること

子供と大人が一緒に参加できる地域の
行事やお祭りなどがあること

その他

特にない
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図表 ３－49 地域で子育てを支えるために重要なこと（複数回答）／属性別 

(%)

n=
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に相談できる
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ること
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に伝える人
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子供に自分
の職業体験
や人生経験

を伝える人や
場があること

小中学校の
校外学習や
行事をサ

ポートする人
がいること

子供の防犯
のための声
かけや登下
校の見守りを
する人がいる

こと

子供と大人
が一緒に参
加できる地
域の行事や
お祭りなどが

あること

その他 特にない

3421 51.8 35.6 36.4 30.7 29.7 39.6 29.2 19.6 17.6 23.2 45.0 31.3 0.6 9.4
1549 44.0 32.2 30.7 23.6 20.4 37.7 28.3 18.7 14.8 18.4 36.1 27.8 0.7 12.1

20代 76 52.6 27.6 32.9 27.6 18.4 36.8 23.7 14.5 14.5 13.2 26.3 21.1 2.6 9.2
30代 454 45.6 37.0 32.6 28.6 25.8 41.4 30.6 18.1 15.6 18.7 36.1 30.0 0.7 11.2
40代 719 43.9 30.9 30.6 22.0 18.5 38.2 26.6 18.5 14.9 19.1 35.5 27.3 0.6 11.7
50代前半 300 39.7 29.3 27.3 18.7 17.3 31.0 30.3 21.0 13.3 17.7 40.0 27.3 0.7 15.3

1872 58.3 38.5 41.2 36.6 37.4 41.2 29.9 20.3 20.0 27.1 52.4 34.2 0.4 7.1
20代 113 70.8 47.8 46.9 47.8 45.1 55.8 30.1 14.2 21.2 19.5 49.6 45.1 0.0 6.2
30代 580 61.0 40.9 42.9 43.1 40.9 48.8 30.7 22.2 20.7 28.4 57.1 39.1 0.7 5.2
40代 846 55.8 35.1 39.7 31.7 34.3 36.9 29.9 18.8 19.3 27.5 51.9 30.7 0.4 7.3
50代前半 333 55.6 39.6 39.9 34.2 36.9 34.2 28.2 22.8 20.1 26.1 46.5 30.6 0.3 10.2

1466 56.2 40.2 40.2 35.5 33.4 45.5 27.6 19.8 18.3 22.1 43.9 33.6 0.3 7.3
450 50.7 33.1 35.6 29.1 30.4 44.4 31.8 20.2 17.6 25.8 47.6 36.4 0.9 7.8
401 51.9 34.7 32.9 28.7 27.9 41.9 32.4 21.7 17.5 26.2 53.9 32.2 0.7 8.0
365 46.0 31.2 31.5 26.3 27.9 32.6 34.5 19.7 19.7 28.2 47.7 31.2 0.3 10.1
391 45.3 26.9 35.3 26.1 21.0 25.3 27.4 17.6 15.9 20.7 40.4 24.0 1.3 15.6
348 48.3 35.1 31.9 24.7 27.3 29.6 25.3 17.0 14.9 18.1 38.8 22.1 0.3 14.1

3206 52.0 36.0 36.8 30.7 29.5 40.2 29.0 19.6 17.4 22.7 45.2 31.2 0.5 9.0
215 49.8 29.8 30.2 31.2 33.5 31.2 31.2 19.1 20.5 29.3 42.3 32.6 1.9 14.9
170 51.2 27.1 31.2 27.6 34.1 28.2 24.1 15.3 18.8 24.7 41.2 30.0 2.4 17.1

2690 52.5 36.2 36.7 31.1 29.5 40.4 28.7 19.4 17.5 22.3 45.0 31.2 0.5 8.7
357 49.3 36.7 38.4 27.7 26.9 39.2 30.8 20.4 15.4 23.8 45.4 31.1 0.3 10.6
204 48.0 33.3 34.3 33.8 33.8 39.7 36.8 23.5 22.5 31.4 48.0 33.3 0.5 9.8

1342 54.6 36.0 38.2 31.7 31.7 40.3 27.6 18.8 17.5 20.2 42.9 28.5 0.5 10.7
1380 51.5 34.8 36.6 30.9 29.0 39.2 30.7 19.1 17.2 24.9 45.7 33.0 0.7 7.9
369 44.7 37.4 29.8 30.6 28.2 40.7 29.5 21.7 17.1 26.0 50.1 35.2 0.5 7.0
330 49.7 35.8 35.8 26.4 26.4 37.6 28.8 22.4 20.3 24.8 44.8 31.2 0.3 13.0

1347 53.5 36.5 37.6 31.4 29.8 39.6 28.1 18.9 17.0 23.6 46.7 32.4 0.5 8.2
1194 53.0 36.6 39.2 31.7 30.7 43.0 31.3 21.6 18.5 23.7 47.2 33.0 0.4 7.3
1050 52.7 35.1 37.3 32.1 34.1 43.0 33.4 22.9 20.8 25.6 49.3 35.0 0.6 7.9

90 38.9 35.6 37.8 32.2 30.0 32.2 26.7 21.1 18.9 20.0 38.9 27.8 1.1 14.4
1211 52.3 35.7 34.4 29.9 28.0 37.6 26.2 17.9 15.7 20.6 42.3 28.7 0.6 11.1
1699 48.6 35.4 35.6 30.7 30.1 39.1 30.8 20.7 17.5 22.4 45.1 30.9 0.6 9.2
1722 55.0 35.9 37.2 30.7 29.3 40.1 27.5 18.5 17.7 23.9 44.9 31.6 0.5 9.6
344 58.1 41.3 43.0 36.6 37.5 43.0 31.7 19.8 19.8 23.8 47.7 33.1 0.0 6.4
283 53.7 41.7 38.9 33.2 32.5 35.0 30.7 15.5 20.1 25.1 49.1 33.6 0.4 6.7
503 50.1 32.0 35.0 29.8 30.2 39.6 30.2 19.9 17.3 26.6 43.5 30.0 1.2 7.6

1336 45.4 32.0 31.4 27.2 24.9 39.2 29.4 20.4 16.1 20.8 42.1 29.4 0.4 11.5
205 38.5 34.1 27.8 22.4 20.5 31.2 22.4 17.1 16.6 12.7 25.9 22.9 1.5 18.5

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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子供を通じた地域とのつながり 

○ 子供を通じた地域とのつながりは、「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 37.6%と最も高く、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 30.8%、「子育ての悩みを相談できる人がいる」が 28.1%となっている。 

○ 性別にみると、女性の方が「子育ての悩みを相談できる人がいる」の割合が男性と比べて特に高く

なっている。 

○ 性年代別にみると、30-40 代の女性で「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」の割合が、全体と比

べて高くなっている。 

○ 週当たりの平均労働時間別にみると、労働時間が短いほど「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」

「子育ての悩みを相談できる人がいる」の割合が概ね高くなる傾向にある。 

○ 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」がひとり親と子

供から成る世帯で 35.3%、近居している家族・親戚がいない世帯で 34.5%と、他の同居家族構成・近

居状況と比べて高くなっている。 

 

図表 ３－50 子供を通じた地域とのつながり（複数回答） 

 
 

  

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

子供を通じて関わっている人はいない

35.5

24.6

32.5

37.4

19.7

34.2

44.3

0.2

24.2

23.1

18.6

23.2

30.8

15.0

28.1

37.6

0.1

27.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

H28(n=3,000) R2(n=3,421)

(%)
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図表 ３－51 子供を通じた地域とのつながり（複数回答）／属性別 

 
 

  

(%)

n=

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
子供を通じて
関わっている
人はいない

3421 23.1 18.6 23.2 30.8 15.0 28.1 37.6 0.1 27.9
1549 22.8 18.8 18.8 22.6 13.0 16.1 29.6 0.1 33.7

20代 76 34.2 19.7 18.4 19.7 21.1 17.1 19.7 0.0 28.9
30代 454 22.7 19.2 22.7 26.2 15.9 19.4 37.0 0.0 28.6
40代 719 22.0 19.2 17.9 22.4 10.8 15.0 28.7 0.1 34.5
50代前半 300 22.0 17.0 15.0 18.3 11.7 13.3 23.0 0.0 40.7

1872 23.4 18.5 26.8 37.5 16.7 38.1 44.3 0.1 23.2
20代 113 23.0 11.5 17.7 23.9 15.0 32.7 42.5 0.0 33.6
30代 580 23.8 18.3 30.5 40.7 17.9 39.1 51.2 0.0 22.1
40代 846 21.7 18.8 26.8 38.4 17.4 37.6 43.5 0.0 22.0
50代前半 333 27.0 20.4 23.4 34.2 13.5 39.6 34.8 0.3 24.6

1466 24.4 17.5 24.0 30.4 14.6 28.9 36.8 0.0 27.3
450 23.3 18.9 25.8 39.3 17.3 27.6 54.2 0.0 19.8
401 18.7 19.7 24.9 37.7 17.0 28.2 44.1 0.0 24.9
365 22.5 21.9 21.9 28.5 17.5 26.0 34.0 0.3 30.1
391 20.2 18.4 16.9 21.7 12.3 28.9 30.4 0.0 36.3
348 26.4 18.4 22.7 25.9 12.1 27.0 24.1 0.3 33.0

3206 23.0 18.3 23.1 30.9 14.9 27.9 38.1 0.0 27.9
215 25.6 23.3 23.7 27.9 17.2 32.1 29.8 0.5 28.4
170 23.5 17.1 21.2 28.8 15.9 30.6 29.4 0.6 35.3

2690 22.8 17.1 23.1 30.9 14.9 27.3 38.0 0.0 28.3
357 23.2 23.8 24.4 30.8 15.4 31.9 41.2 0.0 24.9
204 26.5 30.4 23.5 29.9 15.7 30.4 33.3 0.0 22.1

1342 21.6 15.6 20.4 24.9 13.1 25.8 31.8 0.1 34.1
1380 22.8 18.2 22.5 33.3 15.8 28.3 40.9 0.1 24.9
369 25.2 25.5 29.0 37.1 18.2 31.2 46.3 0.0 21.1
330 28.2 25.2 30.6 36.7 16.1 33.6 37.9 0.0 23.6

1347 26.9 19.4 24.4 30.5 15.4 29.8 40.6 0.1 24.1
1194 24.0 19.1 25.4 29.7 15.8 27.5 42.3 0.1 25.0
1050 28.2 23.7 27.0 32.5 17.1 32.2 43.6 0.1 23.4

90 25.6 14.4 16.7 30.0 15.6 30.0 28.9 0.0 23.3
1211 18.8 15.1 20.9 30.6 14.0 25.6 32.2 0.1 34.5
1699 24.6 19.7 23.7 31.4 16.1 28.6 39.4 0.1 25.1
1722 21.7 17.5 22.6 30.1 14.0 27.7 35.8 0.1 30.7
344 23.3 18.0 25.9 39.5 18.6 39.8 45.3 0.3 19.8
283 31.1 25.8 29.0 35.7 17.0 42.0 42.4 0.0 19.4
503 22.3 18.9 21.5 31.6 14.7 27.2 39.0 0.0 26.8

1336 22.7 17.7 21.0 24.9 13.8 18.8 32.6 0.1 32.0
205 22.9 24.4 18.0 20.0 13.7 18.5 21.5 0.0 37.6

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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子供を通じた保育所・幼稚園・学校との関わり 

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

ている」が 49.6%と最も高く、次いで「特に関わりはない」が 26.2%、「子育てについての悩み事を

相談している」が 22.0%となっている。 

○ 性別にみると、「特に関わりはない」を除くすべての項目で女性が男性よりも割合が高く、女性の

方が保育所・幼稚園・学校との関わりが深いことが伺える。 

○ 年代別にみると、男女ともに、年齢が高くなるにつれ「授業参観等の学校行事にはできるだけ参加

している」と「特に関わりはない」の割合が高くなる傾向にある。 

○ 週当たりの平均労働時間別にみると、労働時間が短いほど「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」「勉強以外に、家庭の生活について相談

したことがある」の割合が高く、労働時間が長くなるにつれ「特に関わりはない」の割合が高くな

っている。 

 

図表 ３－52 子供を通じた保育所・幼稚園・学校との関わり（複数回答） 

 
 

  

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

特に関わりはない

子供が保育所・幼稚園・学校に通って
いない

24.1

14.5

48.9

15.3

17.9

0.1

25.7

12.1

22.0

14.8

49.6

12.7

11.3

0.1

26.2

10.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

H28(n=3,000) R2(n=3,421)

(%)
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図表 ３－53 子供を通じた保育所・幼稚園・学校との関わり（複数回答）／属性別 

 
 
  

(%)

n=

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
特に関わり

はない

子供が保育
所・幼稚園・
学校に通っ
ていない

3421 22.0 14.8 49.6 12.7 11.3 0.1 26.2 10.1
1549 14.1 9.8 38.9 8.4 7.3 0.0 36.5 9.7

20代 76 25.0 14.5 23.7 7.9 5.3 0.0 23.7 30.3
30代 454 17.6 12.1 35.7 7.5 6.2 0.0 32.6 14.5
40代 719 12.1 8.8 40.6 8.5 7.8 0.0 39.2 5.6
50代前半 300 10.7 7.7 43.7 9.7 8.3 0.0 39.3 7.3

1872 28.6 19.0 58.4 16.2 14.7 0.2 17.7 10.4
20代 113 31.9 12.4 22.1 3.5 7.1 0.0 14.2 43.4
30代 580 32.8 20.7 54.3 11.7 15.5 0.0 16.2 14.5
40代 846 27.0 18.0 63.8 18.4 13.0 0.4 18.4 6.1
50代前半 333 24.3 20.7 64.3 22.8 20.1 0.3 19.8 3.0

1466 24.7 14.6 41.3 10.0 10.6 0.1 24.4 18.1
450 28.0 16.9 57.8 14.7 12.7 0.0 22.2 1.8
401 23.2 17.2 64.1 11.0 8.7 0.0 22.4 1.5
365 17.3 15.6 56.4 16.2 12.9 0.3 31.0 4.1
391 14.6 11.5 50.6 18.4 12.5 0.5 33.5 4.9
348 14.9 13.2 49.1 13.2 12.9 0.0 30.5 9.2

3206 22.0 14.5 49.2 12.4 11.2 0.1 26.4 10.4
215 22.3 20.0 55.3 16.7 14.0 0.0 24.7 5.6
170 22.4 19.4 51.8 14.7 10.6 0.0 25.3 8.2

2690 21.9 14.6 48.1 11.8 10.8 0.1 27.1 10.6
357 21.3 11.8 53.2 14.0 12.9 0.0 24.1 9.0
204 25.0 19.1 61.8 20.1 16.7 0.0 19.1 7.4

1342 19.4 12.4 40.4 9.4 8.9 0.2 26.3 18.5
1380 24.0 15.9 53.6 13.3 12.0 0.1 27.7 5.0
369 22.8 15.4 58.0 18.4 13.3 0.0 22.5 4.9
330 23.6 19.4 61.2 17.0 16.7 0.0 24.2 3.3

1347 23.3 16.6 52.5 12.3 11.4 0.1 24.1 10.1
1194 22.3 14.5 51.0 12.6 10.1 0.1 26.0 10.2
1050 23.4 16.6 53.7 15.2 12.7 0.2 23.9 11.2

90 26.7 12.2 47.8 11.1 7.8 0.0 22.2 8.9
1211 19.9 13.4 44.9 11.6 10.2 0.1 28.4 11.7
1699 22.7 16.0 53.0 13.2 11.8 0.1 26.1 6.7
1722 21.3 13.6 46.3 12.2 10.9 0.2 26.4 13.5
344 29.1 18.3 61.3 16.9 16.0 0.0 15.4 8.7
283 33.2 24.7 64.3 17.0 15.2 0.0 16.6 4.9
503 22.5 15.5 48.5 11.9 8.0 0.2 27.8 8.0

1336 15.8 11.5 43.9 9.7 9.5 0.0 32.9 9.4
205 15.1 9.8 34.1 10.2 7.3 0.0 41.5 9.3

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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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家庭教育の支援の在り方 
①子育てや家庭教育について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 

○ 子育てや家庭教育について受けたことのある支援は、「特にない」が 59.6%と最も高く、次いで「＜

集合形式＞親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点」が 25.8%、「＜集合形式＞子育て中の親

の交流会」が 14.3%となっている。 

○ 役に立った支援は、「特にない」が 64.2%と最も高く、次いで「＜集合形式＞親子ひろば、子育てひ

ろば等の地域子育て拠点」が 21.7%、「＜集合形式＞子育て中の親の交流会」が 10.6%となってい

る。 

○ 受けてみたい支援は、「特にない」が 51.8%と最も高く、次いで「＜集合形式＞親子ひろば、子育て

ひろば等の地域子育て拠点」が 19.9%、「子育て・家庭教育支援サービスに関する情報提供」が

16.5%となっている。 

○ 受けたことのある支援について、性別にみると、女性で「＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば

等の地域子育て拠点」が 37.6％、「＜集合形式＞子育て中の親の交流会」が 19.2％と高くなってい

る。一方、男性では、それぞれ１割程度と低くなっている。週当たりの平均労働時間別にみると、

労働時間が短くなるにつれ「＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点」「＜集合

形式＞子育て中の親の交流会」「＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する講座・セミナー」、「＜集合

形式＞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」の割合が高くなってい

る。 

○ 役に立った支援について、性別にみると、女性で「＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば等の地

域子育て拠点」が 31.1%と高くなっている。一方、男性では、どの項目も１割程度以下と低くなっ

ている。週当たりの平均労働時間別にみると、労働時間が短くなるにつれ「＜集合形式＞親子ひろ

ば、子育てひろば等の地域子育て拠点」「＜集合形式＞子育て中の親の交流会」「＜集合形式＞子育

て・家庭教育に関する講座・セミナー」の割合が高くなっている。 

○ 受けてみたい支援について、性年代別にみると、20-30 代の女性で「＜集合形式＞親子ひろば、子

育てひろば等の地域子育て拠点」「＜集合形式＞子育て中の親の交流会」の割合が他の項目と比べて

高く、特に 20代女性で「＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する相談サービス」「＜集合形式＞子

育て・家庭教育に関する講座・セミナー」の割合が全体と比べて高くなっている。 
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図表 ３－54 子育てや家庭教育について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（それぞ

れ複数回答） 

 
 

  

＜集合形式＞子育て中の親の交流会

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する相談
サービス

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する講座・
セミナー

＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば等の
地域子育て拠点

＜集合形式＞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

＜オンライン形式＞子育て中の親の交流会

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関する
相談サービス

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関する
講座・セミナー

＜オンライン形式＞親子ひろば、子育てひろば
等の地域子育て拠点

子育て・家庭教育支援サービスに関する情報
提供

その他

特にない

14.3
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図表 ３－55 子育てや家庭教育について受けたことのある支援（複数回答）／属性別 

 
 

  

(%)

n=

＜集合形式
＞子育て中
の親の交流

会

＜集合形式
＞子育て・家
庭教育に関
する相談
サービス

＜集合形式
＞子育て・家
庭教育に関
する講座・セ

ミナー

＜集合形式
＞親子ひろ

ば、子育てひ
ろば等の地
域子育て拠

点

＜集合形式
＞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

＜オンライン
形式＞子育
て中の親の

交流会

＜オンライン
形式＞子育
て・家庭教育
に関する相
談サービス

＜オンライン
形式＞子育
て・家庭教育
に関する講
座・セミナー

＜オンライン
形式＞親子
ひろば、子育
てひろば等
の地域子育

て拠点

子育て・家庭
教育支援

サービスに
関する情報

提供

その他 特にない

3421 14.3 6.7 8.2 25.8 5.4 0.6 0.6 0.7 0.8 5.5 0.2 59.6
1549 8.4 5.0 5.2 11.6 3.2 0.5 0.8 0.8 0.6 4.7 0.0 74.8

20代 76 11.8 10.5 13.2 21.1 7.9 2.6 3.9 2.6 3.9 6.6 0.0 57.9
30代 454 9.3 7.5 5.9 14.3 5.1 0.9 1.3 1.3 1.1 5.3 0.0 69.2
40代 719 8.2 4.3 3.9 11.3 2.2 0.1 0.4 0.3 0.0 5.1 0.0 75.9
50代前半 300 6.7 1.7 5.0 6.0 1.3 0.0 0.3 0.7 0.3 2.3 0.0 84.7

1872 19.2 8.1 10.6 37.6 7.3 0.6 0.5 0.6 1.0 6.1 0.4 47.1
20代 113 21.2 7.1 6.2 37.2 9.7 1.8 1.8 0.0 0.9 8.0 0.0 44.2
30代 580 19.5 9.3 11.6 40.5 10.3 1.0 0.7 1.2 1.0 6.4 0.2 46.4
40代 846 18.6 7.3 10.6 37.6 6.1 0.4 0.1 0.5 0.8 5.4 0.2 46.9
50代前半 333 19.8 8.1 10.5 32.7 4.2 0.3 0.6 0.3 1.5 6.9 1.2 49.5

1466 16.2 7.8 8.9 29.7 7.2 1.0 1.1 1.2 1.1 6.5 0.0 54.6
450 14.4 8.4 8.0 27.3 7.6 0.7 0.9 0.4 1.1 4.4 0.2 57.6
401 10.5 7.0 7.0 24.9 4.5 0.2 0.2 0.2 0.0 5.2 0.2 62.8
365 12.9 4.7 7.7 22.2 3.8 0.0 0.0 0.5 0.5 6.8 0.0 63.0
391 15.1 3.3 8.7 19.7 2.3 0.0 0.3 0.0 0.8 4.6 0.5 65.7
348 11.5 5.5 6.6 19.5 1.7 0.0 0.0 0.3 0.6 2.3 0.9 69.3

3206 14.3 6.7 8.3 26.2 5.6 0.5 0.6 0.7 0.8 5.4 0.2 59.3
215 15.3 7.0 6.0 20.5 3.3 1.4 1.4 0.5 1.4 6.5 0.0 64.2
170 15.9 10.6 8.8 21.2 2.4 1.8 1.2 0.0 1.2 5.9 0.6 60.0

2690 13.8 6.5 8.2 26.1 5.4 0.4 0.5 0.6 0.6 5.1 0.2 59.9
357 15.1 5.3 8.1 26.1 5.3 0.6 0.6 1.1 1.1 7.0 0.0 58.8
204 18.6 8.8 6.9 25.5 8.3 2.0 2.0 2.0 2.5 7.4 0.0 56.4

1342 14.4 7.5 8.6 25.0 5.6 0.3 0.4 0.4 0.6 5.6 0.4 59.8
1380 13.3 6.3 8.1 26.9 5.4 0.7 0.7 0.9 0.9 5.4 0.1 59.1
369 15.2 6.0 6.2 25.5 5.7 0.8 0.3 0.3 1.1 5.4 0.0 61.5
330 17.3 5.8 8.5 25.5 4.8 0.9 1.5 1.5 0.9 5.8 0.0 58.5

1347 14.2 6.4 7.9 25.2 4.4 0.7 0.8 0.7 1.1 5.5 0.1 60.1
1194 13.1 6.7 7.6 25.9 5.8 0.4 0.7 0.7 0.6 5.0 0.3 60.9
1050 14.2 6.4 8.0 27.2 6.2 1.0 1.0 1.0 1.3 6.5 0.2 57.9

90 15.6 7.8 10.0 22.2 7.8 2.2 2.2 1.1 2.2 2.2 0.0 54.4
1211 14.0 6.6 8.4 26.8 5.3 0.3 0.5 0.5 0.4 5.1 0.2 59.8
1699 14.3 5.8 8.2 24.8 4.9 0.6 0.6 0.7 0.8 5.5 0.2 61.3
1722 14.3 7.6 8.1 26.9 6.0 0.5 0.6 0.7 0.8 5.5 0.2 57.9
344 20.6 6.7 15.1 40.4 8.4 0.6 0.6 0.6 1.2 6.7 0.6 44.8
283 19.8 8.1 8.5 37.8 5.3 0.4 0.4 0.0 1.4 5.7 0.0 48.1
503 11.1 5.4 6.6 21.7 4.6 1.0 0.8 0.6 1.2 7.4 0.0 62.6

1336 10.4 4.9 5.4 14.4 3.7 0.6 0.7 0.8 0.5 4.3 0.1 71.9
205 11.2 5.4 4.9 12.7 2.4 0.5 1.5 1.5 0.5 5.4 0.0 72.2

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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 ３－56 子育てや家庭教育について役に立った支援（複数回答）／属性別 

 
 

  

(%)

n=

＜集合形式
＞子育て中
の親の交流

会

＜集合形式
＞子育て・家
庭教育に関
する相談
サービス

＜集合形式
＞子育て・家
庭教育に関
する講座・セ

ミナー

＜集合形式
＞親子ひろ

ば、子育てひ
ろば等の地
域子育て拠

点

＜集合形式
＞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

＜オンライン
形式＞子育
て中の親の

交流会

＜オンライン
形式＞子育
て・家庭教育
に関する相
談サービス

＜オンライン
形式＞子育
て・家庭教育
に関する講
座・セミナー

＜オンライン
形式＞親子
ひろば、子育
てひろば等
の地域子育

て拠点

子育て・家庭
教育支援

サービスに
関する情報

提供

その他 特にない

3421 10.6 5.1 6.1 21.7 3.6 0.4 0.4 0.4 0.7 4.1 0.2 64.2
1549 6.6 3.8 4.3 10.3 2.3 0.4 0.5 0.5 0.4 3.4 0.0 76.4

20代 76 10.5 10.5 11.8 17.1 5.3 2.6 3.9 1.3 2.6 2.6 0.0 60.5
30代 454 8.1 5.7 5.1 12.6 4.4 0.7 0.7 0.7 0.7 4.0 0.0 71.1
40代 719 5.8 2.9 3.1 10.4 1.3 0.1 0.0 0.3 0.0 3.6 0.0 77.6
50代前半 300 5.3 1.3 4.3 5.0 0.7 0.0 0.3 0.3 0.3 2.0 0.0 85.7

1872 13.9 6.1 7.5 31.1 4.7 0.4 0.3 0.4 1.0 4.7 0.4 54.1
20代 113 21.2 5.3 4.4 29.2 6.2 0.9 0.9 0.0 0.9 6.2 0.0 54.9
30代 580 13.6 7.2 7.8 33.1 5.7 1.0 0.5 0.7 1.0 5.0 0.2 54.5
40代 846 13.2 5.6 7.6 31.9 4.6 0.1 0.1 0.2 0.7 4.1 0.2 53.2
50代前半 333 13.5 6.0 7.8 26.1 2.7 0.0 0.3 0.3 1.5 5.1 1.2 55.3

1466 12.7 6.1 6.5 25.6 4.9 0.8 0.6 0.8 0.9 4.8 0.0 58.8
450 9.8 6.2 5.8 22.2 3.8 0.4 0.4 0.0 0.9 3.6 0.2 64.2
401 7.5 4.5 5.0 20.4 3.0 0.2 0.2 0.2 0.0 3.7 0.2 68.3
365 9.9 3.3 5.8 17.5 3.0 0.0 0.0 0.3 0.5 5.2 0.0 67.9
391 10.7 2.6 6.9 16.4 1.5 0.0 0.3 0.0 0.8 3.8 0.5 69.1
348 7.2 4.9 4.9 16.1 1.4 0.0 0.0 0.3 0.6 1.1 0.9 72.7

3206 10.6 5.1 6.1 22.2 3.7 0.4 0.4 0.4 0.7 4.1 0.2 63.8
215 11.2 4.7 4.7 14.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.9 3.7 0.0 70.2
170 9.4 7.6 6.5 17.1 1.8 0.6 0.0 0.0 1.2 3.5 0.6 67.6

2690 10.2 4.9 5.9 21.9 3.6 0.3 0.4 0.3 0.6 3.8 0.2 64.3
357 10.9 3.6 7.0 22.4 3.6 0.6 0.0 0.8 0.8 5.6 0.0 63.3
204 16.7 7.8 6.4 21.1 5.4 1.5 1.5 1.5 2.0 5.9 0.0 60.8

1342 11.0 5.8 6.9 20.9 3.9 0.2 0.3 0.3 0.6 4.5 0.4 64.1
1380 9.2 5.0 5.8 23.3 3.3 0.4 0.4 0.3 0.7 3.9 0.1 63.9
369 11.9 3.5 4.3 18.2 4.6 0.5 0.3 0.3 1.1 3.8 0.0 67.8
330 13.6 4.2 5.8 22.1 2.4 0.9 0.6 1.5 0.9 3.6 0.0 61.8

1347 10.5 4.9 6.1 21.7 2.7 0.4 0.4 0.4 0.8 3.8 0.1 64.7
1194 9.8 5.3 5.9 22.4 3.9 0.4 0.5 0.4 0.6 3.9 0.3 64.6
1050 11.0 5.0 6.3 23.0 4.3 0.7 0.6 0.8 1.2 4.6 0.2 63.0

90 11.1 5.6 8.9 18.9 3.3 2.2 2.2 0.0 2.2 2.2 0.0 60.0
1211 10.3 4.9 5.6 22.0 3.6 0.3 0.3 0.2 0.4 4.0 0.2 64.7
1699 10.9 4.4 6.2 21.0 3.2 0.5 0.4 0.4 0.8 4.2 0.2 65.5
1722 10.3 5.7 5.9 22.4 4.0 0.3 0.3 0.5 0.6 3.9 0.2 62.9
344 16.9 4.9 9.9 33.7 4.9 0.6 0.6 0.3 1.2 4.7 0.6 51.2
283 14.5 6.7 6.7 31.4 3.5 0.4 0.0 0.0 0.7 4.2 0.0 55.1
503 8.5 4.0 5.8 18.1 3.8 0.8 0.8 0.4 1.2 6.2 0.0 66.6

1336 8.2 3.7 4.3 12.7 2.6 0.4 0.3 0.4 0.4 3.0 0.1 74.1
205 6.8 4.4 3.9 10.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 3.9 0.0 76.1

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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 ３－57 子育てや家庭教育について受けてみたい支援（複数回答）／属性別 

 
 

  

(%)

n=

＜集合形式
＞子育て中
の親の交流

会

＜集合形式
＞子育て・家
庭教育に関
する相談
サービス

＜集合形式
＞子育て・家
庭教育に関
する講座・セ

ミナー

＜集合形式
＞親子ひろ

ば、子育てひ
ろば等の地
域子育て拠

点

＜集合形式
＞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

＜オンライン
形式＞子育
て中の親の

交流会

＜オンライン
形式＞子育
て・家庭教育
に関する相
談サービス

＜オンライン
形式＞子育
て・家庭教育
に関する講
座・セミナー

＜オンライン
形式＞親子
ひろば、子育
てひろば等
の地域子育

て拠点

子育て・家庭
教育支援

サービスに
関する情報

提供

その他 特にない

3421 15.3 14.8 14.0 19.9 7.2 3.7 6.3 6.6 3.2 16.5 0.1 51.8
1549 13.0 11.9 11.4 14.8 5.5 3.7 5.5 6.3 2.6 14.5 0.1 57.3

20代 76 19.7 15.8 15.8 21.1 10.5 6.6 10.5 13.2 3.9 13.2 0.0 50.0
30代 454 15.9 12.1 14.3 18.1 7.9 4.8 6.2 7.7 3.7 13.4 0.2 54.2
40代 719 11.7 12.4 10.0 14.7 4.6 3.2 4.6 5.4 2.1 15.4 0.0 58.4
50代前半 300 10.3 9.3 9.3 8.3 2.7 2.7 5.3 4.7 2.0 14.3 0.3 61.3

1872 17.3 17.2 16.2 24.1 8.5 3.6 7.0 6.8 3.6 18.1 0.1 47.2
20代 113 34.5 31.9 20.4 46.9 15.9 9.7 9.7 8.8 10.6 15.9 0.0 31.0
30代 580 21.0 16.9 18.3 30.7 11.9 5.0 8.4 7.6 4.8 15.2 0.0 43.1
40代 846 14.4 16.1 14.1 20.1 6.4 2.1 6.4 6.1 2.5 20.2 0.0 50.5
50代前半 333 12.0 15.6 16.5 15.3 5.7 2.7 5.1 6.6 1.8 18.3 0.3 51.7

1466 20.7 18.2 16.0 26.9 10.7 5.0 7.4 7.8 4.9 17.3 0.1 44.2
450 15.6 14.0 14.7 24.4 7.3 3.6 6.7 8.2 4.0 16.9 0.0 48.2
401 9.5 13.7 14.2 13.0 4.0 3.0 5.5 7.2 1.7 15.0 0.0 56.1
365 10.4 10.1 11.0 11.5 3.6 2.5 4.9 4.7 0.8 16.4 0.3 61.6
391 10.5 10.5 11.5 9.7 3.6 2.6 5.4 3.8 1.3 18.2 0.3 61.4
348 9.8 12.4 10.6 12.6 3.4 1.1 4.9 4.0 0.9 12.4 0.0 62.4

3206 15.4 14.6 14.0 20.1 7.0 3.6 6.3 6.6 3.0 16.1 0.1 51.7
215 14.4 18.1 14.4 16.3 8.8 4.2 6.0 7.0 5.6 21.4 0.0 53.5
170 9.4 15.9 15.9 14.1 8.2 2.9 7.6 7.1 4.7 20.0 0.0 57.6

2690 15.0 14.3 13.7 20.2 7.0 3.5 6.3 6.4 3.0 15.4 0.1 52.6
357 17.9 15.1 14.0 18.2 6.4 3.9 5.0 5.9 1.7 19.0 0.3 47.3
204 20.1 19.1 17.2 23.5 9.3 6.4 7.8 9.8 6.4 23.0 0.0 44.1

1342 15.9 17.9 16.4 20.9 8.0 4.0 7.0 7.2 3.2 17.6 0.1 50.7
1380 15.0 13.7 13.4 20.1 7.1 3.4 5.8 6.4 3.2 16.5 0.1 50.9
369 13.8 10.3 10.0 18.4 4.6 2.7 4.6 4.9 2.7 13.3 0.0 56.4
330 16.4 11.8 11.5 16.4 7.0 4.2 7.6 7.0 3.3 15.2 0.0 54.8

1347 15.9 15.1 13.7 19.8 7.1 4.2 7.1 6.8 3.2 16.3 0.1 52.5
1194 16.4 15.0 14.4 20.3 7.2 3.4 5.4 6.9 2.8 16.8 0.3 51.2
1050 15.2 15.4 13.6 21.3 8.3 4.1 6.2 6.8 4.5 20.2 0.1 49.4

90 17.8 12.2 12.2 18.9 11.1 4.4 6.7 7.8 4.4 17.8 0.0 48.9
1211 14.9 15.2 14.4 20.1 6.8 3.2 6.5 6.1 2.6 15.5 0.0 52.8
1699 14.8 12.9 12.9 18.0 6.1 3.6 5.9 7.1 3.3 16.2 0.1 53.5
1722 15.9 16.6 15.1 21.8 8.2 3.7 6.7 6.2 3.0 16.7 0.1 50.1
344 19.2 16.3 17.4 23.0 7.6 4.9 7.3 7.8 3.8 16.3 0.0 49.1
283 18.4 13.4 17.3 21.9 8.1 2.1 6.0 7.4 3.9 17.0 0.0 49.1
503 10.1 13.9 11.7 18.5 5.8 2.0 5.8 6.6 4.2 18.7 0.0 53.7

1336 14.7 12.6 12.9 15.9 5.9 3.8 5.9 6.9 2.7 15.9 0.1 54.1
205 10.7 10.2 4.9 15.1 6.8 6.3 2.9 5.4 2.4 10.7 0.0 66.8

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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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②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、「行政が支援すること」が 38.4%と最も高く、次いで「親が

もっと家庭教育に取り組むこと」が 36.7%、「子育てをしている仲間同士が助け合うこと」が 24.9%

となっている。 

○ 性年代別にみると、すべての年代の男性で「親がもっと家庭教育に取り組むこと」の割合が４割以

上と高く、20-30 代の女性で「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」の割合が全体と比べて特に高くなっている。 

○ 平成 28 年度調査と比べて、「行政が支援すること」が 8.8 ポイント、「子育てをしている仲間同士

が助け合うこと」が 6.0 ポイント高くなっている。 

 

図表 ３－58 家庭教育の充実のために必要なこと（回答は２つまで） 

 
 

  

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

64.9

12.3

15.0

10.3

17.5

22.5

23.7

4.1

40.4

13.4

18.9

12.5

11.2

29.6

24.4

1.1

36.7

11.1

24.9

15.4

9.0

38.4

24.7

1.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

H20(n=3,000) H28(n=3,000) R2(n=3,421)

(%)
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図表 ３－59 家庭教育の充実のために必要なこと（回答は２つまで）／属性別 

 
 

  

(%)

n=

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

3421 36.7 11.1 24.9 15.4 9.0 38.4 24.7 1.4
1549 43.3 8.7 19.4 12.6 10.9 39.3 22.9 1.4

20代 76 44.7 11.8 28.9 19.7 7.9 30.3 17.1 1.3
30代 454 40.7 10.8 20.3 14.8 10.4 41.0 24.2 0.9
40代 719 43.8 7.9 18.6 12.2 11.4 37.3 22.9 1.4
50代前半 300 45.3 6.7 17.7 8.3 11.3 43.7 22.0 2.0

1872 31.3 13.1 29.5 17.7 7.5 37.8 26.2 1.4
20代 113 35.4 12.4 33.6 27.4 8.0 31.9 25.7 0.9
30代 580 31.2 15.0 31.2 23.1 6.0 39.5 25.3 0.7
40代 846 32.2 11.5 27.5 15.0 7.3 38.4 27.0 2.0
50代前半 333 27.9 14.4 30.0 11.7 10.2 35.1 26.1 1.2

1466 37.0 11.2 27.1 17.2 8.3 39.2 24.6 0.8
450 40.9 11.6 24.4 22.7 11.1 33.6 22.2 0.9
401 37.9 10.5 26.2 16.5 7.2 37.7 22.7 1.2
365 32.6 11.2 20.0 12.1 10.4 40.0 24.9 3.3
391 35.3 8.7 22.0 8.7 9.5 41.2 27.6 2.6
348 34.5 13.8 23.6 8.0 9.8 37.9 27.0 1.4

3206 37.4 10.9 24.9 15.3 9.1 38.4 24.8 1.3
215 26.5 14.0 26.0 15.8 7.9 39.5 23.7 2.8
170 25.9 15.9 20.0 16.5 5.3 40.6 27.6 2.9

2690 37.4 10.4 24.5 15.6 9.0 38.8 24.6 1.3
357 40.3 13.7 29.1 14.0 11.2 33.3 24.4 1.1
204 30.9 12.7 27.9 14.2 8.8 41.2 24.5 1.0

1342 38.0 10.7 23.0 15.6 8.6 40.2 25.2 1.9
1380 36.1 11.1 26.4 16.2 8.9 35.9 25.1 1.1
369 33.9 13.0 24.9 13.6 11.9 41.7 26.0 1.1
330 37.3 11.2 26.7 13.0 8.2 38.2 19.7 0.9

1347 37.2 12.3 25.2 15.8 8.5 38.7 23.8 1.3
1194 39.4 10.6 25.5 15.4 8.4 39.8 23.6 1.4
1050 38.0 11.6 26.2 13.5 9.6 39.8 25.1 1.5

90 37.8 8.9 25.6 17.8 13.3 33.3 17.8 1.1
1211 35.0 10.4 24.2 15.9 8.5 37.5 26.3 1.2
1699 36.6 10.6 27.1 14.8 8.4 37.2 25.4 1.3
1722 36.8 11.7 22.8 16.0 9.7 39.7 24.0 1.5
344 29.9 9.9 34.0 17.7 6.7 36.9 23.8 0.9
283 30.4 8.8 28.6 17.0 9.5 39.6 26.1 1.1
503 40.4 11.3 25.6 15.9 8.0 37.8 23.1 1.0

1336 40.2 10.0 21.5 13.2 10.2 38.5 25.4 1.6
205 41.5 13.7 15.6 11.2 9.8 37.1 22.4 2.0

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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家庭が取り組むべきこと 

○ 家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきことは、「あいさつやマナーなど基本的なしつけを教

えること」が 77.7%と最も高く、次いで「物事の善悪を教えること」が 51.6%、「健康なからだや健

全な精神を育成すること」が 48.5%となっている。 

○ 性年代別にみると、20-40 代の男性で「人としての生き方を教えること」が、20-30 代の女性で

「親子のふれ合いの場を持つこと」の割合が全体と比べて特に高くなっている。 

○ 末子年齢別にみると、13-18 歳で「人としての生き方を教えること」の割合が全体と比べて特に高

くなっている。 

○ 週当たりの平均労働時間別にみると、労働時間が短くなるにつれ「早寝早起きや部屋の片づけなど

生活習慣を教えること」「親子のふれ合いの場を持つこと」の割合が高くなる傾向にある。 

 

図表 ３－60 家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきこと（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。 

  

あいさつやマナーなど基本的なしつけ
を教えること

早寝早起きや部屋の片づけなど生活
習慣を教えること

健康なからだや健全な精神を育成する
こと

物事の善悪を教えること

人としての生き方を教えること

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

親子のふれ合いの場を持つこと

その他

77.8

25.2

32.7

64.3

35.0

8.7

5.3

9.0

36.6

0.9

79.4

37.4

45.8

55.4

33.2

10.3

4.2

6.0

26.9

0.2

77.7

39.1

48.5

51.6

31.7

9.2

3.7

6.0

26.5

0.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

H20(n=3,000) H28(n=3,000) R2(n=3,421)

(%)
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図表 ３－61 家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきこと（複数回答として集計）／属性別 

 
※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。 

  

(%)

n=

あいさつやマ
ナーなど基本
的なしつけを
教えること

早寝早起き
や部屋の片
づけなど生活
習慣を教える

こと

健康なから
だや健全な
精神を育成

すること

物事の善悪
を教えること

人としての生
き方を教える

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

親子のふれ
合いの場を

持つこと
その他

あてはまるも
のはない

3421 77.7 39.1 48.5 51.6 31.7 9.2 3.7 6.0 26.5 0.2 1.4
1549 77.9 35.5 44.5 56.4 37.2 9.1 4.5 6.9 19.6 0.2 2.3

20代 76 65.8 35.5 38.2 48.7 36.8 11.8 9.2 13.2 26.3 0.0 3.9
30代 454 76.9 34.4 46.9 55.1 37.7 10.1 3.5 5.5 24.2 0.2 1.5
40代 719 79.7 36.2 39.8 58.8 38.4 8.9 4.9 7.4 17.1 0.3 2.4
50代前半 300 78.3 35.7 53.7 54.3 33.7 7.3 3.7 6.3 17.0 0.0 3.0

1872 77.6 42.0 51.8 47.7 27.1 9.3 3.2 5.3 32.3 0.3 0.7
20代 113 75.2 38.9 46.9 46.9 22.1 10.6 5.3 3.5 36.3 0.9 2.7
30代 580 78.1 40.9 52.6 44.5 25.5 10.7 3.8 4.3 37.1 0.0 0.5
40代 846 77.7 43.4 51.7 49.8 25.9 8.7 2.1 6.5 30.5 0.5 0.7
50代前半 333 77.2 41.4 52.6 48.3 34.8 7.8 3.9 4.5 27.0 0.0 0.3

1466 77.6 38.4 49.7 50.9 28.6 9.0 3.3 5.7 30.8 0.3 1.6
450 78.4 41.6 46.0 50.4 30.9 11.1 4.2 6.2 28.2 0.0 0.7
401 80.0 40.4 48.6 55.4 31.4 11.0 3.2 5.5 21.9 0.2 0.5
365 76.7 40.0 51.8 46.8 34.5 8.5 4.9 6.3 21.1 0.5 2.2
391 78.5 38.9 42.5 55.2 36.8 5.9 3.3 7.2 22.8 0.0 2.0
348 75.0 36.2 50.0 52.9 37.4 10.1 4.9 6.3 21.8 0.3 1.1

3206 77.9 39.2 48.7 51.8 31.6 9.1 3.6 5.8 26.6 0.2 1.4
215 75.3 36.7 46.0 49.3 33.0 10.2 6.0 9.3 26.0 0.0 1.9
170 70.0 40.6 48.2 47.1 35.9 8.2 3.5 10.0 27.1 0.0 2.4

2690 78.2 39.3 49.0 52.0 31.7 9.1 3.6 5.7 26.2 0.3 1.2
357 80.1 38.4 43.7 51.3 30.0 9.0 4.5 6.4 26.6 0.0 3.1
204 73.5 36.3 51.0 50.5 30.9 11.3 4.4 6.4 29.9 0.5 1.5

1342 76.8 37.4 51.0 50.9 32.9 8.7 3.9 6.0 27.1 0.1 1.3
1380 77.0 40.2 47.2 51.5 30.7 9.9 3.6 5.9 26.5 0.3 1.9
369 80.5 40.7 47.7 52.0 32.2 9.2 3.5 4.9 26.8 0.3 0.5
330 81.2 39.1 44.8 54.5 30.0 8.5 3.6 8.2 23.9 0.3 1.2

1347 78.5 39.6 46.3 54.4 29.5 9.0 4.1 6.1 26.9 0.1 1.3
1194 78.9 40.3 45.4 54.2 32.0 9.0 3.4 6.2 27.4 0.2 0.8
1050 79.8 40.0 46.0 53.0 29.7 9.4 3.7 5.6 27.3 0.1 1.2

90 75.6 34.4 47.8 54.4 35.6 14.4 6.7 2.2 20.0 1.1 2.2
1211 76.5 38.3 50.3 49.1 32.9 8.7 3.8 6.4 26.7 0.3 1.9
1699 78.3 39.4 49.1 51.7 32.5 8.0 4.0 5.9 25.1 0.2 1.5
1722 77.1 38.7 47.9 51.6 30.8 10.4 3.5 6.2 28.0 0.2 1.4
344 77.6 40.4 55.2 46.2 25.0 10.2 2.9 3.5 34.6 0.0 0.9
283 78.8 43.5 48.4 45.2 29.7 10.6 2.5 10.2 30.0 0.4 0.0
503 78.9 39.8 47.7 52.7 31.2 8.0 5.4 5.8 23.3 0.0 1.8

1336 77.5 37.1 44.8 56.5 36.6 8.6 4.0 6.0 22.2 0.1 1.8
205 78.0 33.7 48.3 52.2 37.6 9.3 2.9 8.8 16.1 0.5 3.9

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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 84.6%と最も高く、次いで「言葉の習得や勉強に関すること」が 49.0%、「物事

の善悪を教えること」が 42.8%となっている。 

○ 末子年齢別にみると、13-18 歳で「人としての生き方を教えること」の割合が全体と比べて特に高

くなっている。 

○ 週当たりの平均労働時間別にみると、労働時間が短くなるにつれ「子供の悩みや相談に応じるこ

と」の割合が高くなっている。 

 

図表 ３－62 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） 

 
※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。 

  

集団での生活の仕方やマナーを教え
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

物事の善悪を教えること

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

親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

その他

86.2

44.2

35.6

43.7

23.4

20.4

6.8

8.7

9.5

10.4

2.1

83.9

42.9

40.2

47.9

29.0

21.2

6.0

9.6

8.8

6.8

0.3

84.6

49.0

41.5

42.8

24.3

21.0

4.0

6.2

9.3

7.1

0.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

H20(n=3,000) H28(n=3,000) R2(n=3,421)

(%)
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図表 ３－63 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） 

／属性別 

 
※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。 

 

  

(%)

n=

集団での生
活の仕方や
マナーを教え

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

物事の善悪
を教えること

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

親の悩みや
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

その他
あてはまるも

のはない

3421 84.6 49.0 41.5 42.8 24.3 21.0 4.0 6.2 9.3 7.1 0.3 2.3
1549 81.1 49.3 41.2 44.6 28.0 15.9 3.0 7.6 7.2 7.1 0.3 3.8

20代 76 75.0 40.8 46.1 50.0 22.4 15.8 3.9 7.9 5.3 14.5 0.0 5.3
30代 454 79.5 49.1 41.4 47.6 26.2 15.4 2.6 7.9 8.1 8.6 0.2 3.5
40代 719 83.3 50.1 39.2 43.8 28.8 15.6 3.5 7.0 7.0 6.4 0.3 3.8
50代前半 300 79.7 49.7 44.3 40.7 30.0 17.3 2.3 8.3 7.0 4.7 0.3 4.0

1872 87.5 48.7 41.7 41.2 21.2 25.3 4.8 5.0 11.1 7.1 0.3 1.0
20代 113 84.1 48.7 33.6 41.6 10.6 29.2 8.0 6.2 17.7 8.8 0.9 3.5
30代 580 90.7 46.9 44.1 41.4 18.4 23.1 5.2 2.9 11.7 9.1 0.3 0.7
40代 846 86.3 51.5 40.9 41.4 22.1 25.8 4.0 6.0 10.5 5.6 0.2 0.7
50代前半 333 86.2 44.7 42.3 40.5 27.3 26.4 4.8 5.7 9.0 6.6 0.0 1.5

1466 86.2 45.8 42.3 43.5 22.0 20.0 3.8 5.2 11.0 9.6 0.3 2.5
450 84.2 52.9 45.6 45.8 17.6 19.1 4.9 6.9 10.0 6.2 0.2 1.3
401 87.3 57.9 42.6 42.4 26.2 21.2 2.5 3.5 7.5 4.2 0.2 0.7
365 79.7 49.3 37.3 42.7 27.7 21.9 4.4 7.7 8.8 4.7 0.3 4.1
391 82.4 48.8 37.1 40.2 30.2 22.8 3.6 9.2 6.6 4.6 0.0 3.6
348 83.0 46.8 40.8 39.4 29.9 24.7 5.2 7.5 7.2 6.0 0.6 1.1

3206 84.8 49.1 41.9 42.4 24.2 21.0 4.0 6.0 9.2 7.2 0.3 2.2
215 81.9 47.4 35.3 47.9 25.6 21.9 4.2 8.8 10.7 4.7 0.0 2.8
170 83.5 45.3 37.6 41.2 24.7 22.4 6.5 9.4 8.8 5.3 0.0 3.5

2690 84.9 49.8 42.3 42.3 24.1 20.4 3.6 6.2 9.5 7.2 0.3 2.0
357 86.0 45.4 38.4 45.4 25.8 23.2 4.5 3.9 7.3 6.7 0.0 3.6
204 79.4 47.5 38.7 46.1 24.0 24.0 5.4 7.4 11.3 6.9 0.0 2.5

1342 84.1 49.6 41.4 41.7 24.3 21.9 4.8 6.6 9.8 6.5 0.2 2.1
1380 84.4 48.3 41.3 43.8 24.2 20.9 3.5 6.0 9.0 7.0 0.3 2.5
369 85.9 50.1 41.2 40.4 27.4 19.5 3.5 5.4 8.9 10.6 0.0 1.4
330 85.8 47.6 43.0 45.2 20.9 19.7 3.0 6.1 9.1 6.1 0.6 3.0

1347 87.0 49.6 41.1 43.4 24.1 19.8 3.8 5.7 8.2 7.3 0.3 2.2
1194 86.5 51.3 40.2 40.9 25.1 21.7 3.7 5.2 9.5 7.7 0.3 1.8
1050 86.9 51.3 40.2 41.7 22.1 23.3 3.7 6.1 8.0 7.3 0.6 1.9

90 74.4 46.7 45.6 44.4 25.6 31.1 3.3 3.3 6.7 11.1 0.0 2.2
1211 82.9 46.7 40.9 43.9 24.4 19.7 4.4 6.6 10.8 7.3 0.1 2.8
1699 84.2 47.8 40.3 43.2 25.2 23.0 3.6 6.2 9.7 7.1 0.3 1.9
1722 85.0 50.1 42.7 42.3 23.3 19.1 4.3 6.1 8.9 7.0 0.2 2.7
344 87.5 48.3 38.1 40.1 20.6 28.5 5.5 5.8 11.9 6.7 0.3 1.2
283 83.7 50.5 38.5 43.8 21.6 27.2 4.9 5.3 12.7 9.2 0.0 0.0
503 85.9 51.3 43.1 40.8 23.5 20.1 3.6 6.6 10.1 6.4 0.0 2.2

1336 82.8 48.1 40.1 45.1 27.8 17.0 3.6 7.1 7.9 7.2 0.3 3.0
205 76.6 47.3 44.9 43.9 25.9 15.6 1.5 8.3 5.9 3.9 0.5 6.8

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人
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4人以上
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あなたの親
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近居している家族・親族はいない
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⑤家庭教育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 

○ 家庭教育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 63.9%と最も高く、次いで「地域全体で子育てを支援す

る環境をつくること」が 49.2%、「子供の悪い行いを注意し、良い行いをほめること」が 48.8%とな

っている。 

○ 性別にみると、男性で「子供の悪い行いを注意し、良い行いをほめること」が 57.4%と高くなって

いる。一方、女性で 41.8%と低くなっており、特に 20-30 代の女性で４割弱と低い傾向にある。 

○ 週当たりの平均労働時間別にみると、労働時間が長くなるにつれ「子供の悪い行いを注意し、良い

行いをほめること」の割合が高くなる傾向にある。 

○ 平成 28 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 10.8 ポイ

ント低くなっている。 

 

図表 ３－64 家庭教育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 

（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。 

  

子供の悪い行いを注意し、良い行いを
ほめること

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

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

イベントなど親子がふれ合う機会を設
けること

家庭教育について学ぶ機会を設けるこ
と

地域全体で子育てを支援する環境をつ
くること

その他
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図表 ３－65 家庭教育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 

（複数回答として集計）／属性別 

 
※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。 

  

(%)

n=

子供の悪い
行いを注意
し、良い行い
をほめること

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

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

イベントなど
親子がふれ
合う機会を設

けること

家庭教育に
ついて学ぶ

機会を設ける
こと

地域全体で
子育てを支

援する環境を
つくること

その他
あてはまるも

のはない

3421 48.8 63.9 27.7 27.8 32.3 13.0 49.2 0.1 8.4
1549 57.4 62.9 25.2 21.8 30.5 14.3 43.7 0.3 10.5

20代 76 60.5 57.9 36.8 27.6 27.6 21.1 39.5 0.0 7.9
30代 454 53.1 62.3 25.3 22.2 31.7 17.0 43.2 0.2 11.0
40代 719 59.0 62.9 24.6 21.6 30.5 12.4 46.2 0.4 9.7
50代前半 300 59.3 65.3 23.3 20.3 29.7 13.3 39.7 0.0 12.3

1872 41.8 64.6 29.9 32.7 33.8 11.9 53.7 0.0 6.7
20代 113 38.1 58.4 38.1 30.1 36.3 10.6 54.0 0.0 8.8
30代 580 36.0 63.3 30.3 36.0 37.6 12.4 55.2 0.0 6.2
40代 846 43.6 66.7 30.1 30.4 32.2 12.5 50.7 0.0 7.0
50代前半 333 48.3 64.0 25.5 33.9 30.3 9.9 58.9 0.0 6.3

1466 46.5 61.3 29.2 30.8 34.1 13.9 51.4 0.1 7.4
450 47.6 68.9 29.3 27.3 35.6 10.9 47.8 0.0 6.9
401 51.6 69.3 25.9 27.2 34.4 13.7 48.6 0.0 6.0
365 51.0 66.3 23.3 23.3 28.5 13.4 47.7 0.5 10.7
391 52.2 62.9 26.6 24.6 26.6 12.0 44.0 0.0 12.5
348 51.1 60.3 27.6 25.0 28.4 11.8 49.7 0.3 10.6

3206 48.8 63.8 28.1 27.5 32.8 13.0 49.3 0.1 8.3
215 48.8 65.1 22.3 32.6 25.6 13.5 47.9 0.0 10.7
170 48.2 62.9 18.8 32.9 24.7 11.2 50.0 0.0 12.9

2690 48.4 63.6 28.7 27.8 32.9 13.2 49.2 0.1 8.0
357 53.5 66.1 24.6 24.9 31.1 10.9 47.3 0.0 10.1
204 46.6 64.7 27.9 27.9 32.8 16.2 52.0 0.0 7.8

1342 47.8 64.4 30.1 28.5 30.3 13.5 48.1 0.1 8.5
1380 48.4 63.8 26.4 27.3 34.6 13.3 49.6 0.1 8.4
369 50.4 62.9 23.0 32.0 33.9 11.1 52.8 0.0 7.9
330 53.3 63.3 29.1 22.1 29.1 12.1 47.9 0.3 9.1

1347 49.3 66.0 28.4 26.1 32.7 13.8 49.6 0.1 7.3
1194 50.5 64.0 28.9 25.1 32.1 13.1 50.6 0.1 8.2
1050 48.1 68.8 27.9 25.1 30.9 13.0 52.3 0.2 7.9

90 52.2 63.3 23.3 25.6 32.2 25.6 45.6 0.0 7.8
1211 47.0 61.4 27.5 31.4 33.3 11.3 47.2 0.1 9.7
1699 49.9 63.3 27.2 27.9 32.7 13.9 47.7 0.2 8.5
1722 47.8 64.4 28.3 27.7 31.9 12.1 50.6 0.0 8.4
344 42.2 65.7 29.4 31.1 33.7 11.3 50.6 0.0 8.1
283 43.8 63.6 27.6 30.4 37.1 16.6 53.4 0.0 6.4
503 53.1 64.8 28.8 30.4 27.2 13.5 48.5 0.2 7.2

1336 54.1 62.6 24.7 22.8 33.1 13.8 45.7 0.1 10.1
205 59.0 60.5 24.9 24.4 25.4 11.7 40.0 0.5 14.1
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68 

⑥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支援すべきことは、「子育ての経済的負担を軽減

すること」が 65.5%と最も高く、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 42.3%、「子供を有害情報から守ること」が 39.7%となっている。 

○ 性別にみると、男性では「子供の生活の乱れや非行に対応すること」が女性より 10.7 ポイント高

く、「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 10.6 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 9.1 ポイント、それぞれ女性より低くなっている。 

○ 平成 28 年度調査と比較すると、「子供の生活の乱れや非行に対応すること」が 6.0 ポイント低くな

っている。 

 

図表 ３－66 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） 

 
※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。 

  

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

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

子供の発達段階に応じた情報を知らせ
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

子育ての経済的負担を軽減すること

その他
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図表 ３－67 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）／属性別 

 
※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。 

  

(%)

n=

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
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

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

子供の発達
段階に応じた
情報を知らせ

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

子育ての経
済的負担を
軽減すること

その他
あてはまるも

のはない

3421 39.7 24.9 42.3 34.6 19.6 8.2 21.2 19.6 65.5 0.5 3.7
1549 38.3 30.8 36.5 29.6 22.9 9.4 20.7 21.2 60.6 0.4 5.2

20代 76 48.7 42.1 30.3 27.6 21.1 10.5 19.7 23.7 53.9 0.0 5.3
30代 454 39.2 30.6 29.3 34.8 22.9 8.8 22.5 19.6 62.8 0.0 4.6
40代 719 36.7 31.0 39.9 27.5 23.5 10.2 19.5 21.4 59.9 0.6 5.6
50代前半 300 38.3 27.7 41.0 27.0 22.0 8.3 21.3 22.3 60.3 0.7 5.0

1872 40.8 20.1 47.1 38.7 16.9 7.2 21.6 18.3 69.6 0.6 2.4
20代 113 33.6 15.0 44.2 41.6 19.5 5.3 20.4 17.7 75.2 0.9 6.2
30代 580 40.5 20.2 43.8 42.2 17.6 6.6 20.3 18.3 74.0 0.3 1.9
40代 846 41.3 20.8 48.8 35.9 16.8 7.3 23.9 18.2 66.2 0.6 2.2
50代前半 333 42.6 19.8 49.5 38.7 15.0 8.7 18.3 18.9 68.8 0.9 2.4

1466 38.5 22.1 43.2 36.9 20.9 8.2 22.2 19.8 66.2 0.5 3.6
450 40.7 27.3 38.2 40.0 20.9 8.9 20.7 17.6 64.0 0.0 2.7
401 45.1 30.4 37.9 29.7 22.4 8.0 23.4 19.7 65.3 0.5 2.7
365 39.2 24.9 39.7 26.3 18.4 8.2 21.1 22.2 65.5 1.1 5.2
391 39.4 26.1 45.8 32.2 14.1 9.7 19.7 19.7 66.2 0.0 3.3
348 38.2 26.1 48.0 34.8 16.7 6.0 16.7 18.7 64.1 1.1 4.9

3206 39.7 24.4 42.6 34.8 19.8 8.4 21.4 19.6 65.5 0.5 3.6
215 39.1 33.0 38.1 30.7 16.7 6.0 18.1 20.5 66.0 0.5 5.1
170 35.9 28.2 41.2 34.7 15.3 7.1 19.4 18.2 69.4 1.2 5.3

2690 40.1 24.8 42.7 35.5 19.7 7.9 21.3 19.3 65.4 0.5 3.3
357 38.7 26.1 41.2 28.6 21.0 10.6 19.9 20.2 64.7 0.3 5.3
204 38.7 22.5 40.7 32.4 19.1 8.8 23.5 24.5 65.2 0.0 4.4

1342 38.7 25.1 42.6 35.8 19.3 8.3 21.2 18.6 66.4 0.5 3.7
1380 40.5 24.5 41.9 33.8 20.7 8.2 20.7 19.8 65.0 0.7 3.8
369 38.5 25.5 40.9 39.3 18.4 7.3 22.0 20.9 65.6 0.0 2.4
330 41.8 25.5 44.5 27.6 17.9 8.8 22.4 21.5 63.9 0.3 4.5

1347 39.9 25.8 42.4 35.0 20.0 7.6 21.8 19.5 66.7 0.3 3.0
1194 40.2 24.6 42.2 36.2 19.8 8.9 20.5 19.2 67.7 0.6 2.8
1050 41.0 25.8 41.9 33.2 18.8 8.0 19.5 21.0 69.3 0.8 3.2

90 45.6 28.9 37.8 26.7 26.7 20.0 26.7 22.2 47.8 0.0 2.2
1211 38.2 24.0 43.5 36.3 19.1 7.5 20.3 19.5 64.5 0.2 4.5
1699 40.5 24.9 41.1 34.4 20.7 8.2 20.6 19.3 65.2 0.5 3.8
1722 38.9 25.0 43.5 34.8 18.6 8.2 21.8 19.9 65.8 0.5 3.5
344 43.3 20.3 45.3 38.4 19.8 6.7 18.3 14.5 71.8 0.3 1.7
283 37.5 24.7 45.6 33.6 22.6 8.8 22.3 18.7 70.7 0.0 0.7
503 41.6 25.6 40.6 36.0 19.7 8.0 19.3 20.9 65.4 0.6 3.8

1336 36.9 28.4 38.4 31.7 20.7 9.4 21.8 21.5 62.9 0.6 4.8
205 43.9 33.7 32.7 27.3 27.3 6.8 18.5 20.5 52.2 0.5 6.8
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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、「参加する（「よく参加する」と「時々参加す

る」の合計）」が 13.8%となっている。 

○ 性年代別にみると、20代の男性で「参加する（「よく参加する」と「時々参加する」の合計）」が

25.0%と全体と比べて高くなっている。 

○ 週当たりの平均労働時間別にみると、労働時間が長くなるにつれ「参加しない（「あまり参加しな

い」と「参加したことがない」の合計）」の割合が概ね高くなる傾向にある。 

 

図表 ３－68 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況（単一回答） 
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図表 ３－69 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況（単一回答）／属性別 

 
 
  

(%)

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

3421 1.8 12.0 28.6 57.6
1549 1.9 8.7 24.4 65.1

20代 76 13.2 11.8 17.1 57.9
30代 454 2.2 9.0 24.0 64.8
40代 719 1.0 8.9 26.0 64.1
50代前半 300 0.7 6.7 23.0 69.7

1872 1.7 14.8 32.1 51.4
20代 113 2.7 12.4 23.9 61.1
30代 580 1.2 12.8 29.0 57.1
40代 846 1.7 14.1 33.5 50.8
50代前半 333 2.4 21.0 36.6 39.9

1466 2.3 12.6 27.6 57.5
450 0.4 12.0 31.6 56.0
401 1.0 9.5 27.4 62.1
365 1.6 12.6 29.3 56.4
391 2.0 12.5 27.1 58.3
348 2.0 11.2 31.3 55.5

3206 1.7 11.8 28.9 57.6
215 3.3 14.9 23.7 58.1
170 3.5 13.5 26.5 56.5

2690 1.4 11.8 28.5 58.2
357 2.5 12.0 32.5 52.9
204 3.4 13.2 24.5 58.8

1342 1.4 13.0 27.3 58.3
1380 2.1 11.6 29.2 57.1
369 1.1 11.1 30.6 57.2
330 2.7 10.9 29.1 57.3

1347 1.8 12.2 28.7 57.2
1194 2.1 11.3 29.2 57.4
1050 2.0 11.4 31.4 55.1

90 4.4 20.0 20.0 55.6
1211 1.1 11.3 26.9 60.7
1699 2.1 12.5 29.3 56.2
1722 1.5 11.6 27.9 59.1
344 3.5 17.2 33.4 45.9
283 1.1 18.4 34.3 46.3
503 2.2 11.3 28.6 57.9

1336 1.3 9.2 26.2 63.2
205 3.9 9.3 19.5 67.3
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60時間以上
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②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 

○ 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 40.5%と最も高く、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

33.5%、「子供の気持ちを分かることができたこと」が 25.0%となっている。 

○ 性別にみると、男性で「家庭教育の大切さについて認識できたこと」が女性より 15.9 ポイント、

「しつけの仕方を学ぶことができたこと」が女性より 10.6 ポイント高くなっている。また、女性で

「みんなも同じ悩みを抱えていることを知ったこと」が男性より 14.6 ポイント高くなっている。 

○ 末子年齢別にみると、13-18 歳で「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」の割合が全体と比べて特に高くなっている。 

 

図表 ３－70 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（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。 

  

家庭教育の大切さについて認識できた
こと

しつけの仕方を学ぶことができたこと

子供の気持ちを分かることができたこ
と

子育て中の仲間と知り合えたこと

みんなも同じ悩みを抱えていることを
知ったこと

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

43.8
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図表 ３－71 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（複数回答として集計）／属性別 

 
※n=30 未満は参考値 

※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。 

  

(%)

n=

家庭教育の
大切さについ
て認識でき

たこと

しつけの仕方
を学ぶことが
できたこと

子供の気持
ちを分かるこ
とができたこ

と

子育て中の
仲間と知り合

えたこと

みんなも同じ
悩みを抱え
ていることを
知ったこと

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

472 40.5 24.4 25.0 23.3 33.5 20.3 16.3 7.4 0.4 3.2
163 50.9 31.3 23.3 20.9 23.9 18.4 13.5 8.0 0.0 3.7

20代 19 57.9 26.3 15.8 21.1 26.3 10.5 15.8 21.1 0.0 0.0
30代 51 49.0 29.4 23.5 19.6 25.5 29.4 11.8 5.9 0.0 2.0
40代 71 52.1 38.0 21.1 21.1 19.7 14.1 11.3 7.0 0.0 7.0
50代前半 22 45.5 18.2 36.4 22.7 31.8 13.6 22.7 4.5 0.0 0.0

309 35.0 20.7 25.9 24.6 38.5 21.4 17.8 7.1 0.6 2.9
20代 17 29.4 17.6 17.6 52.9 17.6 29.4 11.8 5.9 0.0 5.9
30代 81 28.4 27.2 23.5 23.5 33.3 25.9 18.5 11.1 1.2 2.5
40代 133 38.3 18.8 27.1 22.6 44.4 19.5 18.8 7.5 0.0 0.8
50代前半 78 37.2 17.9 28.2 23.1 38.5 17.9 16.7 2.6 1.3 6.4

219 44.3 23.7 24.2 25.1 27.9 20.1 17.8 9.1 0.5 1.8
56 37.5 32.1 17.9 23.2 33.9 32.1 7.1 8.9 0.0 3.6
42 42.9 26.2 21.4 19.0 42.9 19.0 11.9 7.1 0.0 4.8
52 40.4 28.8 25.0 26.9 30.8 17.3 21.2 5.8 0.0 1.9
57 35.1 15.8 33.3 19.3 40.4 15.8 17.5 5.3 0.0 7.0
46 30.4 21.7 30.4 19.6 45.7 17.4 17.4 2.2 2.2 4.3

433 41.1 23.6 24.2 23.3 33.5 20.1 17.1 7.6 0.5 3.2
39 33.3 33.3 33.3 23.1 33.3 23.1 7.7 5.1 0.0 2.6
29 31.0 27.6 27.6 17.2 27.6 31.0 13.8 13.8 0.0 3.4

357 40.3 22.1 26.3 23.0 33.9 19.9 17.6 6.7 0.3 3.6
52 46.2 34.6 17.3 30.8 32.7 21.2 3.8 5.8 0.0 1.9
34 41.2 29.4 20.6 20.6 35.3 14.7 23.5 11.8 2.9 0.0

193 36.8 23.8 22.3 22.3 35.8 21.2 16.1 8.8 1.0 4.7
189 42.9 25.4 29.6 22.2 33.9 19.0 15.9 6.3 0.0 1.1
45 33.3 22.2 15.6 28.9 35.6 20.0 17.8 8.9 0.0 6.7
45 53.3 24.4 26.7 26.7 20.0 22.2 17.8 4.4 0.0 2.2

189 46.0 24.9 27.0 25.4 30.7 19.6 11.1 5.3 0.5 3.7
160 45.6 24.4 20.0 24.4 33.1 20.6 10.6 6.3 0.0 6.9
141 36.9 29.8 19.1 23.4 30.5 27.0 17.0 5.7 1.4 3.5
22 31.8 22.7 18.2 9.1 54.5 13.6 27.3 18.2 0.0 0.0

150 34.7 24.0 26.0 21.3 36.0 19.3 20.0 10.0 0.0 2.7
247 37.7 24.3 28.7 22.7 31.6 21.1 15.8 8.1 0.4 4.0
225 43.6 24.4 20.9 24.0 35.6 19.6 16.9 6.7 0.4 2.2
71 33.8 14.1 33.8 22.5 33.8 15.5 23.9 8.5 1.4 4.2
55 43.6 32.7 27.3 21.8 32.7 14.5 14.5 5.5 0.0 1.8
68 39.7 23.5 27.9 22.1 33.8 32.4 8.8 7.4 0.0 1.5

141 42.6 29.1 22.0 25.5 27.7 22.7 12.8 7.1 0.0 5.0
27 55.6 37.0 29.6 11.1 18.5 14.8 7.4 14.8 0.0 3.7
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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・研修会などに参加して工夫してほしかったこと 

○ 家庭教育に関する講座・研修会などに参加して工夫してほしかったことは、「今の時代にあった内

容にして欲しい」が 46.4%と最も高く、次いで「もっと興味を持てる内容を取り上げて欲しい」が

28.8%、「もっと役に立つ内容にして欲しい」が 26.3%となっている。 

○ 性別にみると、男性で「もっと役に立つ内容にして欲しい」が女性より 13.3 ポイント高くなって

いる。 

○ 週当たりの平均労働時間別にみると、労働時間が長くなるにつれ「もっと興味を持てる内容を取り

上げて欲しい」の割合が高くなる傾向にある。 

 

図表 ３－72 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（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。 

  

今の時代にあった内容にして欲しい

もっと役に立つ内容にして欲しい

もっと興味を持てる内容を取り上げて
欲しい

事前に講座や研修会の内容を知らせ
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

子供が一緒に参加できるようにして欲
しい

その他

工夫して欲しいことはない

39.6

30.2
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24.3

22.9

23.8

1.9
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46.4

26.3

28.8
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図表 ３－73 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（複数回答として集計） 

／属性別 

 
※n=30 未満は参考値 

※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。 

  

(%)

n=

今の時代に
あった内容に

して欲しい

もっと役に立
つ内容にして

欲しい

もっと興味を
持てる内容を
取り上げて欲

しい

事前に講座
や研修会の

内容を知らせ
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

子供が一緒
に参加できる
ようにして欲

しい

その他
工夫して欲し
いことはない

472 46.4 26.3 28.8 22.5 21.8 23.1 1.9 12.3
163 49.7 35.0 32.5 20.2 23.3 18.4 0.0 9.8

20代 19 68.4 31.6 42.1 15.8 15.8 10.5 0.0 5.3
30代 51 41.2 47.1 23.5 21.6 27.5 23.5 0.0 7.8
40代 71 57.7 26.8 32.4 21.1 26.8 19.7 0.0 7.0
50代前半 22 27.3 36.4 45.5 18.2 9.1 9.1 0.0 27.3

309 44.7 21.7 26.9 23.6 21.0 25.6 2.9 13.6
20代 17 35.3 11.8 11.8 35.3 23.5 47.1 0.0 17.6
30代 81 48.1 21.0 27.2 22.2 21.0 19.8 2.5 14.8
40代 133 42.1 24.8 25.6 24.1 24.8 27.8 2.3 11.3
50代前半 78 47.4 19.2 32.1 21.8 14.1 23.1 5.1 15.4

219 44.7 25.6 30.1 23.7 18.3 26.9 2.3 11.9
56 51.8 33.9 30.4 16.1 21.4 19.6 0.0 10.7
42 50.0 23.8 31.0 26.2 38.1 19.0 0.0 4.8
52 46.2 23.1 25.0 36.5 25.0 25.0 0.0 7.7
57 49.1 26.3 22.8 10.5 26.3 22.8 3.5 17.5
46 41.3 26.1 30.4 19.6 15.2 10.9 4.3 21.7

433 47.3 26.1 28.6 22.2 22.2 21.5 2.1 12.7
39 35.9 28.2 30.8 25.6 17.9 41.0 0.0 7.7
29 24.1 20.7 34.5 34.5 27.6 41.4 3.4 3.4

357 48.7 26.3 27.7 21.6 23.2 19.6 2.0 13.2
52 42.3 30.8 28.8 25.0 17.3 30.8 1.9 9.6
34 47.1 23.5 35.3 17.6 8.8 32.4 0.0 14.7

193 45.6 28.5 28.0 22.8 20.2 23.3 2.1 11.9
189 49.2 25.4 27.5 19.6 23.8 23.8 2.1 12.7
45 33.3 20.0 31.1 26.7 20.0 22.2 0.0 20.0
45 51.1 26.7 35.6 28.9 22.2 20.0 2.2 4.4

189 44.4 27.0 28.0 22.8 25.9 23.3 2.1 11.1
160 42.5 24.4 29.4 21.3 20.6 23.1 2.5 15.6
141 44.7 22.7 29.8 25.5 19.9 24.1 1.4 13.5
22 50.0 27.3 36.4 13.6 27.3 22.7 0.0 9.1

150 50.7 27.3 23.3 20.7 23.3 21.3 2.0 13.3
247 44.1 24.3 31.6 21.9 21.5 21.1 1.2 14.6
225 48.9 28.4 25.8 23.1 22.2 25.3 2.7 9.8
71 39.4 25.4 21.1 33.8 18.3 18.3 2.8 16.9
55 45.5 23.6 25.5 21.8 20.0 32.7 0.0 12.7
68 42.6 27.9 29.4 26.5 23.5 22.1 0.0 10.3

141 45.4 30.5 36.9 15.6 24.8 21.3 0.7 11.3
27 55.6 25.9 44.4 11.1 18.5 25.9 3.7 7.4
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週当たりの
平均
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④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に重要なこと 

○ 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に重要なことは、「興味のある内容だ

と良い」が 39.1%と最も高く、次いで「無料だと良い」32.3%、「身近な場所で開催されると良い」

が 30.7%となっている。 

○ 性別にみると、女性で「身近な場所で開催されると良い」が男性より 11.6 ポイント高く、男性で

「夜間や休日の開催だと良い」が女性より 9.2 ポイント高くなっている。 

○ 性年代別にみると、20代の男性、20-30 代の女性で「無料だと良い」の割合が４割以上と全体と比

べて高くなっている。 

 

図表 ３－74 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に重要なこと（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。 

  

時間が短ければよい

仕事先で開催されれば良い

興味のある内容だと良い

分かりやすい内容だと良い

夜間や休日の開催だと良い

無料だと良い

身近な場所で開催されると良い

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

インターネットなどを介して提供されると
良い

その他

要件が整っても参加しない
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図表 ３－75 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に重要なこと（複数回答として集計）

／属性別 

 
※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。 

  

(%)

n=

時間が短け
ればよい

仕事先で開
催されれば

良い

興味のある
内容だと良い

分かりやすい
内容だと良い

夜間や休日
の開催だと

良い
無料だと良い

身近な場所
で開催される

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

インターネッ
トなどを介し

て提供される
と良い

その他
要件が整っ

ても参加しな
い

2949 15.3 9.0 39.1 16.2 11.8 32.3 30.7 2.5 2.0 8.7 0.8 14.6
1386 15.2 11.7 37.4 17.5 16.7 28.9 24.5 2.4 2.1 7.9 0.4 16.9

20代 57 17.5 21.1 26.3 12.3 7.0 43.9 17.5 3.5 1.8 8.8 0.0 17.5
30代 403 15.4 15.4 35.7 16.1 13.6 34.0 25.1 1.0 2.0 7.9 0.5 16.1
40代 648 14.8 10.5 39.5 18.7 18.1 27.0 23.3 2.3 2.2 8.0 0.3 17.0
50代前半 278 15.1 7.2 37.4 18.0 20.1 23.0 28.1 4.3 2.2 7.6 0.4 17.6

1563 15.5 6.6 40.6 15.0 7.5 35.4 36.1 2.7 1.9 9.5 1.3 12.5
20代 96 20.8 6.3 29.2 7.3 7.3 49.0 35.4 2.1 2.1 12.5 3.1 9.4
30代 499 15.8 8.2 38.1 14.8 5.6 41.7 36.9 2.2 2.6 7.8 1.8 11.0
40代 713 14.4 6.2 41.8 15.1 8.3 31.1 35.8 3.4 1.3 9.3 1.0 14.4
50代前半 255 15.7 4.7 46.7 18.0 9.0 29.8 36.1 2.0 2.4 12.2 0.4 11.4

1247 15.2 10.1 37.3 16.4 12.5 36.4 32.6 2.7 2.4 8.4 1.2 11.4
394 16.8 12.2 39.6 15.5 10.7 32.5 31.5 1.3 1.8 5.8 1.3 14.5
359 18.7 7.8 40.7 16.2 11.4 34.3 29.0 1.7 2.2 8.4 0.6 13.9
313 11.5 8.0 43.8 15.7 11.2 27.2 26.8 2.6 1.0 9.6 0.0 20.1
334 14.1 6.3 36.8 15.9 10.2 25.7 31.4 3.3 1.8 11.7 0.6 19.2
302 15.2 5.6 42.1 17.2 13.6 25.8 26.8 3.6 1.7 10.3 0.3 17.9

2773 15.1 9.1 39.6 16.4 11.5 32.3 30.9 2.5 2.1 8.7 0.9 14.5
176 18.8 8.0 31.3 13.1 16.5 33.0 27.3 3.4 1.1 9.7 0.6 16.5
141 21.3 6.4 29.8 12.8 12.8 36.2 28.4 1.4 0.7 9.9 0.7 17.7

2333 15.2 9.1 39.6 16.4 10.8 33.7 30.7 2.5 2.0 9.0 0.9 14.0
305 12.8 8.2 42.0 16.1 16.4 23.3 30.8 2.6 2.3 7.2 0.0 18.7
170 16.5 10.6 35.9 16.5 16.5 27.1 32.4 4.1 2.4 7.1 1.2 12.9

1149 14.0 8.2 37.9 14.9 12.2 32.6 32.2 3.0 2.1 10.7 0.9 14.3
1191 16.4 8.6 41.4 17.0 10.5 31.8 30.0 1.8 2.0 8.3 0.8 14.9
324 15.1 10.8 37.7 16.7 14.2 35.5 29.3 2.5 1.9 6.5 0.6 13.6
285 16.5 11.6 36.1 17.9 13.3 29.8 29.1 3.5 1.8 5.3 1.1 15.8

1158 14.7 9.1 40.1 17.2 11.4 32.9 30.4 2.5 1.9 8.2 0.6 14.6
1034 14.8 9.6 40.6 17.3 12.2 34.0 30.5 2.8 1.7 9.2 1.3 12.1
909 15.4 8.5 39.1 17.7 11.1 31.7 32.6 2.2 2.5 8.7 0.4 14.1
68 13.2 14.7 35.3 17.6 14.7 27.9 26.5 0.0 4.4 13.2 1.5 14.7

1061 16.1 8.5 38.1 14.8 11.3 32.7 30.3 2.4 2.0 8.9 1.0 15.7
1452 16.1 11.0 38.8 16.3 12.3 29.2 27.8 2.1 2.2 9.2 1.0 15.9
1497 14.6 7.1 39.5 16.2 11.4 35.4 33.5 3.0 1.8 8.3 0.7 13.3
273 15.0 5.5 42.1 15.4 4.4 34.1 34.4 0.7 1.5 13.2 2.2 14.3
228 19.7 6.6 35.1 16.2 9.2 35.1 33.3 1.8 3.9 9.6 1.8 11.8
435 15.9 11.7 37.7 16.8 12.0 32.4 27.6 2.8 2.3 9.7 0.7 14.0

1195 14.6 12.6 37.8 17.0 18.0 28.5 26.8 2.6 1.9 7.9 0.2 15.2
178 18.5 14.6 35.4 18.0 18.5 26.4 19.7 0.6 0.6 3.9 1.1 20.8

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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 49.7%と最も高く、次いで「子供の

健康・発達に関すること」が 46.0%、「子供のしつけ」が 45.4%となっている。 

○ 性年代別にみると、20-30 代の男性で「子供のしつけ」が、20-30 代女性で「子供のほめ方・叱り

方」「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」の割合が全体と比べ

て特に高くなっている。 

○ 末子年齢別にみると、10-18 歳で「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」が３割以上と全体と比べて高くなっている。 

○ 平成 28 年度調査と比較すると、「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」、が 5.4 ポイント高くなっている。 

 

図表 ３－76 家庭教育について知りたい情報（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。 

 

  

子供のしつけ

子供の健康・発達に関すること

いじめ・不登校・ひきこもりへの対応

子供の性に関すること

子供への虐待・体罰に関すること

子供のほめ方・叱り方

子供とのコミュニケーションの仕方

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

講座、研修会に関すること

相談窓口

子供や親の交流の場

その他

特にない

51.5

40.2

16.0

6.5

2.9

50.9

25.8

19.1

4.1

6.6

14.1

4.0

12.4

46.8

44.5

22.9

7.8

6.9

48.2

30.1

19.5

3.5

7.0

9.6

0.5

13.4

45.4

46.0

19.3

11.5

5.1

49.7

31.9

24.9

2.7

5.5

9.4

0.3

12.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

H20(n=3,000) H28(n=3,000) R2(n=3,421)

(%)
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図表 ３－77 家庭教育について知りたい情報（複数回答として集計）／属性別 

 
※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。 

 
  

(%)

n=

子供のしつけ
子供の健康・
発達に関す

ること

いじめ・不登
校・ひきこも
りへの対応

子供の性に
関すること

子供への虐
待・体罰に関

すること

子供のほめ
方・叱り方

子供とのコ
ミュニケー

ションの仕方

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

講座、研修
会に関するこ

と
相談窓口

子供や親の
交流の場

その他 特にない

3421 45.4 46.0 19.3 11.5 5.1 49.7 31.9 24.9 2.7 5.5 9.4 0.3 12.0
1549 50.3 45.5 22.4 8.8 7.0 46.9 28.5 19.6 2.7 5.4 8.8 0.3 14.4

20代 76 59.2 51.3 28.9 11.8 7.9 42.1 30.3 7.9 0.0 7.9 13.2 0.0 9.2
30代 454 54.2 48.7 20.3 9.3 5.9 53.5 30.4 13.4 2.4 6.6 9.0 0.4 12.6
40代 719 50.1 46.5 21.8 8.5 7.6 45.6 27.5 22.5 3.2 4.5 9.0 0.4 14.0
50代前半 300 42.7 37.0 25.3 8.3 6.7 41.3 27.3 24.7 2.7 5.3 7.0 0.0 19.3

1872 41.4 46.3 16.7 13.7 3.5 51.9 34.7 29.3 2.6 5.6 9.8 0.3 10.0
20代 113 54.0 56.6 3.5 7.1 2.7 60.2 50.4 8.8 2.7 8.0 18.6 0.0 6.2
30代 580 48.3 51.0 14.0 15.7 2.4 57.1 38.6 19.7 1.9 3.8 10.9 0.2 9.0
40代 846 40.0 43.7 17.3 14.1 4.0 51.1 31.9 32.3 2.7 6.3 8.7 0.2 10.3
50代前半 333 28.8 41.1 24.3 11.4 4.2 42.3 29.7 45.3 3.6 6.3 7.5 0.6 12.3

1466 50.8 50.4 16.8 10.0 5.3 54.8 35.3 18.8 2.5 6.0 12.4 0.1 9.3
450 52.9 48.2 18.9 11.8 7.1 50.9 33.6 20.0 2.2 4.0 9.6 0.9 8.4
401 46.9 49.9 23.4 12.0 5.0 55.1 30.4 25.2 2.0 4.5 4.7 0.0 10.0
365 41.1 40.5 23.0 15.1 3.8 43.0 26.0 32.1 2.5 4.9 7.7 0.5 15.6
391 33.0 37.6 19.2 15.6 4.6 42.7 26.3 37.9 3.3 5.6 5.1 0.3 17.6
348 29.9 34.8 21.3 8.3 3.2 35.1 29.6 34.5 4.3 7.2 8.0 0.6 20.1

3206 46.1 46.4 19.0 11.2 5.1 50.1 32.1 24.3 2.7 5.4 9.5 0.3 11.9
215 35.3 40.0 23.7 16.3 5.1 43.3 28.4 33.5 2.8 7.4 7.9 0.0 13.0
170 34.7 37.6 22.4 17.1 3.5 42.9 29.4 34.1 4.1 7.6 6.5 0.0 14.1

2690 46.0 46.8 18.5 11.2 5.1 50.0 32.2 23.9 2.8 5.4 9.6 0.4 12.0
357 47.9 45.7 22.7 10.1 5.6 51.3 30.8 24.6 0.8 4.2 9.2 0.0 11.2
204 42.6 42.6 20.6 13.2 4.9 47.5 31.9 30.4 3.4 7.8 8.3 0.0 11.3

1342 44.2 48.4 18.3 9.4 4.7 47.2 33.1 23.5 3.1 6.4 10.0 0.4 12.2
1380 47.0 45.3 18.9 13.3 4.7 52.2 31.6 25.9 2.2 4.9 8.9 0.3 11.6
369 42.5 43.4 20.6 11.4 6.0 53.1 31.4 25.7 2.4 3.0 9.2 0.0 12.2
330 47.0 41.5 23.3 12.7 7.0 45.5 28.8 24.8 3.3 7.3 8.8 0.3 12.4

1347 47.4 45.8 17.7 11.7 5.3 51.4 33.0 25.1 2.2 5.0 9.4 0.4 11.0
1194 47.9 46.1 17.8 11.6 4.8 52.8 34.0 24.9 2.4 6.3 9.6 0.5 10.3
1050 47.9 45.7 20.2 11.1 4.8 50.0 31.8 25.9 3.1 5.2 8.8 0.3 11.0

90 42.2 48.9 28.9 10.0 8.9 44.4 37.8 25.6 2.2 4.4 7.8 2.2 11.1
1211 43.8 46.5 19.7 11.4 5.1 47.6 31.1 22.3 2.6 5.8 9.2 0.1 13.8
1699 44.2 44.5 19.1 11.0 5.6 49.8 31.1 25.7 3.1 5.2 9.1 0.4 12.9
1722 46.6 47.4 19.4 12.0 4.5 49.5 32.7 24.0 2.3 5.8 9.6 0.2 11.1
344 38.4 43.6 15.7 14.2 2.9 52.0 34.0 27.9 2.9 5.8 10.5 0.6 10.5
283 44.2 45.9 16.6 15.9 4.6 50.9 34.3 27.6 4.2 5.7 9.5 0.4 9.5
503 48.9 44.9 21.7 10.3 5.8 48.5 32.4 24.3 2.2 4.4 6.6 0.2 12.3

1336 46.1 45.4 22.0 9.0 6.3 48.9 28.7 23.8 3.1 5.7 9.7 0.2 13.5
205 47.3 49.3 23.4 10.2 7.3 44.4 21.5 18.5 0.5 4.4 9.3 0.5 17.6

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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 45.5%と最も高く、次いで「子育てをしている仲

間」が 40.2%、「インターネット」が 35.7%となっている。 

○ 性別にみると、男性は「配偶者」が 74.0%と最も高く、次いで「インターネット」が 31.1%、「子育

てをしている仲間」が 23.9%、女性は、「子育てをしている仲間」が 53.7%と最も高く、次いで「イ

ンターネット」が 39.5%、「実母」が 25.2%である。女性の方が、子育てをしている仲間など広く情

報を得ていることが伺える。 

 

図表 ３－78 家庭教育に関する情報の入手先（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。 

配偶者

実父

実母

義父

義母

自分または配偶者の兄弟姉妹

子育てをしている仲間

近所の人

保育所・幼稚園・学校の先生

子育てサポーターなど子育て支援者

子育てサークルやNPOなどの民間団
体

行政などの公的機関の相談窓口

行政などの公的機関からの広報紙

テレビ・ラジオ

新聞

雑誌・書籍

インターネット

講座や研修会

その他

情報は得ていない

40.9

4.0

24.3

0.7

7.2

10.1

37.0

5.8

17.8

3.4

1.9

0.9

5.2

14.4

10.4

14.8

31.3

2.7

5.9

10.6

42.3

4.0

21.7

1.9

7.7

9.6

36.4

5.4

20.0

4.4

2.2

2.5

8.4

16.5

6.4

8.7

35.6

2.1

1.3

12.4

45.5

3.2

23.9

0.8

6.5

9.2

40.2

4.8

17.5

4.9

1.2

2.6

9.1

18.8

4.9

6.6

35.7

1.6

0.6

11.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

H20(n=3,000) H28(n=3,000) R2(n=3,421)

(%)
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図表 ３－79 家庭教育に関する情報の入手先（複数回答として集計）／属性別 

 
※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。 

(%)

n=

配偶者 実父 実母 義父 義母
自分または
配偶者の兄

弟姉妹

子育てをして
いる仲間

近所の人
保育所・幼稚
園・学校の先

生

子育てサ
ポーターなど
子育て支援

者

子育てサー
クルやNPO
などの民間

団体

行政などの
公的機関の
相談窓口

行政などの
公的機関か
らの広報紙

テレビ・
ラジオ

新聞 雑誌・書籍
インター
ネット

講座や研修
会

その他
情報は得て

いない

3421 45.5 3.2 23.9 0.8 6.5 9.2 40.2 4.8 17.5 4.9 1.2 2.6 9.1 18.8 4.9 6.6 35.7 1.6 0.6 11.3
1549 74.0 4.6 22.2 1.4 10.6 6.3 23.9 3.6 11.8 2.3 0.8 2.1 7.9 19.2 5.0 5.2 31.1 1.2 0.4 10.9

20代 76 75.0 6.6 36.8 2.6 25.0 3.9 15.8 1.3 3.9 1.3 1.3 2.6 3.9 13.2 0.0 6.6 31.6 0.0 0.0 10.5
30代 454 76.2 5.5 28.4 0.9 13.7 6.6 24.7 4.6 7.3 2.4 0.9 1.5 6.8 16.7 2.4 4.4 35.0 0.7 0.4 9.9
40代 719 72.2 4.7 20.6 1.7 9.0 7.0 22.0 3.6 14.6 2.6 0.7 2.5 8.1 20.4 6.0 5.0 29.3 1.4 0.6 11.3
50代前半 300 74.7 2.7 13.0 1.3 6.0 5.0 29.3 2.7 14.0 1.3 0.7 2.0 10.3 21.7 7.7 6.7 29.3 2.0 0.0 11.7

1872 21.8 1.9 25.2 0.3 3.2 11.6 53.7 5.8 22.2 7.0 1.6 2.9 10.0 18.4 4.9 7.7 39.5 1.9 0.9 11.6
20代 113 27.4 2.7 32.7 0.0 3.5 15.0 46.0 4.4 16.8 15.9 2.7 3.5 7.1 9.7 0.9 8.0 51.3 0.9 0.0 11.5
30代 580 21.4 1.6 32.1 0.7 4.8 10.7 52.4 5.0 24.1 9.5 1.2 2.4 5.9 17.8 1.6 5.9 45.3 0.7 0.5 11.6
40代 846 22.0 2.0 23.2 0.0 2.5 11.1 55.4 6.0 22.7 5.1 2.0 2.8 12.9 18.7 5.9 7.9 36.6 2.7 1.1 10.4
50代前半 333 20.4 2.1 15.9 0.3 2.1 13.5 54.4 7.2 19.2 4.5 0.9 3.9 10.8 21.9 9.3 10.2 32.7 2.4 1.2 14.7

1466 48.1 3.7 27.6 1.3 8.4 11.1 39.8 4.1 15.8 7.0 1.5 2.4 9.0 17.3 2.9 6.5 39.2 0.9 0.4 9.8
450 45.8 2.7 25.8 0.7 6.2 7.1 40.7 4.4 26.7 4.7 1.1 2.2 7.6 17.3 3.6 6.4 37.3 1.6 0.7 8.9
401 49.4 3.0 20.7 0.5 6.5 6.0 39.7 7.5 17.5 2.7 1.0 3.2 9.2 18.2 6.2 5.0 37.4 1.7 1.0 11.0
365 42.2 3.0 20.0 0.3 4.7 7.9 37.0 3.8 18.6 2.7 1.6 1.9 9.6 21.4 5.8 7.7 30.4 2.7 0.5 16.2
391 40.2 2.6 17.6 0.0 3.6 9.0 40.7 5.6 16.1 1.5 0.5 3.3 10.2 21.5 7.9 7.7 32.2 2.0 0.5 13.8
348 38.8 2.6 20.4 0.6 4.6 9.5 44.8 5.5 12.9 4.3 0.9 2.9 9.2 21.8 9.2 6.6 26.7 2.9 1.4 12.9

3206 48.5 3.0 23.1 0.8 6.8 8.8 39.5 4.8 17.1 4.8 1.2 2.5 9.1 19.0 5.0 6.5 35.9 1.6 0.7 11.1
215 0.0 6.0 35.8 0.0 2.3 16.3 50.7 5.6 23.7 5.1 2.3 3.3 8.8 15.8 4.2 7.4 33.0 2.3 0.0 14.0
170 4.7 2.9 26.5 0.0 1.2 19.4 45.3 6.5 22.9 6.5 2.9 4.1 11.2 15.9 6.5 3.5 34.7 2.4 0.0 15.9

2690 48.7 3.1 23.4 0.9 7.0 8.5 39.0 5.0 16.4 4.2 1.2 2.3 8.9 19.0 4.8 6.8 36.9 1.5 0.7 11.2
357 52.9 2.2 21.0 0.8 6.2 8.4 42.6 3.4 21.8 8.7 0.3 4.2 9.5 19.0 5.3 5.9 28.0 2.0 0.8 9.8
204 24.0 5.9 32.4 0.0 5.9 12.3 48.0 3.9 19.6 5.9 2.5 2.5 8.3 18.1 4.4 7.8 34.3 2.0 0.5 11.3

1342 43.8 3.4 24.9 0.4 6.4 11.1 38.5 4.2 15.1 5.6 1.4 3.0 8.4 18.0 4.5 7.9 39.0 1.5 1.0 10.7
1380 44.9 3.0 24.0 1.0 6.7 7.6 41.2 4.7 18.7 4.2 1.4 2.3 8.3 19.9 5.6 6.2 34.9 2.0 0.1 12.2
369 51.8 3.3 22.2 0.5 7.0 8.7 42.0 7.0 22.0 3.0 0.0 3.0 10.8 19.0 5.1 4.9 32.5 0.8 1.1 9.2
330 47.6 3.0 20.9 1.8 6.1 9.1 41.2 5.5 17.3 6.7 0.9 1.5 12.7 17.6 3.3 4.5 29.4 1.2 0.6 11.8

1347 44.5 4.0 30.5 0.5 6.2 9.9 42.3 4.5 17.9 4.6 1.0 1.7 8.5 19.6 5.3 5.7 33.9 1.6 0.4 10.8
1194 50.6 3.6 24.4 1.1 9.5 8.9 38.6 4.0 18.2 5.1 1.2 2.8 8.8 19.0 4.4 6.1 34.3 1.6 0.8 11.2
1050 43.4 2.8 28.0 0.8 8.2 13.7 43.7 3.5 17.1 5.3 1.6 2.3 9.6 18.7 4.4 5.6 32.9 1.2 0.6 10.5

90 56.7 4.4 30.0 1.1 8.9 7.8 42.2 5.6 17.8 4.4 1.1 0.0 3.3 21.1 3.3 8.9 31.1 2.2 1.1 11.1
1211 44.1 2.2 18.9 0.7 4.9 7.3 38.1 6.0 15.8 5.0 1.2 2.7 9.5 17.7 4.6 7.6 40.0 1.6 0.8 12.6
1699 47.6 2.5 22.5 0.6 6.8 8.3 41.2 5.1 18.9 4.0 0.9 2.3 9.4 19.0 5.2 5.7 33.2 1.6 0.9 11.9
1722 43.3 3.8 25.2 0.9 6.3 10.2 39.3 4.5 16.1 5.7 1.5 2.8 8.7 18.6 4.6 7.5 38.2 1.6 0.3 10.7
344 22.1 0.9 21.5 0.3 4.4 8.4 56.1 7.8 23.0 4.4 1.5 2.3 10.2 20.1 6.4 7.6 39.8 2.3 2.0 10.5
283 33.9 2.8 29.0 0.7 6.0 8.8 53.0 6.4 23.0 5.7 1.4 2.8 9.2 17.3 5.3 5.7 31.4 1.8 1.1 10.6
503 44.3 4.2 25.6 1.2 7.4 9.7 37.4 4.4 20.5 4.0 1.2 2.2 9.7 17.5 4.2 6.4 34.4 1.6 0.2 12.1

1336 63.2 4.0 22.5 1.0 8.9 7.8 30.5 4.0 13.7 2.8 0.7 2.4 8.7 18.9 5.6 5.6 31.6 1.1 0.6 11.2
205 63.9 4.9 20.0 1.0 6.8 7.3 19.5 3.9 12.7 5.4 1.0 2.9 7.8 19.5 2.9 5.9 32.7 2.9 0.5 14.1

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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を十分に得られているか 

○ 家庭教育に関する情報を十分に得られているかは、「得られている（「得られている」と「どちらか

といえば得られている」の合計）」が 30.1%となっている。 

○ 年代別にみると、年代が若くなるにつれ「得られている（「得られている」と「どちらかといえば

得られている」の合計）」割合が、高くなる傾向にある。 

○ 週当たりの平均労働時間別にみると、労働時間が短くなるにつれ「得られている（「得られてい

る」と「どちらかといえば得られている」の合計）」割合が概ね高くなる傾向にある。 

 

図表 ３－80 家庭教育に関する情報を十分に得られているか（単一回答） 

 
 

  

H28（n=3,000）

R2（n=3,421）

得られている

5.3

3.0

どちらかといえば

得られている

31.9

27.1

どちらとも

いえない

44.0

51.0

どちらかといえば

得られていない

12.6

14.8

得られていない

6.1

4.1

(%)
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図表 ３－81 家庭教育に関する情報を十分に得られているか（単一回答）／属性別 

 
 

  

(%)

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

3421 3.0 27.1 51.0 14.8 4.1
1549 3.0 25.0 54.0 14.3 3.6

20代 76 6.6 40.8 35.5 14.5 2.6
30代 454 3.7 29.5 50.4 14.3 2.0
40代 719 2.9 22.8 55.5 14.2 4.6
50代前半 300 1.3 19.7 60.3 14.7 4.0

1872 2.9 28.8 48.5 15.3 4.5
20代 113 4.4 37.2 33.6 17.7 7.1
30代 580 2.8 29.0 43.4 19.1 5.7
40代 846 2.4 28.7 50.1 14.9 3.9
50代前半 333 4.2 25.8 58.3 8.7 3.0

1466 3.6 28.4 48.1 16.1 3.8
450 2.9 28.2 49.8 15.1 4.0
401 1.7 24.7 52.6 16.2 4.7
365 3.0 22.5 57.0 13.2 4.4
391 2.0 25.8 52.4 14.8 4.9
348 2.9 29.3 54.9 9.5 3.4

3206 3.1 27.0 51.0 14.9 4.0
215 1.4 28.8 51.2 13.5 5.1
170 2.4 22.4 55.9 12.4 7.1

2690 3.0 27.0 50.6 15.3 4.1
357 2.8 29.4 52.1 12.3 3.4
204 3.4 27.9 50.0 15.2 3.4

1342 3.0 27.9 49.2 15.4 4.5
1380 3.3 25.5 52.8 14.3 4.1
369 2.4 28.7 48.0 17.3 3.5
330 2.4 28.8 54.2 11.8 2.7

1347 3.0 28.1 50.5 14.4 4.0
1194 3.6 27.8 50.3 14.7 3.7
1050 3.7 29.0 47.9 15.5 3.9

90 6.7 26.7 48.9 12.2 5.6
1211 2.5 24.8 52.9 15.1 4.7
1699 3.5 28.1 50.8 14.4 3.2
1722 2.4 26.1 51.2 15.3 4.9
344 3.8 32.3 48.3 14.2 1.5
283 2.1 33.2 48.1 14.5 2.1
503 4.0 27.6 49.7 12.9 5.8

1336 2.5 24.9 53.6 15.2 3.7
205 4.4 23.9 56.6 10.7 4.4

全体

性別
×

年代

男性（計）

女性（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

ひとり親と子供から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

同居
子の数

1人

2人

3人

4人以上

近居
状況

あなたの親

配偶者の親

あなた・配偶者の祖父母・親族

その他

近居している家族・親族はいない

夫婦の
就業状況

共働き

片働き

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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調査結果分析詳細                         

子育ての悩みをいつも感じる人の状況について 
①子育ての悩みをいつも感じる人の属性 

○ 子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人の割合は、どの年代においても、女性が高くなってい

る。 

 

図表 ４－１ 性年代（単一回答）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
 
○ 家族形態について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人の割合は、「ひとり親と子供から成

る世帯（配偶者なし）」が同様の世帯の配偶者ありと比べて高くなっている。 

 

図表 ４－２ 家族形態（複数回答）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

TOTAL（n=3,421）

いつも感じる（n=471）

たまに感じる（n=1,917）

あまり感じない・まったく
感じない（n=1,033）

男性20代

2.2

2.1

2.1

2.4

男性30代

13.3

10.4

13.6

14.0

男性40代

21.0

13.4

18.7

28.8

男性50代

前半

8.8

5.9

7.7

12.0

女性20代

3.3

5.1

3.4

2.3

女性30代

17.0

22.1

18.2

12.3

女性40代

24.7

28.5

26.7

19.5

女性50代

前半

9.7

12.5

9.7

8.6

(%)

ひとり親と子供から成る世帯

　ひとり親と子供から成る世帯（配偶者
なし）

　ひとり親と子供から成る世帯（配偶者
あり）

夫婦と子供から成る世帯

3世代世帯

その他の世帯

8.1

5.9

2.1

76.9

7.9

7.2

4.9

3.7

1.2

78.0

11.1

6.1

3.8

2.9

0.9

80.5

10.5

5.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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○ 職業・雇用形態について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、子育ての悩みや不安の程

度が他の人と比べて、「専業主婦（夫）／無業／その他」の割合が高くなっている。 

 

図表 ４－３ 職業・雇用形態（単一回答）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

TOTAL（n=3,421）

いつも感じる（n=471）

たまに感じる（n=1,917）

あまり感じない・まったく
感じない（n=1,033）

正規雇用社員

53.3

39.3

52.2

61.7

非正規雇用社員

21.0

22.5

22.0

18.6

自営業等

3.4

3.2

2.9

4.4

専業主婦（夫）／

無業／その他

22.3

35.0

22.8

15.4

(%)
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○ 困ったときに助けてくれる人について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、子育ての悩

みや不安の程度が他の人と比べて、「友人・知人」の割合が高く、子育ての悩みや不安を「あまり感

じない・まったく感じない」人は、「配偶者の父母」の割合が高くなっている。 

 

図表 ４－４ 困ったときに助けてくれる人（複数回答）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

配偶者

あなたの父母

配偶者の父母

あなたの祖父母

配偶者の祖父母

あなたの親族（兄弟姉妹、おじ、おば、
いとこ等）

配偶者の親族（兄弟姉妹、おじ、おば、
いとこ等）

近所の人

友人・知人

職場内の体制（相談窓口等）

職場の人（上司、先輩、同僚等）

地域や行政の相談機関・支援員

その他

特にいない

57.7

60.7

23.1

2.3

1.3

17.0

3.6

4.7

29.3

1.1

6.8

4.5

0.8

11.5

71.7

64.6

34.7

2.8

2.0

18.8

6.3

7.1

28.1

1.1

8.2

2.9

0.5

5.3

71.6

61.0

36.9

2.3

1.6

18.9

7.4

6.7

26.1

0.8

8.1

1.6

0.3

7.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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○ 平日の子育ての分担状況について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「自分がほとん

どやっている」割合が５割を超えており、平日の子供とふれ合う時間では「4時間以上」の割合が

高くなっている。 

 

図表 ４－５ 子育ての分担：平日（単一回答）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
 

図表 ４－６ 子供とふれ合う時間：平日（単一回答）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

TOTAL（n=3,421）

いつも感じる（n=471）

たまに感じる（n=1,917）

あまり感じない・まったく
感じない（n=1,033）

自分がほとんど

やっている

38.2

52.9

38.7

30.7

自分が主にやって

いるが、配偶者・

パートナーも協

力・分担している

16.3

16.6

18.7

11.5

ほぼ半々に

分担している

5.8

4.0

6.1

5.9

配偶者・パート

ナーが主にやって

いるが、自分も協

力・分担している

20.7

11.5

20.5

25.4

配偶者・パート

ナーがほとんど

やっている

17.7

13.4

14.6

25.4

その他

（実父母、義父

母、兄弟姉妹等）

1.3

1.7

1.4

1.2

(%)

TOTAL（n=3,421）

いつも感じる（n=471）

たまに感じる（n=1,917）

あまり感じない・まったく
感じない（n=1,033）

1時間未満

21.7

23.6

19.8

24.6

1～2時間未満

27.8

23.1

29.2

27.4

2～3時間未満

21.2

19.5

20.0

24.2

3～4時間未満

9.0

8.7

9.4

8.3

4時間以上

20.3

25.1

21.6

15.5

(%)
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○ 子育てをしていて負担を感じることにについて、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、

「精神的な負担」が６割以上と高くなっている。 

 

図表 ４－７ 子育てをしていて負担を感じること（回答は２つまで）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

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

負担は感じていない

56.1

24.8

63.5

7.6

26.3

2.3

1.7

0.6

0.8

53.4

22.4

30.8

8.1

33.3

3.9

2.2

1.0

8.5

38.0

18.4

9.9

6.4

24.2

2.6

1.2

0.4

32.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)



 

89 

○ 子育ての悩みや不安の内容について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「たまに感じ

る」人に比べ、「子供との接し方が分からない」「家族で協力して子育てができていない」「子供の気

持ちが分からない」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－８ 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） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
※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。 

  

しつけの仕方が分からない

子供の健康や発達について悩みや不
安がある

子供の生活習慣の乱れについて悩み
や不安がある

子供との接し方が分からない

子供の気持ちが分からない

子供の友人関係について悩みや不安
がある

子育てに十分な時間がとれない

家族で協力して子育てができていない

子育てに関して家族の方針が合わな
い

保護者同士の良い関係が作れない

忙しい時子供の面倒を見てくれる人が
いない

子育てについて職場の理解が得られ
ない

子育てをする上で経済的に厳しい

その他

43.3

40.3

42.0

19.1

32.7

12.1

19.3

15.9

14.0

6.4

16.1

1.3

29.3

6.6

40.0

38.0

43.1

12.1

28.7

16.1

27.3

10.9

10.1

6.9

16.7

2.6

33.5

9.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917)

(%)
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○ 子育ての悩みや不安がある時の主な相談相手について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人

は、「配偶者」が 64.5%と高くなっている。 

 

図表 ４－９ 子育てについて悩みや不安がある時の主な相談相手（複数回答として集計） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
※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。 

 

  

配偶者

実父

実母

義父

義母

自分または配偶者の兄弟姉妹

自分または配偶者の友人

子育てをしている仲間

近所の人

保育所・幼稚園・学校の先生

子育てサポーターなど子育て支援者

子育てサークルやNPOなどの民間団
体

行政など公的機関

インターネットの相談WEBサイト

子供と話し合って解決する

その他

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

64.5

9.6

49.0

1.3

6.8

13.2

14.2

21.0

1.3

11.9

4.5

1.3

3.4

3.2

9.6

2.1

6.2

1.5

7.4

79.6

10.4

52.8

1.7

12.0

16.2

14.2

26.3

1.7

7.1

1.6

0.4

1.8

2.8

13.4

1.9

1.4

0.8

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917)

(%)
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②地域の関わりについて 

○ 子育てに対する地域の支えの重要さについて、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「重

要だと思う」が 76.2%と高くなっている。 

 

図表 ４－10 子育てに対する地域の支えの重要さ（単一回答）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
 
○ 子供を通じた地域とのつながりの状況について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、

「子育ての悩みを相談できる人がいる」割合が他と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－11 子供を通じた地域とのつながり（複数回答）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

TOTAL（n=3,421）

いつも感じる（n=471）

たまに感じる（n=1,917）

あまり感じない・まったく
感じない（n=1,033）

重要だと思う

70.0

76.2

73.3

61.0

どちらとも

言えない

23.5

15.9

22.5

28.8

重要ではない

と思う

4.8

5.5

3.2

7.3

分からない

1.7

2.3

0.9

2.9

(%)

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

子供を通じて関わっている人はいない

18.7

16.3

21.2

31.4

14.2

30.4

38.2

0.0

32.5

24.4

19.9

23.7

31.0

15.7

30.0

38.7

0.1

25.1

22.7

17.2

23.0

29.9

14.1

23.7

35.3

0.1

31.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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○ 地域で子育てを支えるために重要なことについて、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、

「子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や場があること」「子育て家庭の家事を支援する

人や場があること」「不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに子供を預かる人や場があること」

の割合が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて特に高くなっている。 

 

図表 ４－12 地域で子育てを支えるために重要なこと（複数回答）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

子育てに関する悩みについて気軽に
相談できる人や場があること

子育てをする親同士で話ができる仲間
づくりの場があること

子育てに関する情報を提供する人や場
があること

子育て家庭の家事を支援する人や場
があること

不意の外出や親の帰りが遅くなった時
などに子供を預かる人や場があること

子供と一緒に遊ぶ人や場があること

子供にスポーツや勉強を教える人や場
があること

地域の伝統文化を子供に伝える人や
場があること

子供に自分の職業体験や人生経験を
伝える人や場があること

小中学校の校外学習や行事をサポー
トする人がいること

子供の防犯のための声かけや登下校
の見守りをする人がいること

子供と大人が一緒に参加できる地域
の行事やお祭りなどがあること

その他

特にない

61.6

38.0

42.3

39.1

38.0

40.8

34.0

22.1

23.6

25.5

47.1

32.9

0.2

8.3

54.9

37.4

39.4

32.0

31.4

40.1

30.1

19.6

18.1

24.4

45.3

30.9

0.6

7.1

41.7

31.4

28.2

24.6

22.8

38.3

25.3

18.3

14.0

19.7

43.5

31.3

0.6

14.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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○ 地域の人たちや子育てサークルで支援すべき内容について、子育ての悩みや不安を「いつも感じ

る」人は、「家庭教育の悩みや相談に応じること」の割合が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と

比べて特に高くなっている。 

 

図表 ４－13 家庭教育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 

（複数回答として集計）／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

子供の悪い行いを注意し、良い行いを
ほめること

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

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

イベントなど親子がふれ合う機会を設
けること

家庭教育について学ぶ機会を設けるこ
と

地域全体で子育てを支援する環境をつ
くること

その他

あてはまるものはない

43.1

61.6

34.8

30.6

28.0

14.6

51.6

0.2

8.9

49.4

63.7

27.6

29.0

32.1

14.0

49.9

0.1

7.4

50.4

65.2

24.7

24.4

34.6

10.5

46.9

0.1

10.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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③家庭教育支援の在り方について 

○ 家庭教育の充実のために必要なことについて、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「学

校・幼稚園・保育所が家庭を支援すること」「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」の割合が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－14 家庭教育の充実のために必要なこと（回答は２つまで）／子育てについての 

悩みや不安の程度別 

 
  

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

32.1

13.6

27.0

18.3

9.6

40.3

25.5

1.9

37.8

12.2

25.9

16.3

8.6

37.6

24.0

1.1

36.8

8.1

22.3

12.3

9.6

39.2

25.6

1.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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○ 家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきことについて、子育ての悩みや不安を「いつも感じ

る」人は、「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」などが、子育ての

悩みや不安の程度が他の人と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－15 家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきこと（複数回答として集計） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
※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。 

 

  

あいさつやマナーなど基本的なしつけ
を教えること

早寝早起きや部屋の片づけなど生活
習慣を教えること

健康なからだや健全な精神を育成する
こと

物事の善悪を教えること

人としての生き方を教えること

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

親子のふれ合いの場を持つこと

その他

あてはまるものはない

69.2

41.0

48.4

49.7

34.8

10.6

4.2

6.4

29.5

0.6

1.5

78.8

41.3

48.7

50.3

29.5

9.0

4.1

6.7

26.9

0.2

0.9

79.7

34.0

48.2

55.0

34.3

8.9

2.9

4.5

24.5

0.2

2.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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④情報面での支援 

○ 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況について、子育ての悩みや不安を「いつも感じ

る」人は、「参加する（「よく参加する」と「時々参加する」の合計）」の割合が、子育ての悩みや不

安の程度が他の人と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－16 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況（単一回答） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

TOTAL（n=3,421）

いつも感じる（n=471）

たまに感じる（n=1,917）

あまり感じない・まったく
感じない（n=1,033）

よく参加する

1.8

2.3

1.5

2.0

時々参加する

12.0

14.4

12.7

9.7

あまり参加しない

28.6

26.1

30.1

26.9

参加したことが

ない

57.6

57.1

55.7

61.4

(%)
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○ 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について、子育ての悩みや不安を「い

つも感じる」人は、「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」「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」の割合

が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－17 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（複数回答として集計） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
※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。 

 

家庭教育の大切さについて認識できた
こと

しつけの仕方を学ぶことができたこと

子供の気持ちを分かることができたこ
と

子育て中の仲間と知り合えたこと

みんなも同じ悩みを抱えていることを
知ったこと

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

24.1

12.7

30.4

19.0

49.4

29.1

20.3

6.3

0.0

2.5

41.9

25.4

22.4

23.9

32.0

18.4

16.9

8.5

0.4

3.7

47.9

29.8

27.3

24.8

26.4

19.0

12.4

5.8

0.8

2.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

いつも感じる(n=79) たまに感じる(n=272) あまり感じない・まったく感じない(n=121)

(%)
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○ 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について、子育ての悩みや

不安を「いつも感じる」人は、「自分の家庭の事情に合わせた内容にして欲しい」の割合が、子育て

の悩みや不安の程度が他の人と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－18 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（複数回答として集計）／

子育てについての悩みや不安の程度別 

 

※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。 

 

  

今の時代にあった内容にして欲しい

もっと役に立つ内容にして欲しい

もっと興味を持てる内容を取り上げて
欲しい

事前に講座や研修会の内容を知らせ
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

子供が一緒に参加できるようにして欲
しい

その他

工夫して欲しいことはない

43.0

20.3

30.4

24.1

35.4

19.0

2.5

10.1

46.3

30.1

30.5

21.0

21.0

24.3

1.5

9.9

48.8

21.5

24.0

24.8

14.9

23.1

2.5

19.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

いつも感じる(n=79) たまに感じる(n=272) あまり感じない・まったく感じない(n=121)

(%)
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○ 受けてみたいと思う子育てや家庭教育の支援について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人

は、どのような形態の支援であっても受けてみたいと思う割合が、子育ての悩みや不安の程度が他

の人と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－19 受けてみたいと思う子育てや家庭教育の支援（複数回答） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

＜集合形式＞子育て中の親の交流会

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する
相談サービス

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する
講座・セミナー

＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば
等の地域子育て拠点

＜集合形式＞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

＜オンライン形式＞子育て中の親の交流
会

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関
する相談サービス

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関
する講座・セミナー

＜オンライン形式＞親子ひろば、子育てひ
ろば等の地域子育て拠点

子育て・家庭教育支援サービスに関する情
報提供

その他

特にない

19.1

23.6

18.7

23.8

13.0

6.4

11.9

8.7

4.7

19.5

0.2

40.3

17.0

16.5

14.9

21.0

7.3

3.7

6.6

6.3

3.3

17.3

0.1

48.6

10.6

7.6

10.3

16.2

4.3

2.4

3.3

6.2

2.1

13.5

0.0

62.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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○ 家庭教育について知りたい情報について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「子供の

ほめ方・叱り方」「子供とのコミュニケーションの仕方」「子供の健康・発達に関すること」につい

て知りたい割合が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて特に高くなっている。 

 

図表 ４－20 家庭教育について知りたい情報（複数回答として集計） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
※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。 

 

  

子供のしつけ

子供の健康・発達に関すること

いじめ・不登校・ひきこもりへの対応

子供の性に関すること

子供への虐待・体罰に関すること

子供のほめ方・叱り方

子供とのコミュニケーションの仕方

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

講座、研修会に関すること

相談窓口

子供や親の交流の場

その他

特にない

43.9

50.5

23.1

12.7

5.1

56.5

40.3

21.9

1.7

8.7

7.0

0.4

6.6

48.4

46.1

18.8

11.9

4.8

52.0

33.2

25.5

2.7

5.9

10.3

0.2

8.9

40.7

43.6

18.4

10.1

5.5

42.2

25.6

25.1

3.0

3.3

8.7

0.4

20.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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○ 家庭教育に関する講座・研修会などに参加しやすくなるために重要なことについて、子育ての悩み

や不安を「いつも感じる」人は、「無料だと良い」「身近な場所で開催されると良い」と思っている

人の割合が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて特に高くなっている。 

 

図表 ４－21 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に重要なこと（複数回答として集計） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
※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。 

 

  

時間が短ければよい

仕事先で開催されれば良い

興味のある内容だと良い

分かりやすい内容だと良い

夜間や休日の開催だと良い

無料だと良い

身近な場所で開催されると良い

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

インターネットなどを介して提供されると
良い

その他

要件が整っても参加しない

14.0

9.4

33.2

17.1

10.7

37.2

36.7

3.8

1.3

7.4

2.3

12.5

16.2

9.4

40.2

16.7

12.6

34.0

29.7

2.7

2.1

9.2

0.6

12.3

14.4

8.1

39.8

15.0

11.0

27.2

29.9

1.8

2.2

8.6

0.7

19.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

いつも感じる(n=392) たまに感じる(n=1645) あまり感じない・まったく感じない(n=912)

(%)
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○ 家庭教育に関する情報の入手先について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「インタ

ーネット」から情報を入手している割合が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて特に高く

なっている。 

 

図表 ４－22 家庭教育に関する情報の入手先（複数回答として集計） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
※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。 

 

  

配偶者

実父

実母

義父

義母

自分または配偶者の兄弟姉妹

子育てをしている仲間

近所の人

保育所・幼稚園・学校の先生

子育てサポーターなど子育て支援者

子育てサークルやNPOなどの民間団
体

行政などの公的機関の相談窓口

行政などの公的機関からの広報紙

テレビ・ラジオ

新聞

雑誌・書籍

インターネット

講座や研修会

その他

情報は得ていない

32.9

2.3

20.6

0.6

3.0

11.7

38.4

3.8

20.4

7.4

1.1

3.4

9.8

19.1

6.2

9.1

42.0

2.1

1.1

11.3

45.4

3.4

25.0

0.6

6.7

9.5

42.6

5.1

17.5

5.0

1.4

2.5

9.0

18.8

4.1

6.4

36.2

1.5

0.6

10.4

51.2

3.0

23.1

1.2

7.9

7.6

36.6

4.7

16.1

3.4

1.0

2.3

8.9

18.7

5.8

5.8

31.9

1.5

0.5

12.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

いつも感じる(n=471) たまに感じる(n=1917) あまり感じない・まったく感じない(n=1033)

(%)
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○ 子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、家庭教育に関する情報を十分に「得られていない」

の割合が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－23 家庭教育に関する情報を十分に得られているか（単一回答） 

／子育てについての悩みや不安の程度別 

 
  

TOTAL（n=3,421）

いつも感じる（n=471）

たまに感じる（n=1,917）

あまり感じない・まったく
感じない（n=1,033）

得られている

30.1

22.9

28.8

35.7

どちらとも

いえない

51.0

42.0

52.8

51.7

得られていない

18.9

35.0

18.4

12.6

(%)
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就業状況、労働時間による家庭への支援について 
①共働き・片働きの家庭への支援について 

○ 困ったときに助けてくれる人について、共働きの家庭の方が、片働きの家庭と比べて、「配偶者」

「職場の人（上司、先輩、同僚等）」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－24  困ったときに助けてくれる人（複数回答）／共働き・片働き別 

 
 
○ 片働きの家庭の方が、自身が週 40時間以上働いている割合が７割以上と高くなっている。 

 

図表 ４－25 自身の週当たりの労働時間（単一回答）／共働き・片働き別 

 

配偶者

あなたの父母

配偶者の父母

あなたの祖父母

配偶者の祖父母

あなたの親族（兄弟姉妹、おじ、おば、
いとこ等）

配偶者の親族（兄弟姉妹、おじ、おば、
いとこ等）

近所の人

友人・知人

職場内の体制（相談窓口等）

職場の人（上司、先輩、同僚等）

地域や行政の相談機関・支援員

その他

特にいない

73.0

63.0

35.3

2.2

2.1

17.6

6.4

6.8

28.9

1.2

11.2

2.1

0.4

6.3

66.5

63.0

32.3

3.0

1.5

19.5

6.1

6.5

26.4

0.8

4.8

3.4

0.6

7.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)

共働き（n=1,699）

片働き（n=972）

週20時間未満

18.3

3.4

週20時間以上

30時間未満

13.9

4.7

週30時間以上

40時間未満

20.2

16.4

週40時間以上

60時間未満

41.8

64.4

週60時間以上

5.7

11.1

わからない

0.0

0.0

(%)
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○ 平日の子育ての分担状況について、片働きの家庭では「自分がほとんどやっている」割合が４割を

超えており、平日の子供とふれ合う時間では「4時間以上」が共働きの家庭より 9.0 ポイント高く

なっている。 

 

図表 ４－26 子育ての分担：平日（単一回答）／共働き・片働き別 

 
 

図表 ４－27 子供とふれ合う時間：平日（単一回答）／共働き・片働き別 

 
 
  

共働き（n=1,699）

片働き（n=1,722）

自分がほとんど

やっている

33.5

42.9

自分が主にやって

いるが、配偶者・

パートナーも協

力・分担している

19.6

13.0

ほぼ半々に

分担している

9.1

2.5

配偶者・パート

ナーが主にやって

いるが、自分も協

力・分担している

22.8

18.6

配偶者・パート

ナーがほとんど

やっている

13.5

21.8

その他

（実父母、義父

母、兄弟姉妹等）

1.4

1.3

(%)

共働き（n=1,699）

片働き（n=1,722）

1時間未満

22.4

21.1

1～2時間未満

29.8

25.9

2～3時間未満

22.7

19.7

3～4時間未満

9.4

8.5

4時間以上

15.7

24.7

(%)
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○ 共働き、片働きの家庭ともに、平日の子供とのふれ合い方にすべての項目において、大きな差はみ

られない。 

 

図表 ４－28 平日の子供とのふれ合い方（複数回答）／共働き・片働き別 

 
  

一緒に朝食を食べる

一緒に夕食を食べる

会話をする

本の読み聞かせをする

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

その他

ふれ合う時間がとれない

51.7

73.6

84.3

17.0

26.0

39.0

24.5

64.7

37.1

32.3

0.5

4.1

50.2

69.2

83.2

21.4

25.9

41.1

23.0

63.8

39.0

36.9

0.4

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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○ 共働き、片働きの家庭ともに、子育てをしていて良かったと感じるときのすべての項目において、

大きな差はみられない。 

 

図表 ４－29 子育てをしていて良かったと感じるとき（回答は２つまで）／共働き・片働き別 

 
 
○ 子育てをしていて負担を感じることについて、共働きの家庭では「時間的余裕がないこと」、片働

きの家庭では「精神的な負担」の割合が、それぞれ他方の家庭と比べて、特に高くなっている。 

 

図表 ４－30 子育てをしていて負担を感じること（回答は２つまで）／共働き・片働き別 

 

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

良かったと感じたことはない

74.0

27.0

67.3

9.2

5.2

1.4

0.1

1.4

74.6

24.2

67.7

8.7

5.2

1.3

0.1

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)

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

負担は感じていない

49.8

20.9

25.3

7.8

31.7

3.1

1.4

0.8

14.8

48.5

22.2

32.6

7.2

27.5

3.4

2.3

0.7

14.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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○ 子育ての悩みや不安の程度について、片働きの家庭では、子育ての悩みや不安を感じる割合（「い

つも感じる」と「たまに感じる」の合計）が 70.9%と高くなっている。 

 

図表 ４－31 子育てについての悩みや不安の程度（単一回答）／共働き・片働き別 

 
  

共働き（n=1,699）

片働き（n=1,722）

いつも感じる

11.2

16.3

たまに感じる

57.5

54.6

あまり感じない

28.1

26.8

まったく感じない

3.1

2.4

(%)
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○ 子育ての悩みや不安の内容について、共働きの家庭では、片働きの家庭と比べて、「子育てに十分

な時間がとれない」「子供の生活習慣の乱れについて悩みや不安がある」の割合が高くなっている。

一方、片働きの家庭では、共働きの家庭と比べて、「しつけの仕方が分からない」などの割合が高

く、子育ての具体的なことに悩みや不安を感じていることが伺える。 

 

図表 ４－32 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）／共働き・片働き別 

 
※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。 

  

しつけの仕方が分からない

子供の健康や発達について悩みや不
安がある

子供の生活習慣の乱れについて悩み
や不安がある

子供との接し方が分からない

子供の気持ちが分からない

子供の友人関係について悩みや不安
がある

子育てに十分な時間がとれない

家族で協力して子育てができていない

子育てに関して家族の方針が合わな
い

保護者同士の良い関係が作れない

忙しい時子供の面倒を見てくれる人が
いない

子育てについて職場の理解が得られ
ない

子育てをする上で経済的に厳しい

その他

38.0

36.5

45.9

11.6

28.3

15.2

29.0

12.0

12.3

7.6

16.4

2.9

31.8

9.0

43.1

40.3

40.0

15.2

30.6

15.5

22.5

11.7

9.5

6.1

16.8

1.8

33.6

8.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

共働き(n=1168) 片働き(n=1220)

(%)
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○ 子育ての悩みや不安がある時の主な相談相手について、共働きの家庭では「配偶者」、片働きの家

庭では「子育てサポーターなど子育て支援者」の割合が、それぞれ他方の家庭と比べて、特に高く

なっている。 

 

図表 ４－33 子育てについて悩みや不安がある時の主な相談相手（複数回答として集計）／共働き・片働き別 

 
※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。 

  

配偶者

実父

実母

義父

義母

自分または配偶者の兄弟姉妹

自分または配偶者の友人

子育てをしている仲間

近所の人

保育所・幼稚園・学校の先生

子育てサポーターなど子育て支援者

子育てサークルやNPOなどの民間団
体

行政など公的機関

インターネットの相談WEBサイト

子供と話し合って解決する

その他

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

80.7

9.1

50.5

1.3

11.8

14.0

15.8

26.8

1.3

8.6

0.6

0.2

1.7

3.0

13.3

1.6

1.7

1.0

5.5

72.7

11.4

53.5

2.0

10.2

17.0

12.8

23.8

1.9

7.6

3.7

0.9

2.5

2.8

12.0

2.2

3.0

0.8

4.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

共働き(n=1168) 片働き(n=1220)

(%)
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○ 共働き、片働きの家庭ともに、子育てに対する地域の支えを重要だと思っている割合が７割程度と

差はほとんどみられない。 

 

図表 ４－34 子育てに対する地域の支えの重要さ（単一回答）／共働き・片働き別 

 
 
○ 地域で子育てを支えるために重要なことについて、片働きの家庭では、共働きの家庭と比べて、

「子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や場があること」の割合が特に高くなってい

る。 

 

図表 ４－35 地域で子育てを支えるために重要なこと（複数回答）／共働き・片働き別 

 

共働き（n=1,699）

片働き（n=1,722）

重要だと思う

69.2

70.8

どちらとも

言えない

23.6

23.4

重要ではない

と思う

5.6

3.9

分からない

1.6

1.9

(%)

子育てに関する悩みについて気軽に
相談できる人や場があること

子育てをする親同士で話ができる仲間
づくりの場があること

子育てに関する情報を提供する人や場
があること

子育て家庭の家事を支援する人や場
があること

不意の外出や親の帰りが遅くなった時
などに子供を預かる人や場があること

子供と一緒に遊ぶ人や場があること

子供にスポーツや勉強を教える人や場
があること

地域の伝統文化を子供に伝える人や
場があること

子供に自分の職業体験や人生経験を
伝える人や場があること

小中学校の校外学習や行事をサポー
トする人がいること

子供の防犯のための声かけや登下校
の見守りをする人がいること

子供と大人が一緒に参加できる地域
の行事やお祭りなどがあること

その他

特にない

48.6

35.4

35.6

30.7

30.1

39.1

30.8

20.7

17.5

22.4

45.1

30.9

0.6

9.2

55.0

35.9

37.2

30.7

29.3

40.1

27.5

18.5

17.7

23.9

44.9

31.6

0.5

9.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)



112 

○ 子供を通じた地域とのつながりについて、共働きの家庭では「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」の割合が他の項目と比べて高くなっている。一

方、片働きの家庭では、共働きの家庭と比べて、「子供を通じて関わっている人はいない」の割合が

高くなっている。 

 

図表 ４－36 子供を通じた地域とのつながり（複数回答）／共働き・片働き別 

 
  

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

子供を通じて関わっている人はいない

24.6

19.7

23.7

31.4

16.1

28.6

39.4

0.1

25.1

21.7

17.5

22.6

30.1

14.0

27.7

35.8

0.1

30.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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○ 共働き、片働きの家庭ともに、子育てや家庭教育について受けたことのある支援のすべての項目で

大きな差はみられない。 

 

図表 ４－37 子育てや家庭教育について受けたことのある支援（複数回答）／共働き・片働き別 

 
  

＜集合形式＞子育て中の親の交流会

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する相談サー
ビス

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する講座・セミ
ナー

＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば等の地域
子育て拠点

＜集合形式＞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

＜オンライン形式＞子育て中の親の交流会

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関する相談
サービス

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関する講
座・セミナー

＜オンライン形式＞親子ひろば、子育てひろば等の
地域子育て拠点

子育て・家庭教育支援サービスに関する情報提供

その他

特にない

14.3

5.8

8.2

24.8

4.9

0.6

0.6

0.7

0.8

5.5

0.2

61.3

14.3

7.6

8.1

26.9

6.0

0.5

0.6

0.7

0.8

5.5

0.2

57.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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○ 共働き、片働きの家庭ともに、子育てや家庭教育について役に立った支援のすべての項目で大きな

差はみられない。 

 

図表 ４－38 子育てや家庭教育について役に立った支援（複数回答）／共働き・片働き別 

 
  

＜集合形式＞子育て中の親の交流会

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する相談サー
ビス

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する講座・セミ
ナー

＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば等の地域
子育て拠点

＜集合形式＞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

＜オンライン形式＞子育て中の親の交流会

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関する相
談サービス

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関する講
座・セミナー

＜オンライン形式＞親子ひろば、子育てひろば等
の地域子育て拠点

子育て・家庭教育支援サービスに関する情報提供

その他

特にない

10.9

4.4

6.2

21.0

3.2

0.5

0.4

0.4

0.8

4.2

0.2

65.5

10.3

5.7

5.9

22.4

4.0

0.3

0.3

0.5

0.6

3.9

0.2

62.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)



 

115 

○ 子育てや家庭教育について受けてみたいと思う支援について、片働きの家庭では、共働きの家庭と

比べて、「＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点」「＜集合形式＞子育て・家

庭教育に関する相談サービス」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－39 子育てや家庭教育について受けてみたいと思う支援（複数回答）／共働き・片働き別 

 
  

＜集合形式＞子育て中の親の交流会

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する相談サー
ビス

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する講座・セミ
ナー

＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば等の地域
子育て拠点

＜集合形式＞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

＜オンライン形式＞子育て中の親の交流会

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関する相
談サービス

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関する講
座・セミナー

＜オンライン形式＞親子ひろば、子育てひろば等
の地域子育て拠点

子育て・家庭教育支援サービスに関する情報提供

その他

特にない

14.8

12.9

12.9

18.0

6.1

3.6

5.9

7.1

3.3

16.2

0.1

53.5

15.9

16.6

15.1

21.8

8.2

3.7

6.7

6.2

3.0

16.7

0.1

50.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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○ 家庭教育の充実のために必要なことについて、共働きの家庭では、片働きの家庭と比べて、「子育

てをしている仲間同士が助け合うこと」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－40 家庭教育の充実のために必要なこと（回答は２つまで）／共働き・片働き別 

 
  

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

36.6

10.6

27.1

14.8

8.4

37.2

25.4

1.3

36.8

11.7

22.8

16.0

9.7

39.7

24.0

1.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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○ 共働き、片働きの家庭ともに、家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきことのすべての項目で

大きな差はみられない。 

 

図表 ４－41 家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきこと（複数回答として集計）／共働き・片働き別 

 
※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。 

  

あいさつやマナーなど基本的なしつけ
を教えること

早寝早起きや部屋の片づけなど生活
習慣を教えること

健康なからだや健全な精神を育成する
こと

物事の善悪を教えること

人としての生き方を教えること

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

親子のふれ合いの場を持つこと

その他

あてはまるものはない

78.3

39.4

49.1

51.7

32.5

8.0

4.0

5.9

25.1

0.2

1.5

77.1

38.7

47.9

51.6

30.8

10.4

3.5

6.2

28.0

0.2

1.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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○ 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について、共働きの家庭では、片

働きの家庭と比べて、「子供の悩みや相談に応じること」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－42 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） 

／共働き・片働き別 

 
※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。 

  

集団での生活の仕方やマナーを教え
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

物事の善悪を教えること

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

親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

その他

あてはまるものはない

84.2

47.8

40.3

43.2

25.2

23.0

3.6

6.2

9.7

7.1

0.3

1.9

85.0

50.1

42.7

42.3

23.3

19.1

4.3

6.1

8.9

7.0

0.2

2.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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○ 家庭教育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について、片働きの家庭

では、共働きの家庭と比べて、「地域全体で子育てを支援する環境をつくること」の割合が特に高く

なっている。 

 

図表 ４－43 家庭教育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 

（複数回答として集計）／共働き・片働き別 

 
○ 共働き、片働きの家庭ともに、家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況について大きな差

はみられない。 

 

図表 ４－44 家庭教育に関する講座・研修会などへの参加状況（単一回答）／共働き・片働き別 

 
  

子供の悪い行いを注意し、良い行いを
ほめること

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

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

イベントなど親子がふれ合う機会を設
けること

家庭教育について学ぶ機会を設けるこ
と

地域全体で子育てを支援する環境をつ
くること

その他

あてはまるものはない

49.9

63.3

27.2

27.9

32.7

13.9

47.7

0.2

8.5

47.8

64.4

28.3

27.7

31.9

12.1

50.6

0.0

8.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)

共働き（n=1,699）

片働き（n=1,722）

よく参加する

2.1

1.5

時々参加する

12.5

11.6

あまり参加しない

29.3

27.9

参加したことが

ない

56.2

59.1

(%)
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○ 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について、共働きの家庭では「子供の

気持ちを分かることができたこと」、片働きの家庭では「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」の割合が、それぞれ他方の家庭と比べて、

特に高くなっている。 

 

図表 ４－45 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（複数回答として集計） 

／共働き・片働き別 

 
※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。 

  

家庭教育の大切さについて認識できた
こと

しつけの仕方を学ぶことができたこと

子供の気持ちを分かることができたこ
と

子育て中の仲間と知り合えたこと

みんなも同じ悩みを抱えていることを
知ったこと

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

37.7

24.3

28.7

22.7

31.6

21.1

15.8

8.1

0.4

4.0

43.6

24.4

20.9

24.0

35.6

19.6

16.9

6.7

0.4

2.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

共働き(n=247) 片働き(n=225)

(%)
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○ 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について、共働きの家庭で

は「もっと興味を持てる内容を取り上げて欲しい」、片働きの家庭では「今の時代にあった内容にし

て欲しい」「子供が一緒に参加できるようにして欲しい」「もっと役に立つ内容にして欲しい」の割

合が、それぞれ他方の家庭と比べて、特に高くなっている。 

 

図表 ４－46 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（複数回答として集計） 

／共働き・片働き別 

 
※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。 

  

今の時代にあった内容にして欲しい

もっと役に立つ内容にして欲しい

もっと興味を持てる内容を取り上げて
欲しい

事前に講座や研修会の内容を知らせ
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

子供が一緒に参加できるようにして欲
しい

その他

工夫して欲しいことはない

44.1

24.3

31.6

21.9

21.5

21.1

1.2

14.6

48.9

28.4

25.8

23.1

22.2

25.3

2.7

9.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

共働き(n=247) 片働き(n=225)

(%)
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○ 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に重要なことについて、共働きの家庭

では「仕事先で開催されれば良い」、片働きの家庭では「無料だと良い」「身近な場所で開催される

と良い」の割合が、それぞれ他方の家庭と比べて、特に高くなっている。 

 

図表 ４－47 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に重要なこと（複数回答として集計） 

／共働き・片働き別 

 
※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。 

  

時間が短ければよい

仕事先で開催されれば良い

興味のある内容だと良い

分かりやすい内容だと良い

夜間や休日の開催だと良い

無料だと良い

身近な場所で開催されると良い

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

インターネットなどを介して提供されると
良い

その他

要件が整っても参加しない

16.1

11.0

38.8

16.3

12.3

29.2

27.8

2.1

2.2

9.2

1.0

15.9

14.6

7.1

39.5

16.2

11.4

35.4

33.5

3.0

1.8

8.3

0.7

13.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

共働き(n=1452) 片働き(n=1497)

(%)
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○ 家庭教育について知りたい情報について、片働きの家庭では、共働きの家庭と比べて、「子供の健

康・発達に関すること」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－48 家庭教育について知りたい情報（複数回答として集計）／共働き・片働き別 

 
※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。 

  

子供のしつけ

子供の健康・発達に関すること

いじめ・不登校・ひきこもりへの対応

子供の性に関すること

子供への虐待・体罰に関すること

子供のほめ方・叱り方

子供とのコミュニケーションの仕方

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

講座、研修会に関すること

相談窓口

子供や親の交流の場

その他

特にない

44.2

44.5

19.1

11.0

5.6

49.8

31.1

25.7

3.1

5.2

9.1

0.4

12.9

46.6

47.4

19.4

12.0

4.5

49.5

32.7

24.0

2.3

5.8

9.6

0.2

11.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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○ 家庭教育に関する情報の入手先について、共働きの家庭では「配偶者」、片働きの家庭では「イン

ターネット」の割合が、それぞれ他方の家庭と比べて、特に高くなっている。 

 

図表 ４－49 家庭教育に関する情報の入手先（複数回答として集計）／共働き・片働き別 

 
※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。 

 
  

配偶者

実父

実母

義父

義母

自分または配偶者の兄弟姉妹

子育てをしている仲間

近所の人

保育所・幼稚園・学校の先生

子育てサポーターなど子育て支援者

子育てサークルやNPOなどの民間団
体

行政などの公的機関の相談窓口

行政などの公的機関からの広報紙

テレビ・ラジオ

新聞

雑誌・書籍

インターネット

講座や研修会

その他

情報は得ていない

47.6

2.5

22.5

0.6

6.8

8.3

41.2

5.1

18.9

4.0

0.9

2.3

9.4

19.0

5.2

5.7

33.2

1.6

0.9

11.9

43.3

3.8

25.2

0.9

6.3

10.2

39.3

4.5

16.1

5.7

1.5

2.8

8.7

18.6

4.6

7.5

38.2

1.6

0.3

10.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

共働き(n=1699) 片働き(n=1722)

(%)
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②週 60 時間以上働く人がいる家庭への支援について 

○ 困ったときに助けてくれる人について、配偶者が週 60時間以上働いている人では、本人が週 60 時

間以上働いている人と比べて、「友人・知人」「自分の父母」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－50 困ったときに助けてくれる人（複数回答）／週 60 時間以上働く人別 

 
  

配偶者

あなたの父母

配偶者の父母

あなたの祖父母

配偶者の祖父母

あなたの親族（兄弟姉妹、おじ、おば、
いとこ等）

配偶者の親族（兄弟姉妹、おじ、おば、
いとこ等）

近所の人

友人・知人

職場内の体制（相談窓口等）

職場の人（上司、先輩、同僚等）

地域や行政の相談機関・支援員

その他

特にいない

67.7

51.6

33.3

2.2

2.2

16.7

7.0

5.4

16.1

1.6

9.1

2.2

0.0

15.1

73.6

64.5

27.9

1.8

1.4

18.5

6.9

9.4

36.2

0.0

5.8

2.5

0.4

9.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

本人が週60時間以上働いている(n=186) 配偶者が週60時間以上働いている(n=276)

(%)
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○ 子育てで負担を感じることについて、本人が週 60時間以上働いている人では「経済的な負担」

が、配偶者が週 60時間以上働いている人では「精神的な負担」の割合が、それぞれ他方の人と比べ

て、特に高くなっている。 

 

図表 ４－51 子育てで負担を感じること（回答は２つまで）／週 60 時間以上働く人別 

 
  

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

負担は感じていない

47.8

20.4

17.2

5.9

36.0

3.2

2.2

0.0

14.5

36.6

20.3

37.3

10.1

29.7

5.8

1.4

2.2

14.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

本人が週60時間以上働いている(n=186) 配偶者が週60時間以上働いている(n=276)

(%)
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○ 配偶者が週 60時間以上働いている人では、本人が週 60時間以上働いている人と比べて、子育ての

悩みや不安を感じる人の割合が高く、子育ての悩みや不安の内容は、「しつけの仕方が分からない」

の割合が特に高くなっている。また、本人が週 60時間以上働いている人では、配偶者が週 60時間

以上働いている人と比べて、「子育てに十分な時間がとれない」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－52 子育てについての悩みや不安の程度（単一回答）／週 60 時間以上働く人別 

 
 

図表 ４－53 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）／週 60 時間以上働く人別 

 
※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。 

TOTAL（n=462）

本人が週60時間以上
働いている（n=186）

配偶者が週60時間以
上働いている（n=276）

いつも感じる

16.2

11.3

19.6

たまに感じる

53.5

51.1

55.1

あまり感じない

26.2

30.6

23.2

まったく感じない

4.1

7.0

2.2

(%)

しつけの仕方が分からない

子供の健康や発達について悩みや不
安がある

子供の生活習慣の乱れについて悩み
や不安がある

子供との接し方が分からない

子供の気持ちが分からない

子供の友人関係について悩みや不安
がある

子育てに十分な時間がとれない

家族で協力して子育てができていない

子育てに関して家族の方針が合わな
い

保護者同士の良い関係が作れない

忙しい時子供の面倒を見てくれる人が
いない

子育てについて職場の理解が得られ
ない

子育てをする上で経済的に厳しい

その他

37.9

37.9

41.4

17.2

25.9

11.2

41.4

9.5

12.9

0.9

20.7

2.6

32.8

5.2

39.8

35.9

39.8

17.0

26.7

15.5

19.4

18.0

9.7

8.3

18.9

1.5

25.7

17.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

本人が週60時間以上働いている(n=116) 配偶者が週60時間以上働いている(n=206)

(%)
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○ 子育ての悩みや不安がある時の主な相談相手について、配偶者が週 60 時間以上働いている人で

は、本人が週 60 時間以上働いている人と比べて、「配偶者」のほか、「実母」「子育てをしている仲

間」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－54 子育てについて悩みや不安がある時の主な相談相手（複数回答として集計） 

／週 60 時間以上働く人別 

 
※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。 

 
  

配偶者

実父

実母

義父

義母

自分または配偶者の兄弟姉妹

自分または配偶者の友人

子育てをしている仲間

近所の人

保育所・幼稚園・学校の先生

子育てサポーターなど子育て支援者

子育てサークルやNPOなどの民間団
体

行政など公的機関

インターネットの相談WEBサイト

子供と話し合って解決する

その他

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

72.4

12.9

41.4

0.9

9.5

8.6

11.2

17.2

0.9

1.7

0.0

0.9

1.7

0.9

10.3

0.9

5.2

1.7

10.3

80.6

7.3

55.8

0.5

7.8

17.5

17.5

33.5

2.4

8.3

2.9

1.5

1.0

2.9

12.6

2.9

3.4

1.0

2.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

本人が週60時間以上働いている(n=116) 配偶者が週60時間以上働いている(n=206)

(%)
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○ 家庭教育の充実のために必要なことについて、本人が週 60時間以上働いている人では「親がもっ

と家庭教育に取り組むこと」、配偶者が週 60時間以上働いている人では「子育てをしている仲間同

士が助け合うこと」の割合が、それぞれ他方の人と比べて、特に高くなっている。 

 

図表 ４－55 家庭教育の充実のために必要なこと（回答は２つまで）／週 60 時間以上働く人別 

 
  

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

43.5

14.5

16.1

9.7

10.2

36.6

21.5

1.1

30.8

13.0

26.1

17.8

8.0

37.0

30.1

2.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

本人が週60時間以上働いている(n=186) 配偶者が週60時間以上働いている(n=276)

(%)
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○ 家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきことについて、配偶者が週 60時間以上働いている人

では、本人が週 60時間以上働いている人と比べて、「親子のふれ合いの場を持つこと」の割合が特

に高くなっている。 

 

図表 ４－56 家庭教育の充実のために家庭が取り組むべきこと（複数回答として集計） 

／週 60 時間以上働く人別 

 
※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。 

 
  

あいさつやマナーなど基本的なしつけ
を教えること

早寝早起きや部屋の片づけなど生活
習慣を教えること

健康なからだや健全な精神を育成する
こと

物事の善悪を教えること

人としての生き方を教えること

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

親子のふれ合いの場を持つこと

その他

あてはまるものはない

76.9

33.3

49.5

50.5

37.6

9.1

3.2

9.1

16.1

0.5

4.3

78.6

41.7

50.0

46.4

29.3

11.2

1.4

4.7

31.9

1.1

0.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

本人が週60時間以上働いている(n=186) 配偶者が週60時間以上働いている(n=276)

(%)
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○ 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に重要なことについて、本人が 60 時

間以上働いている人では「夜間や休日の開催だと良い」「時間が短ければよい」「仕事先で開催され

れば良い」、配偶者が週 60 時間以上働いている人では「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」の割合が、それぞれ他方の人と比べて、特に高くなっている。 

 

図表 ４－57 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に重要なこと（複数回答として集計） 

／週 60 時間以上働く人別 

 
※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。 

 
  

時間が短ければよい

仕事先で開催されれば良い

興味のある内容だと良い

分かりやすい内容だと良い

夜間や休日の開催だと良い

無料だと良い

身近な場所で開催されると良い

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

インターネットなどを介して提供されると
良い

その他

要件が整っても参加しない

18.4

14.1

35.0

19.0

20.2

26.4

20.2

0.6

0.6

2.5

1.2

20.2

13.1

4.8

40.6

15.3

4.8

36.7

36.2

3.5

1.7

11.8

1.7

13.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

本人が週60時間以上働いている(n=163) 配偶者が週60時間以上働いている(n=229)

(%)
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地域との関わりについて 
○ 地域との関わりが重要と思っている人ほど、子供を通じて関わっている人の割合が高くなってい

る。 

 

図表 ４－58 子供を通じた地域とのつながり（複数回答）／地域との関わり方別 

 
  

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

子供を通じて関わっている人はいない

26.8

22.7

26.8

36.0

18.4

32.6

43.5

0.0

20.5

15.2

9.2

15.3

18.8

7.0

19.3

25.4

0.2

41.7

12.3

9.8

13.5

19.0

9.2

14.1

20.2

0.0

54.0

11.9

6.8

11.9

13.6

3.4

6.8

13.6

0.0

69.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

重要だと思う(n=2395) どちらとも言えない(n=804) 重要ではないと思う(n=163) 分からない(n=59)

(%)
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○ 地域で子育てを支えるために重要なことについて、子供を通じて関わっている人がいる人の方がす

べての項目で高くなっている。 

 

図表 ４－59 地域で子育てを支えるために重要なこと（複数回答）／子供を通じての関わり別 

 
  

子育てに関する悩みについて気軽に
相談できる人や場があること

子育てをする親同士で話ができる仲間
づくりの場があること

子育てに関する情報を提供する人や場
があること

子育て家庭の家事を支援する人や場
があること

不意の外出や親の帰りが遅くなった時
などに子供を預かる人や場があること

子供と一緒に遊ぶ人や場があること

子供にスポーツや勉強を教える人や場
があること

地域の伝統文化を子供に伝える人や
場があること

子供に自分の職業体験や人生経験を
伝える人や場があること

小中学校の校外学習や行事をサポー
トする人がいること

子供の防犯のための声かけや登下校
の見守りをする人がいること

子供と大人が一緒に参加できる地域
の行事やお祭りなどがあること

その他

特にない

56.5

40.9

40.5

33.4

32.9

43.0

32.3

22.2

19.7

26.2

49.4

34.8

0.6

3.2

39.9

22.1

25.9

23.8

21.5

31.1

21.1

12.8

12.2

15.4

33.8

22.2

0.4

25.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

子供を通じて関わっている人がいる（計）(n=2465) 子供を通じて関わっている人はいない(n=956)

(%)
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○ 家庭教育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について、子供を通じて

関わっている人がいる人の方が、子供を通じて関わっている人がいない人と比べて、「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」「地域全体で子育てを支援する環境をつくること」「子

供の悪い行いを注意し、良い行いをほめること」「イベントなど親子がふれ合う機会を設けること」

の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－60 家庭教育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 

（複数回答として集計）／子供を通じての関わり別 

 
  

子供の悪い行いを注意し、良い行いを
ほめること

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

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

イベントなど親子がふれ合う機会を設
けること

家庭教育について学ぶ機会を設けるこ
と

地域全体で子育てを支援する環境をつ
くること

その他

あてはまるものはない

51.1

67.3

29.4

28.7

34.8

12.8

52.0

0.1

4.5

43.0

55.1

23.4

25.4

25.8

13.5

42.1

0.1

18.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

子供を通じて関わっている人がいる（計）(n=2465) 子供を通じて関わっている人はいない(n=956)

(%)
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家庭教育支援の充実に向けて 
①末子年齢の違いによる家庭教育支援の違い 

○ 子育てや家庭教育について受けてみたい支援について、末子年齢別にみると、0～6歳で「＜集合形

式＞親子ひろば、子育てひろば等の地域子育て拠点」「＜集合形式＞子育て中の親の交流会」「＜集

合形式＞子育て・家庭教育に関する相談サービス」の割合が他の年代と比べて特に高くなってい

る。 

 

図表 ４－61 子育てや家庭教育について受けてみたい支援（複数回答）／末子年齢別 

 
 

○ 家庭教育について知りたい情報について、末子年齢別にみると、0～9 歳で「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」、10～18 歳で「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」の割合が、それぞれ他の年代と比べて特に高くなっている。 

 

図表 ４－62 家庭教育について知りたい情報（複数回答として集計）／末子年齢別 

 
※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。 

 

  

(%)

n=

＜集合形式
＞子育て中
の親の交流

会

＜集合形式
＞子育て・家
庭教育に関
する相談
サービス

＜集合形式
＞子育て・家
庭教育に関
する講座・セ

ミナー

＜集合形式
＞親子ひろ

ば、子育てひ
ろば等の地
域子育て拠

点

＜集合形式
＞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

＜オンライン
形式＞子育
て中の親の

交流会

＜オンライン
形式＞子育
て・家庭教育
に関する相
談サービス

＜オンライン
形式＞子育
て・家庭教育
に関する講
座・セミナー

＜オンライン
形式＞親子
ひろば、子育
てひろば等
の地域子育

て拠点

子育て・家庭
教育支援

サービスに
関する情報

提供

その他 特にない

3421 15.3 14.8 14.0 19.9 7.2 3.7 6.3 6.6 3.2 16.5 0.1 51.8
0～3歳 1466 20.7 18.2 16.0 26.9 10.7 5.0 7.4 7.8 4.9 17.3 0.1 44.2
4～6歳 450 15.6 14.0 14.7 24.4 7.3 3.6 6.7 8.2 4.0 16.9 0.0 48.2
7～9歳 401 9.5 13.7 14.2 13.0 4.0 3.0 5.5 7.2 1.7 15.0 0.0 56.1
10～12歳 365 10.4 10.1 11.0 11.5 3.6 2.5 4.9 4.7 0.8 16.4 0.3 61.6
13～15歳 391 10.5 10.5 11.5 9.7 3.6 2.6 5.4 3.8 1.3 18.2 0.3 61.4
16～18歳 348 9.8 12.4 10.6 12.6 3.4 1.1 4.9 4.0 0.9 12.4 0.0 62.4

全体

末
子
年
齢

(%)

n=

子供のしつけ
子供の健康・
発達に関す

ること

いじめ・不登
校・ひきこも
りへの対応

子供の性に
関すること

子供への虐
待・体罰に関

すること

子供のほめ
方・叱り方

子供とのコ
ミュニケー

ションの仕方

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

講座、研修
会に関するこ

と
相談窓口

子供や親の
交流の場

その他 特にない

3421 45.4 46.0 19.3 11.5 5.1 49.7 31.9 24.9 2.7 5.5 9.4 0.3 12.0
0～3歳 1466 50.8 50.4 16.8 10.0 5.3 54.8 35.3 18.8 2.5 6.0 12.4 0.1 9.3
4～6歳 450 52.9 48.2 18.9 11.8 7.1 50.9 33.6 20.0 2.2 4.0 9.6 0.9 8.4
7～9歳 401 46.9 49.9 23.4 12.0 5.0 55.1 30.4 25.2 2.0 4.5 4.7 0.0 10.0
10～12歳 365 41.1 40.5 23.0 15.1 3.8 43.0 26.0 32.1 2.5 4.9 7.7 0.5 15.6
13～15歳 391 33.0 37.6 19.2 15.6 4.6 42.7 26.3 37.9 3.3 5.6 5.1 0.3 17.6
16～18歳 348 29.9 34.8 21.3 8.3 3.2 35.1 29.6 34.5 4.3 7.2 8.0 0.6 20.1

末
子
年
齢

全体
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②家庭教育に関する講座・研修会などの在り方 

○ 子育てや家庭教育について受けてみたい支援は、家庭教育に関する講座・研修会などに「参加す

る」人の方が、「参加しない」人と比べて、すべての項目で割合が高くなっている。 

 

図表 ４－63 子育てや家庭教育について受けてみたい支援（複数回答） 

／家庭教育に関する講座・研修会などへの参加有無別 

 
  

＜集合形式＞子育て中の親の交流会

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する相談
サービス

＜集合形式＞子育て・家庭教育に関する講
座・セミナー

＜集合形式＞親子ひろば、子育てひろば等の
地域子育て拠点

＜集合形式＞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

＜オンライン形式＞子育て中の親の交流会

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関す
る相談サービス

＜オンライン形式＞子育て・家庭教育に関す
る講座・セミナー

＜オンライン形式＞親子ひろば、子育てひろ
ば等の地域子育て拠点

子育て・家庭教育支援サービスに関する情報
提供

その他

特にない

33.7

27.8

36.4

34.5

16.9

8.3

10.6

16.3

7.4

22.7

0.0

22.7

12.4

12.7

10.4

17.6

5.6

2.9

5.6

5.1

2.5

15.5

0.1

56.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

参加する(n=472) 参加しない(n=2949)

(%)
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③属性別に見た、家庭教育に関する講座・研修会などの設定について 

＜工夫してほしいと思ったこと＞ 
○ 家庭教育に関する講座・研修会などに参加して工夫してほしかったことについて、子育ての悩みや

不安を「いつも感じる」人は、「自分の家庭の事情に合わせた内容にして欲しい」の割合が、子育て

の悩みや不安の程度が他の人と比べて高くなっている。（図表 ４－18 参照） 

 
○ 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について、男女ともに「今

の時代にあった内容にして欲しい」の割合が最も高くなっている。 

○ 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について、性年代別にみる

と、30 代の男性で「もっと役に立つ内容にして欲しい」、20代と 50代前半の男性で「もっと興味を

持てる内容を取り上げて欲しい」、20 代の女性で「子供が一緒に参加できるようにして欲しい」の

割合が、それぞれ他の年代と比べて特に高くなっている。 

 

図表 ４－64 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（複数回答として集計） 

／性年代別 

 
※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。 

 

  

(%)

n=

今の時代に
あった内容に

して欲しい

もっと役に立
つ内容にして

欲しい

もっと興味を
持てる内容を
取り上げて欲

しい

事前に講座
や研修会の

内容を知らせ
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

子供が一緒
に参加できる
ようにして欲

しい

その他
工夫して欲し
いことはない

472 46.4 26.3 28.8 22.5 21.8 23.1 1.9 12.3
男性（計） 163 49.7 35.0 32.5 20.2 23.3 18.4 0.0 9.8

20代 19 68.4 31.6 42.1 15.8 15.8 10.5 0.0 5.3
30代 51 41.2 47.1 23.5 21.6 27.5 23.5 0.0 7.8
40代 71 57.7 26.8 32.4 21.1 26.8 19.7 0.0 7.0
50代前半 22 27.3 36.4 45.5 18.2 9.1 9.1 0.0 27.3

女性（計） 309 44.7 21.7 26.9 23.6 21.0 25.6 2.9 13.6
20代 17 35.3 11.8 11.8 35.3 23.5 47.1 0.0 17.6
30代 81 48.1 21.0 27.2 22.2 21.0 19.8 2.5 14.8
40代 133 42.1 24.8 25.6 24.1 24.8 27.8 2.3 11.3
50代前半 78 47.4 19.2 32.1 21.8 14.1 23.1 5.1 15.4

性別
×

年代

全体
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○ 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について、末子年齢別にみ

ると、どの年齢においても「今の時代にあった内容にして欲しい」の割合が他の項目と比べて高く

なっている。 

 

図表 ４－65 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（複数回答として集計） 

／末子年齢別 

 
※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。 

 

○ 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について、子供を通じた地

域とのつながり別にみると、子供を通じて関わっている人がいる人の方が、子供を通じて関わって

いる人がいない人と比べて、「子供が一緒に参加できるようにして欲しい」の割合が特に高くなって

いる。 

 

図表 ４－66 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（複数回答として集計） 

／子供を通じた地域とのつながり別 

 
※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。 

  

(%)

n=

今の時代に
あった内容に

して欲しい

もっと役に立
つ内容にして

欲しい

もっと興味を
持てる内容を
取り上げて欲

しい

事前に講座
や研修会の

内容を知らせ
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

子供が一緒
に参加できる
ようにして欲

しい

その他
工夫して欲し
いことはない

全体 472 46.4 26.3 28.8 22.5 21.8 23.1 1.9 12.3
0～3歳 219 44.7 25.6 30.1 23.7 18.3 26.9 2.3 11.9
4～6歳 56 51.8 33.9 30.4 16.1 21.4 19.6 0.0 10.7
7～9歳 42 50.0 23.8 31.0 26.2 38.1 19.0 0.0 4.8
10～12歳 52 46.2 23.1 25.0 36.5 25.0 25.0 0.0 7.7
13～15歳 57 49.1 26.3 22.8 10.5 26.3 22.8 3.5 17.5
16～18歳 46 41.3 26.1 30.4 19.6 15.2 10.9 4.3 21.7

子供の
年齢

今の時代にあった内容にして欲しい

もっと役に立つ内容にして欲しい

もっと興味を持てる内容を取り上げて
欲しい

事前に講座や研修会の内容を知らせ
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

子供が一緒に参加できるようにして欲
しい

その他

工夫して欲しいことはない

46.0

25.9

28.3

22.9

21.3

24.5

1.9

12.4

50.0

29.5

34.1

18.2

27.3

9.1

2.3

11.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

子供を通じて関わっている人がいる（計）(n=428) 子供を通じて関わっている人はいない(n=44)

(%)
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＜参加しやすくするために重要なこと＞ 
○ 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に重要なことについて、子育ての悩み

や不安を「いつも感じる」人は、「無料だと良い」「身近な場所で開催されると良い」の割合が、子

育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて特に高くなっている。（図表 ４－21参照） 

 

○ 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に重要なことについて、性年代別にみ

ると、男女ともに「興味のある内容だと良い」の割合が最も高く、特に 20代と 30 代の女性では

「無料だと良い」の割合が他の項目と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－67 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に重要なこと（複数回答として集計）

／性年代別 

 
※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。 

 

○ 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に重要なことについて、末子年齢別に

みると、どの年齢でも「興味のある内容だと良い」が高く、0～3歳で「無料だと良い」の割合が他

の年代と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－68 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に重要なこと（複数回答として集計） 

／末子年齢別 

 
※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。 

  

(%)

n=

時間が短け
ればよい

仕事先で開
催されれば

良い

興味のある
内容だと良い

分かりやすい
内容だと良い

夜間や休日
の開催だと

良い
無料だと良い

身近な場所
で開催される

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

インターネッ
トなどを介し

て提供される
と良い

その他
要件が整っ

ても参加しな
い

2949 15.3 9.0 39.1 16.2 11.8 32.3 30.7 2.5 2.0 8.7 0.8 14.6
男性（計） 1386 15.2 11.7 37.4 17.5 16.7 28.9 24.5 2.4 2.1 7.9 0.4 16.9

20代 57 17.5 21.1 26.3 12.3 7.0 43.9 17.5 3.5 1.8 8.8 0.0 17.5
30代 403 15.4 15.4 35.7 16.1 13.6 34.0 25.1 1.0 2.0 7.9 0.5 16.1
40代 648 14.8 10.5 39.5 18.7 18.1 27.0 23.3 2.3 2.2 8.0 0.3 17.0
50代前半 278 15.1 7.2 37.4 18.0 20.1 23.0 28.1 4.3 2.2 7.6 0.4 17.6

女性（計） 1563 15.5 6.6 40.6 15.0 7.5 35.4 36.1 2.7 1.9 9.5 1.3 12.5
20代 96 20.8 6.3 29.2 7.3 7.3 49.0 35.4 2.1 2.1 12.5 3.1 9.4
30代 499 15.8 8.2 38.1 14.8 5.6 41.7 36.9 2.2 2.6 7.8 1.8 11.0
40代 713 14.4 6.2 41.8 15.1 8.3 31.1 35.8 3.4 1.3 9.3 1.0 14.4
50代前半 255 15.7 4.7 46.7 18.0 9.0 29.8 36.1 2.0 2.4 12.2 0.4 11.4

全体

性別
×

年代

(%)

n=

時間が短け
ればよい

仕事先で開
催されれば

良い

興味のある
内容だと良い

分かりやすい
内容だと良い

夜間や休日
の開催だと

良い
無料だと良い

身近な場所
で開催される

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

インターネッ
トなどを介し

て提供される
と良い

その他
要件が整っ

ても参加しな
い

全体 2949 15.3 9.0 39.1 16.2 11.8 32.3 30.7 2.5 2.0 8.7 0.8 14.6
0～3歳 1247 15.2 10.1 37.3 16.4 12.5 36.4 32.6 2.7 2.4 8.4 1.2 11.4
4～6歳 394 16.8 12.2 39.6 15.5 10.7 32.5 31.5 1.3 1.8 5.8 1.3 14.5
7～9歳 359 18.7 7.8 40.7 16.2 11.4 34.3 29.0 1.7 2.2 8.4 0.6 13.9
10～12歳 313 11.5 8.0 43.8 15.7 11.2 27.2 26.8 2.6 1.0 9.6 0.0 20.1
13～15歳 334 14.1 6.3 36.8 15.9 10.2 25.7 31.4 3.3 1.8 11.7 0.6 19.2
16～18歳 302 15.2 5.6 42.1 17.2 13.6 25.8 26.8 3.6 1.7 10.3 0.3 17.9

子供の
年齢
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○ 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に重要なことについて、子供を通じた

地域とのつながり別にみると、子供を通じて関わっている人がいる人の方が、子供を通じて関わっ

ている人がいない人と比べて「興味のある内容だと良い」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－69 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に重要なこと（複数回答として集計） 

／子供を通じた地域とのつながり別 

 
※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。 

時間が短ければよい

仕事先で開催されれば良い

興味のある内容だと良い

分かりやすい内容だと良い

夜間や休日の開催だと良い

無料だと良い

身近な場所で開催されると良い

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

インターネットなどを介して提供されると
良い

その他

要件が整っても参加しない

16.5

9.8

43.4

17.1

12.4

32.9

32.2

2.6

1.9

8.4

0.9

10.2

12.6

7.1

29.6

14.3

10.6

31.0

27.3

2.5

2.3

9.4

0.8

24.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

子供を通じて関わっている人がいる（計）(n=2037) 子供を通じて関わっている人はいない(n=912)

(%)
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＜知りたい情報＞ 
○ 家庭教育について知りたい情報について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「子供の

ほめ方・叱り方」「子供とのコミュニケーションの仕方」「子供の健康・発達に関すること」の割合

が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて特に高くなっている。（図表 ４－20参照） 

 

○ 家庭教育について知りたい情報について、性年代別にみると、20-40 代の男性で「子供のしつけ」

について、20-30 代の女性で「子供のほめ方・叱り方」「子供の健康・発達に関すること」の割合

が、それぞれ他の項目と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－70 家庭教育について知りたい情報（複数回答として集計）／性年代別 

 
※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。 

 

○ 家庭教育について知りたい情報について、末子年齢別にみると、0～9歳で「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」、10～18 歳で「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」の割合が、それぞれ他の年代と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－71 家庭教育について知りたい情報（複数回答として集計）／末子年齢別 

 
※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。 

 
  

(%)

n=

子供のしつけ
子供の健康・
発達に関す

ること

いじめ・不登
校・ひきこも
りへの対応

子供の性に
関すること

子供への虐
待・体罰に関

すること

子供のほめ
方・叱り方

子供とのコ
ミュニケー

ションの仕方

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

講座、研修
会に関するこ

と
相談窓口

子供や親の
交流の場

その他 特にない

3421 45.4 46.0 19.3 11.5 5.1 49.7 31.9 24.9 2.7 5.5 9.4 0.3 12.0
男性（計） 1549 50.3 45.5 22.4 8.8 7.0 46.9 28.5 19.6 2.7 5.4 8.8 0.3 14.4

20代 76 59.2 51.3 28.9 11.8 7.9 42.1 30.3 7.9 0.0 7.9 13.2 0.0 9.2
30代 454 54.2 48.7 20.3 9.3 5.9 53.5 30.4 13.4 2.4 6.6 9.0 0.4 12.6
40代 719 50.1 46.5 21.8 8.5 7.6 45.6 27.5 22.5 3.2 4.5 9.0 0.4 14.0
50代前半 300 42.7 37.0 25.3 8.3 6.7 41.3 27.3 24.7 2.7 5.3 7.0 0.0 19.3

女性（計） 1872 41.4 46.3 16.7 13.7 3.5 51.9 34.7 29.3 2.6 5.6 9.8 0.3 10.0
20代 113 54.0 56.6 3.5 7.1 2.7 60.2 50.4 8.8 2.7 8.0 18.6 0.0 6.2
30代 580 48.3 51.0 14.0 15.7 2.4 57.1 38.6 19.7 1.9 3.8 10.9 0.2 9.0
40代 846 40.0 43.7 17.3 14.1 4.0 51.1 31.9 32.3 2.7 6.3 8.7 0.2 10.3
50代前半 333 28.8 41.1 24.3 11.4 4.2 42.3 29.7 45.3 3.6 6.3 7.5 0.6 12.3

全体

性別
×

年代

(%)

n=

子供のしつけ
子供の健康・
発達に関す

ること

いじめ・不登
校・ひきこも
りへの対応

子供の性に
関すること

子供への虐
待・体罰に関

すること

子供のほめ
方・叱り方

子供とのコ
ミュニケー

ションの仕方

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

講座、研修
会に関するこ

と
相談窓口

子供や親の
交流の場

その他 特にない

全体 3421 45.4 46.0 19.3 11.5 5.1 49.7 31.9 24.9 2.7 5.5 9.4 0.3 12.0
0～3歳 1466 50.8 50.4 16.8 10.0 5.3 54.8 35.3 18.8 2.5 6.0 12.4 0.1 9.3
4～6歳 450 52.9 48.2 18.9 11.8 7.1 50.9 33.6 20.0 2.2 4.0 9.6 0.9 8.4
7～9歳 401 46.9 49.9 23.4 12.0 5.0 55.1 30.4 25.2 2.0 4.5 4.7 0.0 10.0
10～12歳 365 41.1 40.5 23.0 15.1 3.8 43.0 26.0 32.1 2.5 4.9 7.7 0.5 15.6
13～15歳 391 33.0 37.6 19.2 15.6 4.6 42.7 26.3 37.9 3.3 5.6 5.1 0.3 17.6
16～18歳 348 29.9 34.8 21.3 8.3 3.2 35.1 29.6 34.5 4.3 7.2 8.0 0.6 20.1

子供の
年齢
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○ 家庭教育について知りたい情報について、子供を通じた地域とのつながり別にみると、子供を通じ

て関わっている人がいる人は、子供を通じて関わっている人がいない人と比べて、「子供の健康・発

達に関すること」「子供のほめ方・叱り方」「子供のしつけ」「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」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－72 家庭教育について知りたい情報（複数回答として集計）／子供を通じた地域とのつながり別 

 
※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。 

 

子供のしつけ

子供の健康・発達に関すること

いじめ・不登校・ひきこもりへの対応

子供の性に関すること

子供への虐待・体罰に関すること

子供のほめ方・叱り方

子供とのコミュニケーションの仕方

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

講座、研修会に関すること

相談窓口

子供や親の交流の場

その他

特にない

47.6

48.5

19.7

12.8

5.6

52.0

32.5

26.9

3.1

5.2

9.7

0.3

8.0

39.9

39.3

18.1

8.1

3.7

43.5

30.3

19.6

1.6

6.3

8.4

0.2

22.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

子供を通じて関わっている人がいる（計）(n=2465) 子供を通じて関わっている人はいない(n=956)

(%)
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＜子育てをしていて負担を感じること＞ 
○ 子育てをしていて負担を感じることについて、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「精

神的な負担」「経済的な負担」の割合が高くなっている。（図表 ４－７参照） 

 

○ 子育てをしていて負担を感じることについて、性年代別にみると、男女ともに「経済的な負担」の

割合が最も高く、20-30 代の女性で「肉体的な負担」「精神的な負担」、30代の男性で「時間的余裕

がないこと」の割合が、それぞれ他の性年代と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－73 子育てをしていて負担を感じること（回答は２つまで）／性年代別 

 
  

(%)

n=

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
負担は感じ
ていない

3421 49.1 21.5 29.0 7.5 29.6 3.3 1.8 0.8 14.6
男性（計） 1549 50.7 17.8 21.9 5.8 32.3 3.3 2.1 0.4 17.7

20代 76 52.6 26.3 22.4 15.8 28.9 5.3 1.3 0.0 11.8
30代 454 47.6 24.4 27.8 5.1 40.3 2.6 3.1 0.7 12.3
40代 719 51.0 15.2 19.5 6.0 29.3 3.9 1.7 0.3 20.2
50代前半 300 54.0 12.0 19.0 4.0 28.3 2.3 1.7 0.3 21.3

女性（計） 1872 47.9 24.6 34.8 8.9 27.4 3.3 1.7 1.1 12.1
20代 113 42.5 33.6 44.2 3.5 27.4 4.4 5.3 0.0 11.5
30代 580 44.0 30.2 38.3 9.1 34.0 4.0 1.0 1.2 7.8
40代 846 49.4 22.7 31.2 10.3 26.1 2.7 1.3 1.2 13.8
50代前半 333 52.6 16.8 34.8 6.9 18.9 3.0 2.4 0.9 15.3

全体

性別
×

年代
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○ 子育てをしていて負担を感じることについて、末子年齢別にみると、10～18 歳で「経済的な負担」

の割合が他の年代と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－74 子育てをしていて負担を感じること（回答は２つまで）／末子年齢別 

 
 
○ 子育てをしていて負担を感じることについて、子供を通じた地域とのつながり別にみると、子供を

通じて関わっている人がいる人の方が、子供を通じて関わっている人がいない人と比べて、「時間的

余裕がないこと」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－75 子育てをしていて負担を感じること（回答は２つまで）／子供を通じた地域とのつながり別 

 
  

(%)

n=

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
負担は感じ
ていない

全体 3421 49.1 21.5 29.0 7.5 29.6 3.3 1.8 0.8 14.6
0～3歳 1466 46.7 26.9 31.3 6.0 34.8 3.0 2.3 0.8 11.3
4～6歳 450 43.6 28.0 30.9 7.6 32.2 4.0 1.3 1.1 14.2
7～9歳 401 46.9 19.7 26.9 9.5 29.7 4.2 1.7 0.7 17.2
10～12歳 365 55.6 16.7 24.1 13.2 25.5 3.6 1.1 0.8 14.8
13～15歳 391 54.2 11.5 28.6 8.7 21.2 3.3 2.3 0.8 17.4
16～18歳 348 56.6 9.2 24.7 4.3 18.1 2.0 1.1 0.3 22.7

子供の
年齢

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

負担は感じていない

49.2

22.2

29.0

8.2

30.8

3.5

1.8

0.8

13.1

49.0

19.8

28.9

5.6

26.7

2.7

1.9

0.7

18.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

子供を通じて関わっている人がいる（計）(n=2465) 子供を通じて関わっている人はいない(n=956)

(%)
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＜子育ての悩みや不安の内容＞ 
○ 子育ての悩みや不安の内容について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「たまに感じ

る」人に比べ、「子供との接し方が分からない」「家族で協力して子育てができていない」「子供の気

持ちが分からない」の割合が特に高くなっている。（図表 ４－８参照） 

 
○ 子育ての悩みや不安の内容について、性年代別にみると、20-30 代の男女で「しつけの仕方が分か

らない」、40-50 代の女性で「子供の生活習慣の乱れについて悩みや不安がある」の割合が、それぞ

れ他の性年代と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－76 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）／性年代別 

 
※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。 

 

○ 子育ての悩みや不安の内容について、末子年齢別にみると、13～18 歳で「子供の生活習慣の乱れに

ついて悩みや不安がある」、0～6歳で「しつけの仕方が分からない」の割合が、それぞれ他の年代

と比べて高くなっている。 

 

図表 ４－77 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）／末子年齢別 

 
※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。 

 
  

(%)

n=

しつけの仕方
が分からな

い

子供の健康
や発達につ
いて悩みや
不安がある

子供の生活
習慣の乱れ
について悩
みや不安が

ある

子供との接し
方が分から

ない

子供の気持
ちが分からな

い

子供の友人
関係につい
て悩みや不
安がある

子育てに十
分な時間が

とれない

家族で協力
して子育てが
できていない

子育てに関し
て家族の方
針が合わな

い

保護者同士
の良い関係
が作れない

忙しい時子
供の面倒を

見てくれる人
がいない

子育てにつ
いて職場の
理解が得ら

れない

子育てをする
上で経済的

に厳しい
その他

2388 40.6 38.4 42.9 13.4 29.5 15.3 25.7 11.9 10.9 6.8 16.6 2.3 32.7 9.0
男性（計） 957 44.6 38.1 40.2 15.2 29.2 14.6 33.0 7.9 12.4 6.2 14.5 3.2 34.7 4.2

20代 51 54.9 43.1 27.5 21.6 27.5 13.7 25.5 5.9 5.9 9.8 17.6 2.0 41.2 3.9
30代 309 50.5 39.5 35.0 12.0 24.3 11.0 35.6 9.7 12.9 4.9 21.4 3.6 33.7 3.9
40代 421 43.5 37.5 43.2 15.7 28.7 16.6 32.1 7.8 13.1 7.4 10.5 3.3 33.0 5.5
50代前半 176 34.1 35.8 46.0 17.6 39.2 16.5 33.0 5.7 11.9 4.5 11.4 2.8 38.6 1.7

女性（計） 1431 37.9 38.6 44.7 12.3 29.7 15.8 20.8 14.5 9.9 7.3 18.0 1.7 31.4 12.2
20代 89 59.6 39.3 30.3 15.7 27.0 6.7 21.3 19.1 6.7 5.6 23.6 3.4 28.1 11.2
30代 453 49.7 41.7 34.9 15.0 26.3 12.4 23.8 12.8 6.2 6.8 25.8 2.2 29.6 9.5
40代 645 33.6 36.4 49.6 10.7 29.0 18.0 21.1 14.6 12.7 8.2 15.5 1.4 29.9 13.0
50代前半 244 19.7 38.5 54.9 10.2 38.9 19.7 14.3 15.6 10.2 6.1 8.2 1.2 39.8 15.2

全体

性別
×

年代

(%)

n=

しつけの仕方
が分からな

い

子供の健康
や発達につ
いて悩みや
不安がある

子供の生活
習慣の乱れ
について悩
みや不安が

ある

子供との接し
方が分から

ない

子供の気持
ちが分からな

い

子供の友人
関係につい
て悩みや不
安がある

子育てに十
分な時間が

とれない

家族で協力
して子育てが
できていない

子育てに関し
て家族の方
針が合わな

い

保護者同士
の良い関係
が作れない

忙しい時子
供の面倒を

見てくれる人
がいない

子育てにつ
いて職場の
理解が得ら

れない

子育てをする
上で経済的

に厳しい
その他

全体 2388 40.6 38.4 42.9 13.4 29.5 15.3 25.7 11.9 10.9 6.8 16.6 2.3 32.7 9.0
0～3歳 1044 47.3 40.2 36.9 12.8 28.1 10.1 29.2 12.8 9.6 5.3 20.5 2.2 33.3 8.3
4～6歳 324 48.8 40.1 40.7 11.1 22.8 16.4 30.9 10.5 9.3 7.4 23.1 3.7 25.6 6.8
7～9歳 286 43.4 44.1 43.4 10.5 26.6 21.7 23.4 10.5 12.2 8.7 13.6 2.4 28.3 7.7
10～12歳 254 30.7 35.8 48.4 14.2 27.2 20.9 25.6 9.8 13.8 11.4 12.6 2.8 34.6 7.9
13～15歳 255 26.7 34.1 56.9 13.7 33.3 20.4 16.1 15.3 12.2 7.1 9.8 0.8 37.3 11.0
16～18歳 225 21.3 28.4 51.1 22.2 47.6 18.2 16.0 9.3 12.9 5.3 5.3 2.2 38.2 15.6

子供の
年齢
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○ 子育ての悩みや不安の内容について、子供を通じて関わっている人がいる人は、子供を通じて関わ

っている人がいない人と比べて、「子供の生活習慣の乱れについて悩みや不安がある」「子供の友人

関係について悩みや不安がある」の割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－78 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）／子供を通じた地域とのつながり別 

 
※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。 

  

しつけの仕方が分からない

子供の健康や発達について悩みや不
安がある

子供の生活習慣の乱れについて悩み
や不安がある

子供との接し方が分からない

子供の気持ちが分からない

子供の友人関係について悩みや不安
がある

子育てに十分な時間がとれない

家族で協力して子育てができていない

子育てに関して家族の方針が合わな
い

保護者同士の良い関係が作れない

忙しい時子供の面倒を見てくれる人が
いない

子育てについて職場の理解が得られ
ない

子育てをする上で経済的に厳しい

その他

39.6

39.1

44.3

12.3

27.8

16.5

26.5

12.4

10.5

6.4

16.6

2.5

32.5

9.1

43.4

36.8

39.0

16.7

34.1

12.1

23.5

10.3

12.0

7.9

16.6

2.1

33.3

8.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

子供を通じて関わっている人がいる（計）(n=1754) 子供を通じて関わっている人はいない(n=634)

(%)
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＜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について、子育ての悩みや不安を「いつも感じる」人は、「学

校・幼稚園・保育所が家庭を支援すること」「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」の割合が、子育ての悩みや不安の程度が他の人と比べて高くなっている。

（図表 ４－14参照） 

 

○ 家庭教育の充実のために必要なことについて、性別にみると、男性は「親がもっと家庭教育に取り

組むこと」、女性は「子育てをしている仲間同士が助け合うこと」の割合が、それぞれ異性と比べ

て、特に高くなっている。 

 

図表 ４－79 家庭教育の充実のために必要なこと（回答は２つまで）／性年代別 

 
  

(%)

n=

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

3421 36.7 11.1 24.9 15.4 9.0 38.4 24.7 1.4
男性（計） 1549 43.3 8.7 19.4 12.6 10.9 39.3 22.9 1.4

20代 76 44.7 11.8 28.9 19.7 7.9 30.3 17.1 1.3
30代 454 40.7 10.8 20.3 14.8 10.4 41.0 24.2 0.9
40代 719 43.8 7.9 18.6 12.2 11.4 37.3 22.9 1.4
50代前半 300 45.3 6.7 17.7 8.3 11.3 43.7 22.0 2.0

女性（計） 1872 31.3 13.1 29.5 17.7 7.5 37.8 26.2 1.4
20代 113 35.4 12.4 33.6 27.4 8.0 31.9 25.7 0.9
30代 580 31.2 15.0 31.2 23.1 6.0 39.5 25.3 0.7
40代 846 32.2 11.5 27.5 15.0 7.3 38.4 27.0 2.0
50代前半 333 27.9 14.4 30.0 11.7 10.2 35.1 26.1 1.2

全体

性別
×

年代
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○ 家庭教育の充実のために必要なことについて、末子年齢別にみると、すべての年代で「行政が支援

すること」「親がもっと家庭教育に取り組むこと」の割合が高くなっている。 

 

図表 ４－80 家庭教育の充実のために必要なこと（回答は２つまで）／末子年齢別 

 
 
○ 家庭教育の充実のために必要なことについて、子供を通じた地域とのつながり別にみると、子供を

通じて関わっている人がいる人は、子供を通じて関わっている人がいない人と比べて、「子育てをし

ている仲間同士が助け合うこと」を必要だと思っている割合が特に高くなっている。 

 

図表 ４－81 家庭教育の充実のために必要なこと（回答は２つまで）／子供を通じた地域とのつながり別 

 
  

(%)

n=

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

全体 3421 36.7 11.1 24.9 15.4 9.0 38.4 24.7 1.4
0～3歳 1466 37.0 11.2 27.1 17.2 8.3 39.2 24.6 0.8
4～6歳 450 40.9 11.6 24.4 22.7 11.1 33.6 22.2 0.9
7～9歳 401 37.9 10.5 26.2 16.5 7.2 37.7 22.7 1.2
10～12歳 365 32.6 11.2 20.0 12.1 10.4 40.0 24.9 3.3
13～15歳 391 35.3 8.7 22.0 8.7 9.5 41.2 27.6 2.6
16～18歳 348 34.5 13.8 23.6 8.0 9.8 37.9 27.0 1.4

子供の
年齢

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

37.2

12.5

29.2

16.3

10.1

36.2

23.7

1.2

35.4

7.7

14.0

13.1

6.3

44.2

27.3

1.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

子供を通じて関わっている人がいる（計）(n=2465) 子供を通じて関わっている人はいない(n=956)

(%)
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