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第１章 調査の概要 

１. 調査の目的 

 
県内の母子世帯および父子世帯ならびに寡婦の生活実態等を総合的に把握し、ひとり親世帯等

の福祉施策を強化・推進するための基礎資料を得ることを目的とする。 
 
 
２. 調査の対象および調査数 

 
日本国籍を有し、平成 25 年 8 月 1 日現在、県内の居住する母子世帯および父子世帯ならびに

寡婦を調査の対象とする。 
調査数は、母子世帯 2,239 世帯、父子世帯 542 世帯、寡婦世帯 526 世帯、総数 3,307 世帯であ

る。 
 

３. 調査事項 

 
「沖縄県ひとり親世帯等実態調査票」（以下「調査票」という。）に係る事項とした。 
（１）家族の状況 （２）仕事の状況  （３）生活・住宅の状況 
（４）健康の状況 （５）子育ての状況 
（６）福祉制度およびサービス等の周知・利用状況 
（７）国、県および市町村等への行政機関への要望 
（８）その他 
 

４. 調査の方法 

 
 調査方法は郵送法によった。 
 市町村は住民基本台帳ならびにこれに変わる資料により、平成 25 年 8 月 1 日現在の母子世

帯および父子世帯ならびに寡婦世帯の名簿を無作為抽出により作成し、県に提出した。 
 県は、市町村からの名簿に基づき作成した「沖縄県ひとり親世帯等実態調査対象世帯名簿」

を事業受託者である株式会社海邦総研に提供した。 
 
５. 調査日時および調査期間 

 
調査は郵送法で実施した。平成 25 年 11 月 1 日を基準日とし、調査期間は平成 25 年 11 月 7 日

に発送し、締切は 11 月 25 日（当日消印有効）とした。 
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６. 調査票の回収率および集計・分析 

 
調査票の回収率は以下のとおりであった。調査票の集計および結果の分析は事業受託者である

株式会社海邦総研が行い、母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ごとの考察を琉球大学法文学部准教授

の本村真氏が行った。 

 
図表 1-1 調査票配布世帯数および回収数（世帯数・平成 25 年 8 月 1 日現在） 

世帯総数 調査票配布数 宛先不明数 有効配布数 回収数 回収率
A（調査対象世帯数） B（世帯） C（世帯） D（世帯） E（世帯） E／D（％）

世帯総数 41,623 3,307 19 3,288 1,025 31.17
⺟⼦世帯 29,894 2,239 11 2,228 757 33.98
父⼦世帯 4,912 542 3 539 143 26.53
寡婦世帯 6,817 526 5 521 125 23.99

調査年度

 
※世帯総数については、「沖縄県の推計人口」の平成 25 年 8 月 1 日現在の「市町村別人口総数及び世帯数」より転載  
※本調査において世帯累計（⺟⼦・父⼦・寡婦）別の世帯数 A は「8.調査対象世帯等の定義」により、市町村が作成した名簿を集計し

たものであり、市町村が既存の資料（住⺠基本台帳等）を利用した結果の推計である 
※上述したように、本調査における世帯類型別の世帯数は推計であるが、特に寡婦世帯数については、住⺠基本台帳等既存の資料によ

っては「40 歳以上 70 歳未満の配偶者のいない⼥⼦」でかつ「寡婦控除を受けている者」等を抽出できるのみであり、その者がかつ
て児童を扶養していたかどうかまでを把握するのは困難であった。よって、特に寡婦世帯については、沖縄県における当該世帯数の
実数との差異があることが推察される 

※宛先不明数とは宛先不明として返送されてきた値である  

 

７. 調査の実施機関等 

 
調査の実施主体は沖縄県とし、株式会社海邦総研に委託して実施した。また、実施にあたって

は県内市町村の協力を得て行った。 

 

８. 調査対象世帯等の定義 

 
(１) 母子世帯 

「母子世帯」とは、配偶者のない女子と２０歳未満の子どもがいる世帯。他に同居者がいても、

この条件を満たせば母子世帯とする。 
配偶者のない女子とは、次の通り。 
①配偶者と死別又は離別したもので、現に婚姻をしていない者 
②配偶者の生死が明らかでない者 
③配偶者から１年以上遺棄されている者 
④配偶者が心身の障がいにより、１年以上にわたって労働能力を失っている者 
⑤配偶者が法令により１年以上拘禁されている者 
⑥婚姻によらないで母となった者で、現に婚姻をしていない者 

ただし、婚姻していなくても、事実上の婚姻関係（内縁関係）にある方がいる場合は母子世帯

とはしない。 
また、単身赴任、出稼ぎ、子どもの就学等により、配偶者と一時的に別居している場合も母子

世帯とはしない。 
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世帯とはしない。 
 
(２) 父子世帯 

「父子世帯」とは、配偶者のない男子と２０歳未満の子どもがいる世帯。他に同居者がいても、

この条件を満たせば父子世帯とする。 
・配偶者のない男子とは、配偶者のない女子の説明に準じる。 
・他の要件についても、母子世帯に準じて解釈する。 

 
(３) 寡婦世帯 

「寡婦世帯」とは、配偶者のない女子と２０歳以上の子どもからなる世帯、または４０歳以上

７０歳未満の配偶者のない女子で子どものいない世帯。他に同居者がいても、この条件を満たせ

ば寡婦世帯とする。 
・配偶者のない女子とは、母子世帯の説明に準ずる。 
・他の要件についても、母子世帯に準じて解釈する。 
・なお、２０歳未満の子どもがいる場合、「寡婦世帯」ではなく「母子世帯」となる。 
 

９. 地域区分 

 
本調査では、以下の地域区分を使って分析を行った。 
 

本島南部 那覇市、糸満市、豊⾒城市、⼋重瀬町、南城市、与那原町、南風原町 
本島中部 沖縄市、宜野湾市、浦添市、うるま市、読谷村、嘉⼿納町、北谷町、北中城村、中城村、⻄原町 
本島北部 名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、⾦武町 
先島地域 宮古島市、多良間村、⽯垣市、⽵富町、与那国町 
その他離島 久⽶島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、 

伊江村 

 
１０. 個人情報の取扱について 

 
調査実施にあたっては、下記の事項につき留意するものとした。 
・調査の関係者は、調査から知り得た内容について、一切ほかに漏らしてはいけない。 
・調査対象世帯の秘密保持のため、県・各市町村ならびに事業受託者は、調査票および調査対

象世帯名簿の取り扱いを事務取扱に基づき慎重に行う。 
・事業委託者は、調査対象世帯名簿を調査終了後、県へ速やかに返却する。 
・県は、調査終了後に個人情報である調査対象世帯名簿を速やかに廃棄するなどの適切な処分

を行う。 
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第２章 調査結果の概要 

１. 世帯数に関する統計整理 

(１) ひとり親世帯の出現率 

平成 25 年 8 月 1 日現在、沖縄県の母子世帯は 29,894 世帯、父子世帯は 4,912 世帯、寡婦世

帯は 6,817 世帯と推計され、県内の世帯総数 547,288 世帯に占める割合（出現率）はそれぞれ

5.46%、0.90%、1.25%となっている。 
 
図表 2-1 ひとり親世帯の出現率 

世帯数 出現率（％） 世帯数 出現率（％） 世帯数 出現率（％） 世帯数 出現率（％）
世帯総数 A 429,799 - 474,797 - 516,727 - 547,288 -

市部 B 298,263 - 346,215 - 406,453 - 430,068 -
町村部 C 131,536 - 128,582 - 110,274 - 117,220 -

⺟⼦世帯 a （出現率 a/A） 20,262 4.71 25,604 5.39 26,846 5.20 29,894 5.46
市部 b （出現率 ｂ/B） 15,392 5.16 20,313 5.87 21,431 5.27 24,004 5.58
町村部 c （出現率 ｃ/C） 4,870 3.70 5,291 4.11 5,415 4.91 5,890 5.02

父⼦世帯 a' （出現率 a'/A） 4,069 0.95 4,265 0.90 4,508 0.87 4,912 0.90
市部 b' （出現率 ｂ'/B) 2,950 0.99 3,182 0.92 3,387 0.83 3,812 0.89
町村部 c' （出現率 c'/C） 1,119 0.85 1,083 0.84 1,121 1.02 1,100 0.94

寡婦世帯 a'' （出現率 a''/A） 5,867 1.37 16,160 3.40 6,194 1.20 6,817 1.25
市部 b'' （出現率 ｂ''/B) 2,560 0.86 13,918 4.02 4,957 1.22 4,738 1.10
町村部 c'' （出現率 c''/C） 3,307 2.51 2,242 1.74 1,237 1.12 2,079 1.77

※平成20年より以前の値については沖縄県福祉保健部『沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書』（平成21年3月31日）より転載
※平成25年の値については今回の調査を基に算出
※世帯数については「沖縄県の推計人口」の平成25年8月1日現在の「市町村別人口総数及び世帯数」より
※出現率は、市部・町村別の世帯について、世帯総数を100とした場合の、⺟⼦世帯、父⼦世帯、寡婦世帯の割合である

平成10年度 平成15年度 平成25年度平成20年度

 

 
(２) ひとり親世帯の地域別の出現率 

母子世帯は本島中部が 6.56%で最も高く、次いで本島南部、先島地域となっている。本島中

部と本島北部で増加傾向である。 
父子世帯も本島中部が 1.06%で最も高く、次いで先島地域、本島南部となっている。本島中

部と本島南部で増加傾向である。 
 
図表 2-2 ひとり親世帯の地域別の出現率の推移 

母子世帯 父子世帯 
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(３) 世帯数の推移 

世帯数でみると、母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに増加傾向である。（ただし、寡婦世

帯の平成 15 年度の値は除く） 
出現率でみると、母子世帯は増加傾向である。父子世帯はおおむね横ばい傾向である。 
寡婦世帯については、平成 10 年度から調査対象としているが、世帯の定義上、実数の正確

な把握が困難であり、現時点の数値をもってその傾向を推察することも困難と思われる。 
 
図表 2-3 ひとり親世帯数及び出現率の推移 

世帯数 出現率（％） 世帯数 出現率（％） 世帯数 出現率（％）
昭和51 1976 279,469 9,384 3.36 - - - -
昭和56 1981 306,938 13,008 4.24 - - - -
昭和60 1985 339,255 - - 3,180 0.94 - -
昭和61 1986 354,565 15,454 4.36 - - - -
平成5 1993 403,350 20,798 5.16 3,919 0.97 - -
平成10 1998 429,799 20,262 4.71 4,069 0.95 5,867 1.37
平成15 2003 474,797 25,604 5.39 4,265 0.90 16,160 3.40
平成20 2008 516,727 26,846 5.20 4,508 0.87 6,194 1.20
平成25 2013 547,288 29,894 5.46 4,912 0.90 6,817 1.25

※平成20年より以前の値については沖縄県福祉保健部『沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書』（平成21年3月31日）より転載
※平成25年の値については今回の調査を基に算出
※世帯数については「沖縄県の推計人口」の平成25年8月1日現在の「市町村別人口総数及び世帯数」より

調査年度 父⼦世帯 寡婦世帯世帯総数 ⺟⼦世帯

 
 
 
(４) 離婚率の推移 

離婚件数・離婚率ともに、平成 15 年度が最も高い値を示しているが、その後減少し、近年

は横ばい傾向である。 
全国に比べると、沖縄県は常に高い離婚率を示している。 

 
図表 2-4 離婚率の推移 

沖縄県
離婚件数 沖縄県 全国

昭和50 1,340 1.29 1.07
昭和56 2,246 2.02 1.32
昭和60 * 2,590 2.20 1.39
昭和61 2,528 2.13 1.37
平成5 2,706 2.18 1.52

平成10 3,524 2.72 1.94
平成15 3,722 2.77 2.25
平成20 3,565 2.60 1.99
平成24 3,634 2.59 1.87

離婚率（人口千人対）年 次

 
※昭和 50 年、56 年の値については沖縄県福祉保健部『沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書』（平成 21 年 3 月 31 日）より転載 
※それ以降は沖縄県『人口動態総覧の年次推移』、厚⽣労働省『人口動態統計』より 
※率算出に用いた人口は、*印の年は国勢調査人口。率は人口千対 
※⽐較のため、ひとり親世帯等実態調査と同じ年次について抜粋 
※平成 25 年は未公表のため、平成 24 年について記載 
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２. 回答者属性 

(１) 現在の年齢 

（％）
20歳未満 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65歳以上 不明

⺟⼦世帯
N=757 0.3 1.7 5.2 14.5 21.1 23.1 17.8 9.6 4.4 0.7 0.8 0.8
父⼦世帯
N=143 0.7 0.7 2.1 9.8 21.0 21.0 20.3 14.0 7.0 2.1 1.4 0.0
寡婦世帯
N=125 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 1.6 12.0 24.0 24.8 16.8 18.4 0.8

 
 
(２) お住まいの市町村 

（％）

市部 町村部 不明

⺟⼦世帯
N=757 63.3 34.2 2.5
父⼦世帯
N=143 58.7 40.6 0.7
寡婦世帯
N=125 47.2 51.2 1.6

 
 
(３) 居住地域 

（％）

本島南部 本島中部 本島北部 先島地域 その他
離島

不明

⺟⼦世帯
N=757 29.1 37.6 17.2 12.2 3.4 0.5
父⼦世帯
N=143 32.9 35.0 12.6 14.7 4.9 0.0
寡婦世帯
N=125 28.8 34.4 20.0 12.8 3.2 0.8
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３. 家庭について 

(１) 一緒に生活している家族の人数 （ＳＡ） 

母子世帯では「２人」が 33.6%、父子世帯では「４人」が 28.7%、寡婦世帯では「２人」が

41.6%で、それぞれ最も多くなっている。 
母子世帯に比べて父子世帯の方が、全体に家族の人数が多い傾向がみられる。 
 

1.4

22.4

26.6

41.6

26.3

18.9

22.4

21.5

28.7

5.6

8.2

14.7

3.2

4.4

5.6

2.2 33.6

0.0

0.8

1.4

2.1

4.0

2.8

1.7

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

自分１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上 不明  
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(２) 生計を共にしている 20 歳未満の子どもの有無 （ＳＡ）  

母子世帯、父子世帯ともに、「いる」が 90.6%、91.6%で最も多くなっている。 
 

90.6

91.6

8.6

7.0

0.8

1.4

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

いる いない 不明  

 
(３) 就学・就労別の 20 歳未満の子どもの有無 （ＭＡ） 

(2)で「いる」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに、「小学生」が 41.0%、41.2%で最も多くなっている。 
一方で、母子世帯は父子世帯に比べて「就学前」が、父子世帯は母子世帯に比べて「中学生」

が多くなっており、母子世帯の方が、子どもが低年齢の頃からひとり親世帯となっている傾向

がみられる。 

20.6

41.0

29.0

35.0

1.3

2.6

2.3

3.6

3.6

2.8

0.3

14.5

41.2

39.7

36.6

0.0

3.1

3.1

3.8

3.1

2.3

0.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

就学前

小学生

中学生

高校生

短大・高専

専門学校

大学生

就職している

無職・求職中

その他

不明

(%)

母子世帯 N=686

父子世帯 N=131
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(４) 生計を共にしている 20 歳以上の子どもの有無 （ＳＡ）  

母子世帯、父子世帯ともに「いない」が 72.7%、74.1%で最も多い一方、寡婦世帯では「い

る」が 68.0%で最も多くなっている。 
 

21.1

17.5

68.0

72.7

74.1

29.6

6.2

8.4

2.4

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

いる いない 不明  

 
(５) 就学・就労別の 20 歳以上の子どもの有無 （ＭＡ） 

(4)で「いる」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに、「就職している」が 4 割以上で最も多く、特に寡婦

世帯では 61.2%となっている。 
 

1.3

6.9

16.9

50.6

18.1

12.5

11.9

4.0

4.0

16.0

44.0

28.0

12.0

8.0

0.0

9.4

15.3

61.2

21.2

15.3

5.9

0 10 20 30 40 50 60 70

短大・高専

専門学校

大学生

就職している

無職・求職中

その他

不明

(%)

母子世帯 N=160

父子世帯 N=25

寡婦世帯 N=85
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(６) 子ども以外の同居人 （ＭＡ） 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに、「子ども以外に同居している人はいない」が 4 割以

上で最も多く、特に母子世帯が 62.5%となっている。父子世帯は、母子世帯、寡婦世帯に比べ

て「実の親」が特に多くなっている。 
こうしたことから、母子世帯がより少ない家族構成で生活している傾向がみられる。 

 

62.5

22.7

0.3

8.5

0.4

3.3

11.1

43.4

37.8

0.0

11.9

0.7

4.2

16.8

51.2

5.6

3.2

4.0

4.8

7.2

25.6

0 10 20 30 40 50 60 70

子ども以外に

同居している人はいない

実の親

義理の親

兄弟姉妹（義兄弟姉妹）

子の配偶者

その他

不明

(%)

母子世帯 N=757

父子世帯 N=143

寡婦世帯 N=125
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４. ひとり親（母子・父子）世帯になった時の状況 

(１) ひとり親（母子・父子）世帯になったときの年齢 （ＳＡ） 

母子世帯、父子世帯ともに「30～34 歳」が 25.6%、22.4%で最も多くなっている。 
父子世帯の方が母子世帯に比べて、高い年齢でひとり親世帯になる傾向がみられる。 
 

2.8

0.7

9.6

7.7

21.3

12.6

25.6

22.4

22.2

18.9

9.9

21.7 10.5 2.8

5.4

1.2

0.0

0.5 0.3

0.7

0.0

0.0

2.1

1.2

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

20歳

未満

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44 歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

不明

 

 
(２) ひとり親（母子・父子）世帯になってからの期間 （ＳＡ） 

母子世帯は「10 年以上」が 34.7%で最も多いのに対し、父子世帯は「5 年以上 10 年未満」

が 34.3％で最も多くなっている。 
 

11.2 23.8

32.4

34.3

34.7

29.4 1.4

12.5 19.8 0.5

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

２年未満 ２年以上５年未満 ５年以上１０年未満 １０年以上 不明  
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(３) ひとり親世帯になった理由 （ＳＡ） 

母子世帯、父子世帯ともに「離婚」が 79.3%、80.4%で最も多いが、母子世帯は父子世帯に
比べて「未婚の母」が、父子世帯は母子世帯に比べて「病死・事故死」が多くなっている。 
これらは、父子世帯に比べて母子世帯が低年齢の子を持つ理由の一つと考えられる。 

79.3

80.4

12.2

2.1

4.6

12.6

0.7

0.3

0.7

0.1

0.7

0.1

0.7

0.3

0.0

1.70.7

0.7

1.4

0.8

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

離婚 未婚の

母（父）

病死・

事故死

自死（自殺） 行方不明

・失踪など

遺棄 相手の

心身障害

相手から

の暴力

その他 不明

 

(４) ひとり親世帯になった直後に特に困ったこと （ＭＡ） 

母子世帯、父子世帯ともに「家計（生活費）」が 6割を超えて最も多く、特に母子世帯は 83.5%
となっている。父子世帯は母子世帯に比べて「家事」「子育て・教育」が多くなっている。 

83.5

16.4

39.1

4.6

33.2

12.3

3.7

4.1

13.6

4.9

3.2

3.2

2.5

21.1

5.0

1.3

2.8

1.8

60.8

7.0

42.7

32.9

52.4

7.0

2.8

4.2

9.1

3.5

0.0

0.0

1.4

10.5

2.8

1.4

5.6

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

家計（生活費）

住宅

仕事

家事

子育て・教育

自分の健康

親族の健康・介護

相談相手

精神的苦痛

孤独感

相手からの暴力

相手の付きまとい

その他相手とのトラブル

借入金・ローンの返済

ひとり親世帯への偏見

その他

特にない

不明

(%)

母子世帯　N=757

父子世帯　N=143
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５. 面会交流・養育費について 

(１) 離別した相手と子どもとの面会交流の取り決めの有無 （ＳＡ） 

4.(3)で「離婚」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに、「取り決めをしていない」が 79.3%、72.2%で最も多くなってい

る。父子世帯の方が母子世帯に比べて、取り決めをしている世帯が多くなっている。 
 

8.7 16.5

79.3

72.2

1.2

2.6

9.2 10.3

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

母子世帯

N=600

父子世帯

N=115

文書などを交わして

取り決めをしている

文書は交わしていないが、

取り決めをしている

取り決めをしていない 不明

 
 
 
 
(２) 離別した相手と子どもとの面会交流の有無 （ＳＡ） 

4.(3)で「離婚」と回答した人のみ 

母子世帯では「最初から全く行っていない」が 47.8%、父子世帯では「現在、定期的ではな

いが、ときどき行っている」が 34.8%で最も多くなっている。 
 

12.2 34.8

15.3

11.3

47.8

30.4

8.7

7.0

3.8 23.0

4.3

1.3

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

母子世帯

N=600

父子世帯

N=115

現在、定期的に行っている

現在、定期的ではないが、ときどき行っている

途中まで行っていたが、現在は行っていない

最初から全く行っていない

その他

不明  
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(３) 養育費の受け取りの有無 （ＳＡ） 

4.(3)で「離婚」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに、「最初から全く受け取っていない」が 7 割を超えて最も多く、
特に父子世帯では 92.2%となっている。 

 

9.8 75.8

92.2

0.9

8.8

0.0

3.5

0.9

1.2

1.7

4.3

0.8

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

母子世帯

N=600

父子世帯

N=115

現在も、定期的に受け取っている

現在も、定期的ではないが、ときどき受け取っている

途中まで受け取ったが、現在は受け取っていない

最初から全く受け取っていない

その他

不明  
 
 
 
(４) 養育費の金額の決まり （ＳＡ） 

(3)で「現在も、定期的に受け取っている」「現在も、定期的ではないが、ときどき受け取っている」 

「途中まで受け取ったが、現在は受け取っていない」と回答した人のみ 

母子世帯では「月額」が 74.4％で最も多くなっている。 

 

74.4

50.0

20.3

50.0

5.3

0.0

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

母子世帯

N=133

父子世帯

N=2

月額 特に決まっていない 不明
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養育費の月額 

(4)で「月額」と回答した人のみ 

母子世帯では、「30 千円～40 千円未満」が 36.4%で最も多く、次いで「20 千円以上～30 千

円未満」が 19.2%となっている。 
 

0.0

10.1

19.2

36.4

13.1

3.0

3.0

1.0

14.1

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0千円以上～10千円未満

10千円以上～20千円未満

20千円以上～30千円未満

30千円以上～40千円未満

50千円以上～70千円未満

70千円以上～100千円未満

100千円以上～200千円未満

200千円以上～

不明

(%)

母子世帯 N=99

父子世帯 N=1
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(５) 養育費の取り決めの有無 (ＳＡ)  

4.(3)で「離婚」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに、「取り決めをしていない」が 4 割以上で最も多く、特に父子世

帯では 68.7%となっている。 
 

7.0

48.3

68.7

32.6

23.5

12.0

0.9

7.0

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

母子世帯

N=600

父子世帯

N=115

文書などを交わして取り決めをしている

文書は交わしていないが、取り決めをしている

取り決めをしていない

不明  
 
取り決めの種類 （SA) 

 (5)で「文書などを交わして取り決めをしている」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに「調停」が 33.0%、25.0%で最も多くなっている。 
 

13.2

0.0

33.0

25.0

6.6

0.0

8.8

0.0

38.5

75.0

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

母子世帯

N=91

父子世帯

N=8

公正証書 調停 裁判 その他 不明  
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(６) 養育費の取り決めをしていない理由 （ＭＡ） 

 (5)で「取り決めをしていない」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに「相手に経済力がない」が 5 割以上で最も多くなっている。 
母子世帯は父子世帯に比べて、「相手に支払う意思がない」が、父子世帯は母子世帯に比べ

て「自分の収入で養育できる」が特に多くなっている。 

53.6

45.4

11.5

12.0

1.6

6.8

6.0

7.4

1.4

57.0

20.3

7.6

8.9

17.7

10.1

2.5

8.9

1.3

0 10 20 30 40 50 60

相手に経済力がない

相手に支払う意思がない

相手の所在が不明

自分から断った

自分の収入で養育できる

知識がなかった

交渉がまとまらない

その他

不明

(%)

母子世帯　N=366

父子世帯　N=79

 
 
(７) 養育費を受け取らない理由  （ＭＡ）   

 (5)で「文書などを交わして取り決めをしている」「文書は交わしていないが、取り決めをしている」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに、「相手に支払う意思がない」が 2 割を超えて最も多く、特に母

子世帯では 31.9%となっている。 
父子世帯は母子世帯に比べて「自分の収入で養育できる」が、母子世帯は父子世帯に比べて

「相手の再婚」「相手の所在が不明」が特に多くなっている。 

14.6

2.1

9.7

31.9

5.6

1.4

0.7

6.9

6.3

45.8

11.1

0.0

11.1

22.2

0.0

0.0

22.2

0.0

11.1

44.4

0 10 20 30 40 50

相手に経済力がない

相手の失業

相手の借金など

相手に支払う意思がない

相手の所在が不明

自分から断った

自分の収入で養育できる

相手の再婚

その他

不明

(%)
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６. あなたの仕事について 

(１) 現在の就労状況 （ＳＡ) 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「就労している」が 7 割以上で最も多く、特に父子世

帯では 92.3%となっている。 
 

87.5

92.3

75.2

12.0

5.6

20.8 4.0

2.1

0.5

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

就労している 就労していない 不明  
 
 
(２) 仕事のかけもちの有無 （ＳＡ) 

 (1)で「就労している」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「かけもちしていない」が 85.2%、84.8%、88.3%で

最も多くなっている。 
 

14.0

12.9

11.7

85.2

84.8

88.3

2.3

0.0

0.8

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

母子世帯

N=662

父子世帯

N=132

寡婦世帯

N=94

かけもちしている かけもちしていない 不明  
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(３) 就労形態 （ＳＡ) 

 (1)で「就労している」と回答した人のみ 

母子世帯では「パート・アルバイト・臨時職」が 47.1%、父子世帯、寡婦世帯では「正規の

職員・従業員（常用勤労者）」が 53.8%、45.7%で最も多くなっている。 
父子世帯は、母子世帯、寡婦世帯に比べて「自営業」が多く、「パート・アルバイト・臨時

職」が少なくなっている。 
 

39.4

53.8

45.7

47.1

18.9

35.1

3.5

3.2

4.4

18.2

9.6 3.2

0.0

1.5

1.2

0.0

0.0

0.2 2.7

2.3

3.2

1.5

1.5

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

母子世帯

N=662

父子世帯

N=132

寡婦世帯

N=94

正規の職員・従業員（常用勤労者）

パート・アルバイト・臨時職

派遣社員（労働者派遣事業所）

自営業

家族事業者

内職

その他

不明  
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(４) 職種 （ＳＡ) 

 (1)で「就労している」と回答した人のみ 

母子世帯、寡婦世帯では「医療・福祉関係」が 25.2%、35.1%、父子世帯では「建設業」が

25.8%で最も多くなっている。 
次いで、母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「卸売・小売業」が多くなっている。 

 

7.6 25.8

5.3

4.2

3.8

0.0

2.4

2.3

1.1

7.6 10.6

10.6

3.6

3.0

6.4

9.1

10.6

8.6

1.5

6.2

9.1

5.3

25.2

5.3

35.1

7.6

4.5

4.3

12.2

8.5

3.8

3.2

2.1

1.2

3.3

5.3

3.0

1.2

0.0

1.4

11.8 9.2

2.1

3.0

1.8

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

母子世帯

N=662

父子世帯

N=132

寡婦世帯

N=94

農業・漁業・林業

建設業

製造業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

金融・保険・不動産業

宿泊・飲食サービス

生活関連サービス業、娯楽業

専門・技術サービス業

医療・福祉関係

公務・教職員

その他

不明  
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(５) 平均帰宅時間 （ＳＡ) 

 (1)で「就労している」と回答した人のみ 

母子世帯、寡婦世帯では「午後５～６時台」が 43.7%、36.2%、父子世帯では「午後７～８

時台」が 41.7%で最も多くなっている。 
母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「午後５時～８時台」で 6～8 割を占めている。 

 

33.3

36.2

41.7

26.6

5.4

6.8

7.4

3.0

3.2

5.3

3.2

5.6 9.2

8.3

13.8

0.8

6.4

43.7 27.0

2.1

0.9

1.1

0.8

2.1

3.2

0.0

2.9

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

母子世帯

N=662

父子世帯

N=132

寡婦世帯

N=94

午後５～

６時台

午後７～

８時台

午後９～

１０時台

午後１１～

１２時台

午前０～

６時台

午前７～

午後２時台

午後３～

４時台

交替制のため

不規則

不明

 
 
(６) 転職または退職意向の有無 （ＳＡ) 

 (1)で「就労している」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「転職するつもりはない」が 5 割以上で最も多いが、

その中でも母子世帯が最も少なく、「転職したい」が 34.4%と多くなっている。 
 

34.4

25.0

19.1

6.3

6.8

7.4

57.9

65.9

72.3

2.3

1.1

1.4

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

母子世帯

N=662

父子世帯

N=132

寡婦世帯

N=94

転職したい 仕事をやめたい 転職するつもりはない 不明  
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(７) 転職または退職したい理由 （ＭＡ） 

 (6)で「転職したい」「仕事をやめたい」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「収入が少ない」が 4 割を超えて最も多く、特に母子

世帯が 61.5%となっている。 
次いで、母子世帯、寡婦世帯は「身分が不安定・解雇不安」が 14.1%、24.0%、父子世帯は

「仕事がきつい」が 14.3%となっている。 
 

12.2

61.5

14.1

5.9

5.9

12.6

7.8

13.7

4.1

9.6

10.4

11.1

6.7

0.0

14.3

57.1

9.5

7.1

7.1

2.4

9.5

9.5

7.1

7.1

16.7

11.9

4.8

0.0

20.0

44.0

24.0

4.0

16.0

8.0

12.0

8.0

0.0

4.0

0.0

20.0

8.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70

仕事がきつい

収入が少ない

身分が不安定・解雇不安

勤務時間が長い

勤務時間が不規則

帰宅時間が遅い

休暇が取りにくい

職場での人間関係

経験や能力が発揮できない

厚生年金など社会保険の不備

子どもの育児・養育のため

自分の健康面での問題

その他

不明

(%)

母子世帯　N=270

父子世帯　N=42

寡婦世帯　N=25
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(８) 現在就労していない理由 （ＭＡ） 

 (1)で「就労していない」と回答した人のみ 

母子世帯では「自分が病気・障がいのため」が 40.7%、父子世帯では「時間について条件の

合う仕事がないため」が 37.5%、寡婦世帯では「年齢的に条件の合う仕事がないため」が 34.6％
で最も多くなっている。 
 

40.7

8.8

5.5

7.7

12.1

6.6

24.2

19.8

3.3

14.3

1.1

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

37.5

12.5

0.0

37.5

0.0

19.2

0.0

0.0

0.0

3.8

3.8

3.8

34.6

15.4

38.5

7.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

自分が病気・障がいのため

子どもがまだ小さいため

子どもが保育園に入れないため

子どもが病気・障がいのため

資格・技術を勉強中のため

収入面で条件の合う仕事がないため

時間について条件の合う仕事がないため

年齢的に条件の合う仕事がないため

働く必要がないため

その他

不明

(%)

母子世帯 N=91

父子世帯 N=8

寡婦世帯 N=26
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(９) 今後の就労希望の有無 （ＳＡ) 

 (1)で「就労していない」と回答した人のみ 

母子世帯では「今すぐに仕事をしたいと思う」が 46.2%、寡婦世帯では「今は働けないが、

そのうち仕事をしたい」が 34.6%で最も多くなっている。 
 

25.0

23.1

39.6

25.0

34.6

2.2

0.0

3.8

25.0

15.4

4.4

12.5

0.0

12.5

23.1

46.2

5.5

2.2

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

母子世帯

N=91

父子世帯

N=8

寡婦世帯

N=26

今すぐに仕事をしたいと思う

今は働けないが、そのうち仕事をしたい　

仕事をしたいとは思わない

仕事をすることができない

わからない

不明  
 
求職活動の有無 （ＳＡ）  

 (9)で「今すぐに仕事をしたいと思う」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「仕事を探している」が最も多くなっている。 
 

100.0

50.0

4.8

0.0

33.3

0.0

16.7

92.9
2.4

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

母子世帯

N=42

父子世帯

N=2

寡婦世帯

N=6

仕事を探している 仕事を探していない 不明  
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(１０)仕事を探す上で重視すること （ＭＡ） 

 (1)で「就労していない」と回答した人のみ 

母子世帯では「勤務時間」が 37.4%、父子世帯、寡婦世帯では「収入」が 37.5%、23.1%で

最も多くなっている。父子家庭、寡婦家庭に比べて、母子世帯は「勤務時間」が特に多くなっ

ている。 
 

34.1

9.9

37.4

19.8

7.7

33.0

5.5

11.0

12.1

6.6

3.3

6.6

37.5

0.0

12.5

0.0

0.0

25.0

12.5

0.0

12.5

25.0

0.0

37.5

23.1

0.0

15.4

7.7

3.8

11.5

3.8

11.5

11.5

19.2

3.8

34.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

収入

身分の安定

勤務時間

土日が休み

休暇が取りやすい

急用等の際に時間の融通がきく

経験や能力を生かせる

資格・技術を生かせる

在宅でできる

社会保険・厚生年金など

その他

不明

(%)

母子世帯 N=91

父子世帯 N=8

寡婦世帯 N=26
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(１１)ひとり親になった前後の仕事や働き方の変化の有無 （ＳＡ） 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「引き続き同じ仕事を続けている」が最も多くなって

いるが、母子世帯は 27.5%とその中でも少なく、代わりに「無職だったが、仕事を始めた」が

23.9%と多くなっており、母子世帯はひとり親になる前後で仕事や働き方の変化が大きい傾向

がみられる。 
 

27.5

58.7

36.8

3.2

1.4

4.8

23.9

16.8

7.7

7.0

5.6

4.9

7.2

6.3

6.4

6.1

4.8

4.6

9.1

3.2

7.0

10.4

1.4

1.6

4.8

1.4

5.5 7.9

2.1

2.4

0.0

5.4 4.1

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

引き続き同じ仕事を続けている

引き続き就労していない

無職だったが、仕事を始めた

仕事をやめて無職になった

パート・臨時から、常勤に変わった

常勤から、パート・臨時に変わった

収入の多い仕事へ転職した

仕事の数を増やした

勤務時間を増やした

その他

不明  
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(１２)仕事や働き方に困難を感じた理由 （ＭＡ） 

 (11)で「無職だったが、仕事を始めた」～「その他」を回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯はともに「子どもの保育・世話」が 46.2%、46.8%、寡婦世帯は「年齢

制限が厳しい」が 41.7%で最も多くなっている。 
 

30.8

27.3

4.3

17.2

22.5

8.9

46.2

7.1

4.0

21.3

23.4

10.6

19.1

6.4

6.4

46.8

12.8

0.0

6.7

26.7

5.0

41.7

31.7

5.0

38.3

6.7

6.7

0 10 20 30 40 50

ひとり親家庭が就職に不利

希望に合う求人がない

相談窓口や情報の入手

年齢制限が厳しい

資格・技術が少ない

職業経験が少ない

子どもの保育・世話

その他

不明

(%)

母子世帯　N=494

父子世帯　N=47

寡婦世帯　N=60
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(１３)現在取得している資格等、その中で仕事に役立ったもの、今後取得したいと考えているもの （ＭＡ） 

母子世帯では、「取得している」は「エステティシャン・美容関係の資格」「普通自動車第二

種免許」が上位を占めている一方、「取得したい」では「パソコンの資格」「看護師・准看護士

の資格」、「役立った」では「土木・建築・電気・水道等技師の資格」「看護師・准看護師の資

格」が占めている。 
父子世帯では、「取得している」は「医療事務の資格」「土木・建築・電気・水道等技師の資

格」が上位を占めている一方、「取得したい」では「医療事務の資格」「大型自動車免許（一種・

二種）」、「役立った」では「外国語検定の資格」「介護福祉士、ホームヘルパーの資格」が占め

ている。 
寡婦世帯では、「取得している」は「看護師・准看護師の資格」「エステティシャン・美容関

係の資格」が上位を占めている一方、「取得したい」では「パソコンの資格」「理容師・美容師

の資格」、「役立った」では「土木・建築・電気・水道等技師の資格」「パソコンの資格」が占

めている。 

 
 
（取得している） 
 母子世帯 N=757 父子世帯 N=143 寡婦世帯 N=125 

上位２位 エステティシャン・美

容関係の資格 

27.3% 医療事務の資格 19.6% 看護師・准看護師

の資格 

33.6% 

 普通自動車第二種

免許 

25.9% 土木・建築・電気・水

道等技師の資格 

19.6% エステティシャン・美

容関係の資格 

30.4% 

下位２位 大 型 自 動 車 免 許

（一種・二種） 

1.7% 教員・保育士などの

資格 

2.1% 大 型 自 動 車 免 許

（一種・二種） 

1.6% 

 土木・建築・電気・

水道等技師の資格 

0.8% 外国語検定の資格 0.7% 土木・建築・電気・

水道等技師の資格 

0.8% 

（取得したい） 
上位２位 パソコンの資格 24.8% 医療事務の資格 24.5% パソコンの資格 12.8% 

 看護師・准看護師

の資格 

19.9% 大型自動車免許（一

種・二種） 

23.8% 理容師・美容師の

資格 

8.8% 

下位２位 大 型 自 動 車 免 許

（一種・二種） 

3.2% 介護福祉士、ホーム

ヘルパーの資格 

2.1% 理学療法士・作業

療法士の資格 

0.8% 

 土木・建築・電気・

水道等技師の資格 

1.1% 簿記の資格 1.4% 土木・建築・電気・

水道等技師の資格 

0% 

（「取得した」と回答した人のうち「役立った」と回答した人の割合） 
上位２位 土木・建築・電気・

水道等技師の資格 

66.7% 外国語検定の資格 100.0% 土木・建築・電気・

水道等技師の資格 

100.0% 

 看護師・准看護師

の資格 

57.0% 

 

介護福祉士、ホーム

ヘルパーの資格 

75.0% パソコンの資格 100.0% 

下位２位 医療事務の資格 31.3% 簿記の資格 20.0% 理学療法士・作業

療法士の資格 

0.0% 

 理学療法士・作業

療法士の資格 

1.4% 理学療法士・作業療

法士の資格 

0.0% 大 型 自動 車 免許

（一種・二種） 

0.0% 
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(１４)仕事に関する支援で特に望むもの （ＭＡ） 

母子世帯、父子世帯では「技術・資格取得の支援」が 41.7%、40.6%、寡婦世帯では「訓練

受講の際の経済的援助」が 31.2%で最も多くなっている。 
母子世帯では、父子世帯や寡婦世帯に比べて「保育所や学童保育の整備」「延長保育や休日

保育の充実」「病児保育の充実」など、保育に関する項目が多くなっている。 
 

20.3

41.7

11.4

33.9

8.9

1.5

15.1

13.7

11.8

2.6

9.4

18.2

40.6

11.2

25.9

8.4

0.0

11.2

8.4

4.9

4.9

23.1

16.8

26.4

13.6

31.2

8.8

3.2

9.6

7.2

4.0

11.2

23.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

仕事の紹介

技術・資格取得の支援

職業訓練の機会の充実

訓練受講の際の経済的援助

仕事に関する相談窓口の充実

ホームヘルパー等の派遣

保育所や学童保育の整備

延長保育や休日保育の充実

病児保育の充実

その他

不明

(%)

母子世帯 N=757

父子世帯 N=143

寡婦世帯 N=125
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７. 生活と住まいについて 

(１) 世帯の主な収入 （ＭＡ） 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯はともに「あなたの勤労収入」がそれぞれ６割以上で最も多

く、特に父子世帯では 83.9%となっている。 
母子世帯、父子世帯では、次いで「児童扶養手当等」がそれぞれ 58.5%、40.6%となってい

る。また、「家族の勤労収入」「あなたと家族の勤労収入」はともに約１割以下となっており、

母子世帯、父子世帯では、勤労収入と児童扶養手当等が家計の柱となっている。 
 

79.0

4.0

9.1

0.9

58.5

5.2

4.2

2.6

1.3

1.7

0.4

83.9

2.1

10.5

0.0

40.6

7.7

3.5

0.7

0.7

0.7

2.8

62.4

8.8

18.4

6.4

4.8

38.4

0.8

0.0

4.0

2.4

1.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

あなたの勤労収入

家族の勤労収入

あなたと家族の勤労収入

財産収入・不動産収入

児童扶養手当等

年金収入

生活保護費

養育費

別居の親族からの援助

・仕送り等

その他

不明

(%)

母子世帯 N=757

父子世帯 N=143

寡婦世帯 N=125
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(２) 世帯の年間総収入・自身の年間総収入 

母子世帯は、自身の年間就労収入では 200万円未満の中に約 7割の世帯が入っているが、世
帯の年間総収入では全体に増加しており、家族の収入や各種手当等に支えられていることが分

かる。 
父子世帯は、自身の年間総収入は、50万円以上～400万円未満の中に約 9割の世帯が入って

おり、収入の金額幅が広くなっている。 
寡婦世帯では、自身の年間就労収入では 200万円未満が約 6割を占めているものの、世帯の

年間総収入でみると「500万円以上」の回答が 19.0%を占めているなど、世帯としては一定の
収入が得られている傾向がみられる。 
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0
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0
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上
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0
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0
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世帯の年間総収入 N=352

自身の年間総収入 N=78

自身の年間就労収入 N=63
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20.4
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33.3
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6.3
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19.0

3.6

6.0

21.7

2.4

9.6

4.3

14.5
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15.7 15.9
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5
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15
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※ここでは「不明」の回答は除いて集計した。 
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(３) 加入している健康保険の種類 （ＳＡ） 

母子世帯、寡婦世帯では「被用者保険（協会けんぽ、組合健保、共済組合等）に加入してい

る」が 52.4%、49.6%で最も多く、父子世帯では「国民健康保険に加入している」が 48.3%で

最も多くなっている。 
 

41.3

49.6

36.5

48.3

43.2

2.9

5.6

0.8

2.1

52.4

0.8

1.4

4.2

0.8

0.3

4.8

1.4

3.7

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

被用者保険（協会けんぽ、組合健保、共済組合等）に加入している

国民健康保険に加入している

国民健康保険料の減免を受けている

医療扶助（生活保護）

加入していない

不明  
 
(４) 加入している公的年金の種類 （ＳＡ） 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに、「被用者年金（厚生年金、共済組合等）に加入して

いる」が 51.3%、45.5%、52.8%で最も多くなっている。母子世帯、父子世帯は「国民年金の

減免を受けている」が約 3 割で、寡婦世帯に比べて多くなっている。 
  

45.5

52.8

10.4

14.7

16.0

29.2

28.7

12.0 3.2

6.3

7.2

4.2

8.8

51.3

0.7

1.5

3.3

4.4

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

被用者年金（厚生年金、共済組合等）に加入している

国民年金に加入している

国民年金の減免を受けている

その他

加入していない

不明  
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(５) 現在の暮らしについて （ＳＡ） 

「大変苦しい」「苦しい」「やや苦しい」を足した値でみると、母子世帯、父子世帯は約８割、

寡婦世帯は約５割となっている。 
 

25.2

11.2

26.6

28.0

17.6

31.7

26.6

23.2

17.5

36.8 4.8 5.6

22.6
15.5

2.1

2.0

0.8

0.0

0.1

0.7

1.6

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

大変苦しい 苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある ゆとりがある 不明
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(６) 現在、特に不安や悩みを感じていること （ＭＡ） 

母子世帯、父子世帯はともに「家計（生活費）」が 75.7%、68.5%で最も多く、次いで「子育

て・教育」が 40.4%、46.2%となっている。 
寡婦世帯は「自分の健康」が 56.0%で最も多く、次いで「家計（生活費）」が 44.0%となっ

ている。 
 

75.7

15.3

34.2

3.8

40.4

29.6

9.9

1.6

6.3

4.4

0.1

0.9

1.1

18.5

2.5

4.2

3.0

1.5

68.5

11.2

35.7

10.5

46.2

23.1

6.3

2.1

4.2

4.9

0.0

0.0

0.7

20.3

0.7

2.1

4.9

1.4

44.0

14.4

32.8

0.8

7.2

56.0

18.4

4.0

6.4

3.2

0.0

0.0

0.0

18.4

0.0

5.6

5.6

6.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

家計（生活費）

住宅

仕事

家事

子育て・教育

自分の健康

親族の健康・介護

相談相手

精神的苦痛

孤独感

相手からの暴力

相手の付きまとい

その他相手とのトラブル

借入金・ローンの返済

ひとり親世帯への偏見

その他

特にない

不明

(%)

母子世帯 N=757

父子世帯 N=143

寡婦世帯 N=125
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(７) 近所付き合いについて （ＳＡ） 

「ほとんどつきあいをしていない」でみると、母子世帯が 18.8%、父子世帯が 20.3%、寡婦

世帯が 10.4%となっている。 

20.3

24.8

22.7

19.6

32.0

37.0

37.1

30.4

20.3

10.4

2.8

2.4

20.2 18.8 1.3

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

困ったことなど相談し助け合える人がいる

世間話をする程度の人はいる

挨拶をする程度の人はいる

ほとんどつきあいをしていない

不明  
 
(８) 心配ごとなどの相談相手 （ＭＡ） 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに、「家族・親族」がそれぞれ 71.9%、59.4%、80.0%で

最も多く、次いで「友人・知人」が 69.9%、57.3%、71.2%となっている。 

71.9

69.9

18.9

2.2

2.8

1.5

0.9

7.5

1.7

3.2

1.3

59.4

57.3

7.7

1.4

3.5

1.4

0.0

9.8

8.4

1.4

4.2

80.0

71.2

17.6

0.8

2.4

0.0

0.8

8.8

2.4

4.8

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

家族・親族

友人・知人

同じ立場の人

福祉保健所・福祉事務所

市町村役場

民生委員・児童委員

母子寡婦福祉会

相談する人がいない

特に困っていない

その他

不明

(%)

母子世帯 N=757

父子世帯 N=143

寡婦世帯 N=125
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(９) 現在の住まい （ＳＡ） 

母子世帯は「民間の借家」が 47.7%、父子世帯は「持ち家（父母等の家に同居）」が 33.6%、

寡婦世帯は「持ち家（自己所有の住宅・マンション）」が 51.2%で最も多くなっている。 
 

18.9

51.2

21.1

33.6

12.8

16.5

9.8

15.2

32.2

14.4

3.2

2.1

2.4

7.9 47.7

0.0

0.0

0.1

0.8

1.4

2.2

3.2

2.1

1.2

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

持ち家（自己所有の住宅・マンション）

持ち家（父母等の家に同居）

公営住宅（県営・市町村営団地・住宅）

民間の借家（アパート・賃貸マンション）

借間（部屋を借りている）

母子生活支援施設（母子寮）

その他

不明  
 
(１０)公営住宅への入居の意向 （ＳＡ） 

 (9)で「公営住宅」を回答していない人のみ 

「希望する（応募した経験あり）」と「希望する（応募した経験なし）」を足した値でみると、

母子世帯は 39.9%、父子世帯は 24.0%、寡婦世帯は 15.1%となっている。 
 

15.5

12.3

18.2

8.5

2.8

28.5

34.9

27.4

41.1

57.5

21.7 31.6

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

母子世帯

N=632

父子世帯

N=129

寡婦世帯

N=106

希望する

（応募した経験あり）

希望する

（応募した経験なし）

希望しない 不明
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(１１)健康状態 （ＳＡ） 

「健康」と「おおむね健康」を足した値でみると、母子世帯が 75.1%、父子世帯が 76.9%、

寡婦世帯が 61.6%となっている。 
 

19.6

14.4

50.3

57.3

47.2

14.5

9.8

15.2

3.5

1.6

7.1

9.8

21.6

24.8 3.2

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

健康 おおむね健康 病気がち 自宅療養中・入院中 不明  
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８. お子さんについて 

(１) 日常的に育児や家事の手伝いを依頼できる人の有無 （ＳＡ） 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「いる」が 71.5%、69.9%、64.0%で最も多くなって

いる。 
 

28.0

21.6

71.5

69.9

64.0

2.1

14.4

26.9
1.6

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

いない いる 不明  
 
日常的に手伝いを依頼する相手 （ＭＡ） 

 (1)で「いる」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「あなたの両親、家族、親族、知人等」が 92.6%、98.0%、

95.0%で最も多くなっている。 
 

92.6

13.7

3.1

0.9

98.0

7.0

1.0

0.0

95.0

1.3

1.3

3.8

0 20 40 60 80 100

あなたの両親、家族、親族、知人等

保育所、幼稚園（一時預かり等含む）、

ファミリー・サポート・センター、

ホームヘルパー（家政婦）等

その他

不明

(%)

母子世帯 N=541

父子世帯 N=100

寡婦世帯 N=80
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(２) 緊急時に育児や家事の手伝いを依頼できる人の有無 （ＳＡ） 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「いる」が 7 割を超えて最も多く、特に父子世帯で 83.2%
となっている。 
 

15.4

16.8

76.9

83.2

72.0

1.4

11.2

21.9
1.2

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

いない いる 不明

 
 
緊急時に手伝いを依頼する相手 （ＭＡ） 

 (2)で「いる」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに「あなたの両親、家族、親族、知人等」が 95.5%、95.0%、

98.9%で最も多くなっている。 
 

95.5

4.5

1.9

1.0

95.0

0.8

3.4

1.7

98.9

1.1

1.1

0.0

0 20 40 60 80 100

あなたの両親、家族、親族、知人等

保育所、幼稚園（一時預かり等含む）、

ファミリー・サポート・センター、

ホームヘルパー（家政婦）等

その他

不明

(%)

母子世帯 N=582

父子世帯 N=119

寡婦世帯 N=90

 
 

 



 40 

(３) 子育てについての悩み、不安 （ＭＡ） 

母子世帯、父子世帯ともに「進学」と「しつけ」が上位２つになっており、母子世帯ではそ

れぞれ 36.5%、32.2%、父子世帯ではともに 32.9%となっている。 
 

8.6

10.2

32.2

9.2

10.8

4.4

7.0

17.4

36.5

17.4

2.1

8.3

3.8

10.5

11.2

32.9

9.8

8.4

1.4

8.4

23.8

32.9

11.9

2.1

11.2

5.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

発育・発達

育児

しつけ

病気・障がい

いじめ

不登校

非行

学校成績

進学

就職

その他

特にない

不明

(%)

母子世帯 N=757

父子世帯 N=143
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(４) 子育てに関して負担に感じること （ＭＡ） 

母子世帯、父子世帯ともに「進学に係る費用」がそれぞれ 57.9%、58.7%で最も多く、次い

で「塾代」が 25.0%、32.2%となっている。 
 

16.8

25.0

9.6

57.9

14.5

12.2

4.8

5.8

8.4

32.2

14.0

58.7

16.8

12.6

4.9

7.0

0 10 20 30 40 50 60 70

保育料（保育所、放課後児童クラブ等）

に係る費用

塾代

通学に係る交通費

進学に係る費用

医療費

特になし

その他

不明

(%)

母子世帯 N=757

父子世帯 N=143

 
 
 
(５) 希望する子どもの進学先 （ＳＡ） 

母子世帯、父子世帯ともに「子どもの意思に任せる」が 44.5%、32.2%で最も多く、次いで

「大学またはそれ以上」が 24.7%、30.8%となっている。 
 

14.0

4.5

6.3 11.9

24.7

30.8 32.2

5.2

4.9

0.0

0.0

8.6 12.5 44.5

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

中学校 高校 短大・高専 専門学校 大学または

それ以上

子どもの意志に

任せる

不明
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(６) 日中や仕事中のお子さんの世話 （ＭＡ） 

3.（3）で「就学前」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに「保育所」がそれぞれ 47.5%、31.6%で最も多く、次いで「幼稚

園」が 25.5%、26.3%となっている。 
 

9.2

5.7

0.7

47.5

13.5

25.5

7.8

4.3

0.0

21.1

5.3

31.6

5.3

26.3

10.5

21.1

0 10 20 30 40 50

あなた自身

その他の家族

親戚

保育所

認可外保育園

幼稚園

その他

不明

(%)

母子世帯 N=141

父子世帯 N=19

 
 
保育所、認可外保育園、幼稚園の月額料金 

(6)で「保育所」「認可外保育園」「幼稚園」に回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに「20000 円以上～30000 円未満」が 20.7%、27.3%で最も多くな

っている。次いで、母子世帯は「0 円以上～1000 円未満」が 15.5%、父子世帯は「5000 円以

上～10000 円未満」「15000 円以上～20000 円未満」が 18.2%となっている。 
 

15.5

2.6

9.5

9.5

6.9

7.8

20.7

6.0

6.9

14.7

0.0

0.0

0.0

18.2

0.0

18.2

27.3

9.1

9.1

18.2

0 5 10 15 20 25 30

0円以上～1000円未満

1000円以上～2000円未満

2000円以上～5000円未満

5000円以上～10000円未満

10000円以上～15000円未満

15000円以上～20000円未満

20000円以上～30000円未満

30000円以上～50000円未満

50000円以上～

不明

(%)

母子世帯 N=17

父子世帯 N=11
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(７) 放課後のお子さんの世話 （ＭＡ） 

3.（3）で「小学生」と回答した人のみ 

（ただし、設問では「小学校低学年の養育しているお子さんがいる方」と聞いている） 

母子世帯では、「あなた自身」が 18.5%で最も多く、次いで「放課後児童クラブ・学童保育」

が 16.4%となっている。 
父子世帯では、「その他の家族」が 22.2%で最も多く、次いで「あなた自身」「放課後児童ク

ラブ・学童保育」が 14.8%となっている。 

18.5

15.7

1.1

16.4

0.0

0.4

10.3

42.3

14.8

22.2

3.7

14.8

0.0

1.9

3.7

42.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

あなた自身

その他家族

親戚

放課後児童クラブ・学童保育

ファミサポ・ベビーシッター

友人や近所の人

その他

不明

(%)

母子世帯 N=281

父子世帯 N=54

 
 
放課後児童クラブ・学童保育、ファミサポ・ベビーシッターの月額料金 

 (6)で「放課後児童クラブ・学童保育」「ﾌｧﾐｻﾎﾟ・ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ」に回答した人のみ 

母子世帯では、「10000 円以上～15000 円未満」が 28.3%で最も多く、次いで「5000 円以上

～10000 円未満」「10000 円以上～15000 円未満」で 25.0%となっている。 
父子世帯では、「5000 円以上～10000 円未満」「10000 円以上～15000 円未満」がそれぞれ

25.0%で最も多くなっている。 

4.3

2.2

2.2

19.6

28.3

13.0

19.6

2.2

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

12.5

12.5

12.5

0.0

12.5

0 5 10 15 20 25 30

0円以上～1000円未満

1000円以上～2000円未満

2000円以上～5000円未満

5000円以上～10000円未満

10000円以上～15000円未満

15000円以上～20000円未満

20000円以上～30000円未満

30000円以上～50000円未満

50000円以上～

不明

(%)

母子世帯 N=46

父子世帯 N=8
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(８) 子どもの通塾状況 （ＳＡ） 

3.（3）で「中学生」～「無職・休職中」と回答した人のみ 
母子世帯、父子世帯ともに、「通わせたいが、通わせていない」が 41.5%、39.8%で最も多く

なっており、次いで「通わせている」がそれぞれ 20.7%、25.0%となっている。 

20.7

25.0

41.5

39.8

15.4

12.5 22.7

22.4

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

母子世帯

N=410

父子世帯

N=88

通わせている 通わせたいが、通わせていない 通わせるつもりはない 不明  
ひと月の塾代 

(8)で「通わせている」を選択した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに「15000 円以上～20000 円未満」が 37.6%、45.5%で最も多くな

っている。 

3.5

0.0

2.4

5.9

17.6

37.6

16.5

12.9

2.4

1.2

0.0

0.0

0.0

9.1

4.5

45.5

27.3

9.1

0.0

4.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0円以上～1000円未満

1000円以上～2000円未満

2000円以上～5000円未満

5000円以上～10000円未満

10000円以上～15000円未満

15000円以上～20000円未満

20000円以上～30000円未満

30000円以上～50000円未満

50000円以上～

不明

(%)

母子世帯 N=85

父子世帯 N=22

 

通塾していない理由 （ＳＡ） 

 (8)で「通わせたいが、通わせていない」を回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯ともに「塾代が高い」がそれぞれ 81.2%、51.4%で最も多くなっている。 

81.2

51.4

3.5

25.7

11.2

20.0 2.9

4.1

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

母子世帯

N=170

父子世帯

N=35

塾代が高い 近くに塾がない その他 不明  
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９. 福祉制度や行政機関への要望について 

(１) 相談窓口・支援施設、支援事業の認知度や満足度 （ＳＡ） 

【相談窓口や支援施設】 

認知度や利用度でみると、「市町村窓口」「公共職業安定所（ハローワークなど）」が、母子

世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに上位に入っている。一方、「県母子寡婦連合会」「市町村母子

寡婦福祉会」「児童相談所」は下位に入っている。 
満足度でみると、「県母子寡婦連合会（母子福祉センター）」「市町村母子寡婦福祉会」「児童

相談所」は上位に入っている。 
（知っている） 
 母子世帯 N=757 父子世帯 N=143 寡婦世帯 N=125 

上位２位 市町村窓口 51.4% 市町村窓口 46.9% 市町村窓口 58.4% 

 公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

49.8% 公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

33.6% 公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

53.6% 

下位２位 市町村母子寡婦福祉

会 

36.3% 県母子寡婦福祉連合会

（母子福祉センター） 

10.5% 県母子寡婦福祉連合会

（母子福祉センター） 

31.2% 

 県母子寡婦福祉連合会

（母子福祉センター） 

35.3% 市町村母子寡婦福祉

会 

9.8% 児童相談所 30.4% 

（利用した） 
上位２位 
 

公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

28.1% 市町村窓口 24.5% 公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

26.4% 

 市町村窓口 20.7% 公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

12.6% 市町村窓口 22.4% 

下位２位 県母子寡婦福祉連合会

（母子福祉センター） 

6.2% 県母子寡婦福祉連合会

（母子福祉センター） 

1.4% 民生委員・児童委員 5.6% 

 児童相談所 4.5% 市町村母子寡婦福祉

会 

0% 児童相談所 2.4% 

（利用したい） 
上位２位 公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

12.4% 市町村窓口 12.6% 市町村窓口 10.4% 

 市町村窓口 11.0% 福祉保健所・福祉事

務所 

6.3% 公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

8.0% 

   児童相談所 6.3%   

   公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

6.3%   

下位２位 民生委員・児童委員 5.0% 民生委員・児童委員 5.6% 民生委員・児童委員 1.6% 

 児童相談所 4.8% 市町村母子寡婦福祉

会 

5.6% 児童相談所 0.8% 

   県母子寡婦福祉連合会

（母子福祉センター） 

5.6%   

（「利用した」と回答した人のうち「満足している」と回答した人の割合） 
上位２位 市町村母子寡婦福祉

会 

29.1% 児童相談所 57.1% 児童相談所 66.7% 

 児童相談所 23.5% 県母子寡婦福祉連合会

（母子福祉センター） 

50.0% 県母子寡婦福祉連合会

（母子福祉センター） 

58.3% 

下位２位 公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

20.2% 民生委員・児童委員 20.0% 福祉保健所・福祉事

務所 

35.7% 

 市町村窓口 17.2% 市町村母子寡婦福祉

会 

- 公共職業安定所（ﾊﾛ

ｰﾜｰｸなど） 

24.2% 
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【相談事業】 

認知度や利用度でみると、「児童扶養手当」「医療費の助成制度」が、母子世帯、父子世帯、

寡婦世帯ともに上位に入っている。一方、「高等技能訓練促進費」「自立支援プログラム策定（母

子自立支援員）」は下位に入っている。満足度でみると、「高等技能訓練促進費」「自立支援プ

ログラム策定（母子自立支援員）」は上位に入っている。 
 

（知っている） 
 母子世帯 N=757 父子世帯 N=143 寡婦世帯 N=125 

上位２位 児童扶養手当 55.2% 児童扶養手当 52.4% 児童扶養手当 46.4% 

 医療費の助成制度 49.1% 医療費の助成制度 37.1% 医療費の助成制度 34.4% 

下位２位 自立支援プログラム策

定（母子自立支援員） 

14.4% 母子生活支援施設

（母子寮） 

4.2% 自立支援プログラム策

定（母子自立支援員） 

11.2% 

 高等技能訓練促進

費 

12.7% 母子・寡婦福祉資

金貸付金 

3.5% 高等技能訓練促進

費 

8.0% 

（利用した） 
上位２位 児童扶養手当 69.0% 児童扶養手当 65.0% 児童扶養手当 28.0% 

 医療費の助成制度 58.3% 医療費の助成制度 49.0% 医療費の助成制度 20.8% 

下位２位 日常生活支援事業

（家庭生活支援員） 

0.8% 日常生活支援事業

（家庭生活支援員） 

0% 日常生活支援事業

（家庭生活支援員） 

0.8% 

 自立支援プログラム策

定（母子自立支援員） 

0.7% 高等技能訓練促進

費 

0% 自立支援教育訓練

給付金 

0.8% 

   自立支援プログラム策

定（母子自立支援員） 

0% 高等技能訓練促進

費 

0.8% 

   公 営 住 宅 優 先 入

居・家賃減免 

0% 母子生活支援施設

（母子寮） 

0.8% 

   母子生活支援施設

（母子寮） 

0% 自立支援プログラム策

定（母子自立支援員） 

0.0% 

（利用したい） 
上位２位 公 営 住 宅 優 先 入

居・家賃減免 

26.0% 児童扶養手当 17.5% 就 業 支 援 講 習 会

（介護、ﾊﾟｿｺﾝなど） 

11.2% 

 児童扶養手当 18.9% 医療費の助成制度 14.0% 母子・寡婦福祉資

金貸付金 

8.0% 

下位２位 自立支援プログラム策

定（母子自立支援員） 

10.0% 母子・寡婦福祉資

金貸付金 

1.4% 養育費相談 0.8% 

 母子生活支援施設

（母子寮） 

8.6% 母子生活支援施設

（母子寮） 

1.4% 母子生活支援施設

（母子寮） 

0.8% 

（「利用した」と回答した人のうち「満足している」と回答した人の割合） 
上位２位 高等技能訓練促進

費 

54.5% 就 業 支 援 講 習 会

（介護、ﾊﾟｿｺﾝなど） 

100% 自立支援教育訓練

給付金 

100% 

 母子生活支援施設

（母子寮） 

44.4% 児童扶養手当 37.6% 公 営 住 宅 優 先 入

居・家賃減免 

50.0% 

下位２位 自立支援プログラム策

定（母子自立支援員） 

20.0% 日常生活支援事業

（家庭生活支援員） 

- 日常生活支援事業

（家庭生活支援員） 

0% 

 日常生活支援事業

（家庭生活支援員） 

16.7% 高等技能訓練促進

費 

- 高等技能訓練促進

費 

0% 

   自立支援プログラム策

定（母子自立支援員） 

- 自立支援プログラム策

定（母子自立支援員） 

- 

   公 営 住 宅 優 先 入

居・家賃減免 

-   

   母子生活支援施設

（母子寮） 

-   
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(２) 国や県及び市町村等に特に要望したいこと （ＭＡ） 

母子世帯、父子世帯ともに「各種年金・手当等の充実」が 40.2%、51.7%、寡婦世帯では「職

業の紹介の充実、就労機会の拡大」が 38.4%で最も多くなっている。 
次いで、母子世帯では「公営住宅・団地の優先入居」が 35.1%、父子世帯では「医療保障（医

療費助成の充実）」が 41.3%、寡婦世帯では「各種年金・手当等の充実」が 34.4%となってい

る。 
 

26.7

22.5

35.1

12.5

16.2

10.4

5.4

23.6

40.2

29.6

5.5

3.0

6.9

18.9

17.5

26.6

9.8

10.5

13.3

9.8

28.7

51.7

41.3

1.4

0.0

10.5

31.2

38.4

22.4

9.6

8.0

12.0

2.4

18.4

34.4

32.8

11.2

1.6

11.2

0 10 20 30 40 50 60

職業・技能訓練の機会の充実

職業の紹介の充実、就労機会の拡大

公営住宅・団地の優先入居

認可保育所への優先入所

学童保育等の充実

生活に関する相談窓口の充実

子育てに関する相談窓口の充実

公的貸付金制度の充実

各種年金・手当等の充実

医療保障（医療費助成）の充実

母子寡婦福祉会の活動支援

その他

不明

(%)

母子世帯 N=757

父子世帯 N=143

寡婦世帯 N=125
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(３) 母子寡婦福祉連合会（母子寡婦福祉会）への入会の有無 （ＳＡ） 

母子世帯、寡婦世帯では「入会していない」が 49.0%、53.6%、父子世帯では「会について

知らなかった」が 31.5%で最も多くなっている。 
 

16.9

0.7

12.8

49.0

30.1

53.6

26.2

31.5

16.0

37.8

17.6

7.9

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

母子世帯

N=757

父子世帯

N=143

寡婦世帯

N=125

入会している 入会していない 会について知らなかった 不明

 

 
(４) 今後の入会希望の有無 （ＳＡ） 

 (3)で「入会していない」「会について知らなかった」と回答した人のみ 

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯ともに、「わからない」がそれぞれ 64.9%、68.2%、65.5%で

最も多くなっている。 
 

9.0

3.4

5.7

16.9

9.1

21.8

64.9

68.2

65.5

19.3

6.9

9.3

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

母子世帯

N=569

父子世帯

N=88

寡婦世帯

N=125

入会したい 入会したくない わからない 不明  
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第３章 母子世帯 

１. 世帯数に関する統計整理 

平成 25 年 8 月 1 日現在の沖縄県の母子世帯の数は 29,894 世帯と推計され、県内の世帯総数

547,288 世帯に占める割合（出現率）は 5.46%となっている。前回（平成 20 年度）の調査で

は、世帯数が 26,846 世帯で、出現率が 5.20%となっていることから、いずれも増加傾向であ

る。 
市部と町村部に分けてその出現率をみると、市部が 5.58%であるのに対して町村部が 5.02%

であり、平成 20 年度に比べていずれも増加している。 
 
 

世帯数 出現率（％） 世帯数 出現率（％） 世帯数 出現率（％） 世帯数 出現率（％）
世帯総数 A 429,799 - 474,797 - 516,727 - 547,288 -

市部 B 298,263 - 346,215 - 406,453 - 430,068 -
町村部 C 131,536 - 128,582 - 110,274 - 117,220 -

⺟⼦世帯 a （出現率 a/A） 20,262 4.71 25,604 5.39 26,846 5.20 29,894 5.46
市部 b （出現率 ｂ/B） 15,392 5.16 20,313 5.87 21,431 5.27 24,004 5.58
町村部 c （出現率 ｃ/C） 4,870 3.70 5,291 4.11 5,415 4.91 5,890 5.02

※平成20年より以前の値については沖縄県福祉保健部『沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書』（平成21年3月31日）より転載
※平成25年の値については今回の調査を基に算出。
   世帯数については「沖縄県の推計人口」の平成25年8月1日現在の「市町村別人口総数及び世帯数」より
※出現率は、市部・町村部別の世帯について、世帯総数を100とした場合の、⺟⼦世帯の割合である

平成25年度平成10年度 平成15年度 平成20年度

 
 

20,262

25,604
26,846

29,894

4.71

5.39

5.20

5.46

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成10年度 平成15年度 平成20年度 平成25年度

母子世帯数(世帯）

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

出現率(%)

母子世帯数

出現率
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２. 回答者属性 

(１) 現在の年齢 

N=757 

5.2 14.5 21.1 23.1 17.8 9.6 4.4 0.80.3 1.7

0.7

0.8

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

20歳

未満

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

不明

 
 
(２) お住まいの市町村 

N=757 

63.3 34.2 2.5

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

市部 町村部 不明  
 
(３) 居住地域 

N=757 

29.1 37.6 17.2 12.2 3.4 0.5

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

本島南部 本島中部 本島北部 先島地域 その他離島 不明  
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３. 家庭について 

(１) 一緒に生活している家族の人数 （ＳＡ） 

N=757 

「２人」が 33.6%で最も多く、次いで「３人」が 26.3%、「４人」が 21.5%となっている。 
経年変化でみると、「２人」が 7.4 ポイント増加し、「３人」「４人」「５人」が減少している。 
年齢別、市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。本島北部では「３人」が最も多くな

っており、先島地域では「２人」が多くなっている。 
 

0.6 26.2

26.3

31.8

21.5

22.3

8.2

10.2

4.4

3.6 1.3

2.2 33.6

4.1

2.1

1.7

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

平成25年度

平成20年度

自分１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上 不明  
N 自分１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上 不明

全体 757 2.2 33.6 26.3 21.5 8.2 4.4 2.1 1.7

20歳未満 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0

20～24歳 13 0.0 30.830.830.830.8 23.1 0.0 15.4 15.4 7.7 7.7

25～29歳 39 0.0 28.228.228.228.2 23.1 17.9 12.8 10.3 5.1 2.6

30～34歳 110 0.9 31.831.831.831.8 22.7 28.2 7.3 3.6 3.6 1.8

35～39歳 160 0.0 28.828.828.828.8 25.0 25.0 10.0 6.9 3.1 1.3

40～44歳 175 2.3 28.628.628.628.6 28.628.628.628.6 24.6 8.6 2.9 1.7 2.9

45～49歳 135 3.0 40.740.740.740.7 25.2 17.0 8.9 3.7 0.7 0.7

50～54歳 73 4.1 37.037.037.037.0 34.2 19.2 4.1 0.0 0.0 1.4

55～59歳 33 9.1 51.551.551.551.5 24.2 12.1 0.0 3.0 0.0 0.0

60～64歳 5 40.040.040.040.0 40.040.040.040.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 6 0.0 66.766.766.766.7 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 479 1.3 35.335.335.335.3 26.1 21.9 7.9 4.8 1.5 1.3

町村部 259 4.2 31.731.731.731.7 25.5 21.2 8.9 3.9 2.7 1.9

本島南部 220 0.5 37.337.337.337.3 28.2 21.4 4.5 5.0 1.4 1.8

本島中部 285 0.0 30.930.930.930.9 29.1 21.4 9.8 5.3 1.8 1.8

本島北部 130 2.3 27.7 28.528.528.528.5 23.8 8.5 3.1 4.6 1.5

先島地域 92 9.8 43.543.543.543.5 12.0 20.7 9.8 2.2 1.1 1.1

その他離島 26 15.4 23.123.123.123.1 19.2 19.2 11.5 3.8 3.8 3.8

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(２) 生計を共にしている 20 歳未満の子どもの有無 （ＳＡ）  

N=757 

「いる」が 90.6%を占めている。 
年齢別でみると、50 歳代までは「いる」が多いが、60 歳以上になると「いない」が多くな

る。市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 

 

90.6 8.6 0.8

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

いる いない 不明

 
N いる いない 不明

全体 757 90.6 8.6 0.8

20歳未満 2 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

20～24歳 13 92.392.392.392.3 7.7 0.0

25～29歳 39 94.994.994.994.9 2.6 2.6

30～34歳 110 90.990.990.990.9 9.1 0.0

35～39歳 160 90.090.090.090.0 9.4 0.6

40～44歳 175 94.394.394.394.3 4.6 1.1

45～49歳 135 91.991.991.991.9 6.7 1.5

50～54歳 73 90.490.490.490.4 9.6 0.0

55～59歳 33 78.878.878.878.8 21.2 0.0

60～64歳 5 40.0 60.060.060.060.0 0.0

65歳以上 6 33.3 66.766.766.766.7 0.0

市部 479 90.490.490.490.4 8.6 1.0

町村部 259 91.591.591.591.5 8.1 0.4

本島南部 220 90.090.090.090.0 8.2 1.8

本島中部 285 91.991.991.991.9 7.7 0.4

本島北部 130 90.890.890.890.8 8.5 0.8

先島地域 92 85.985.985.985.9 14.1 0.0

その他離島 26 96.296.296.296.2 3.8 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(３) 就学・就労別の 20 歳未満の子どもの有無 （ＭＡ） 

N=686、(2)で「いる」と回答した人のみ 

「小学生」が 41.0%で最も多く、次いで「高校生」が 35.0%、「中学生」が 29.0%となって

いる。 
年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「就学前」「小学生」「高校生」と子どもの年齢も上

がっている。市・町村別でみると、市部で「高校生」が多くなっている。地域別でみると、本

島中部で「高校生」が多くなっている。 
 

 

 

20.6

41.0

29.0

35.0

1.3

2.6

2.3

3.6

3.6

2.8

0.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

就学前

小学生

中学生

高校生

短大・高専

専門学校

大学生

就職している

無職・求職中

その他

不明

(%)

 
 

N 就学前 小学生 中学生 高校生 短大・高

専

専門学校 大学生 就職して

いる

無職・求

職中

その他 不明

全体 686 20.6 41.0 29.0 35.0 1.3 2.6 2.3 3.6 3.6 2.8 0.3

20歳未満 2 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0

20～24歳 12 83.383.383.383.3 8.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0

25～29歳 37 56.856.856.856.8 54.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 2.7

30～34歳 100 46.0 69.069.069.069.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

35～39歳 144 31.3 55.655.655.655.6 36.1 25.7 0.0 0.0 0.0 1.4 2.1 0.7 0.0

40～44歳 165 9.7 41.2 41.8 44.844.844.844.8 1.8 5.5 1.8 5.5 6.7 1.8 0.0

45～49歳 124 1.6 28.2 37.9 52.452.452.452.4 3.2 4.0 4.8 4.0 4.8 3.2 0.8

50～54歳 66 1.5 7.6 27.3 57.657.657.657.6 3.0 3.0 6.1 6.1 7.6 4.5 0.0

55～59歳 26 0.0 0.0 19.2 57.757.757.757.7 0.0 7.7 3.8 15.4 0.0 3.8 0.0

60～64歳 2 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 2 0.0 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0

市部 433 19.6 37.0 29.6 37.437.437.437.4 1.4 2.8 1.8 3.5 4.2 2.5 0.0

町村部 237 22.4 48.948.948.948.9 28.7 30.4 1.3 2.1 3.0 3.0 3.0 3.4 0.8

本島南部 198 20.7 41.941.941.941.9 23.7 34.3 1.0 2.0 2.0 4.5 3.0 3.5 0.0

本島中部 262 15.6 34.4 34.4 38.538.538.538.5 1.9 2.7 3.4 3.4 5.3 2.7 0.4

本島北部 118 27.1 53.453.453.453.4 26.3 28.0 1.7 1.7 0.0 2.5 3.4 2.5 0.0

先島地域 79 27.8 43.043.043.043.0 27.8 35.4 0.0 5.1 1.3 2.5 0.0 2.5 0.0

その他離島 25 20.0 40.040.040.040.0 32.0 32.0 0.0 4.0 4.0 8.0 4.0 0.0 4.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(４) 生計を共にしている 20 歳以上の子どもの有無 （ＳＡ）  

N=757 

「いない」が 72.7%を占めている。 
年齢別でみると、40 歳代以下では「いない」が多いのに対し、50 歳代以上で「いる」が増

えてくる。市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 
 
 

21.1 72.7 6.2

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

いる いない 不明  
N いる いない 不明

全体 757 21.1 72.7 6.2

20歳未満 2 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

20～24歳 13 23.1 69.269.269.269.2 7.7

25～29歳 39 12.8 71.871.871.871.8 15.4

30～34歳 110 5.5 90.090.090.090.0 4.5

35～39歳 160 3.8 90.090.090.090.0 6.3

40～44歳 175 17.7 73.173.173.173.1 9.1

45～49歳 135 35.6 60.060.060.060.0 4.4

50～54歳 73 49.349.349.349.3 46.6 4.1

55～59歳 33 45.5 54.554.554.554.5 0.0

60～64歳 5 60.060.060.060.0 40.0 0.0

65歳以上 6 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

市部 479 21.1 73.573.573.573.5 5.4

町村部 259 19.7 72.672.672.672.6 7.7

本島南部 220 20.9 74.174.174.174.1 5.0

本島中部 285 21.4 72.672.672.672.6 6.0

本島北部 130 18.5 71.571.571.571.5 10.0

先島地域 92 22.8 71.771.771.771.7 5.4

その他離島 26 26.9 69.269.269.269.2 3.8

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(５) 就学・就労別の 20 歳以上の子どもの有無 （ＭＡ） 

N=160、(4)で「いる」と回答した人のみ 

「就職している」が 50.6%で最も多く、次いで「無職・休職中」が 18.1%、「大学生」が 16.9%
となっている。 

年齢別でみると、40 歳以上では「就職している」が多くなっている。市・町村別でみると、

町村部の方が「大学生」がやや多く、「就職している」がやや少なくなっている。地域別でみ

ると、その他離島で「無職・求職中」が多くなっている。 
 

 
 

1.3

6.9

16.9

50.6

18.1

12.5

11.9

0 10 20 30 40 50 60

短大・高専

専門学校

大学生

就職している

無職・求職中

その他

不明

(%)

 
N 短大・高

専

専門学校 大学生 就職して

いる

無職・求

職中

その他 不明

全体 160 1.3 6.9 16.9 50.6 18.1 12.5 11.9

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 3 0.0 0.0 0.0 66.766.766.766.7 33.3 33.3 0.0

25～29歳 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.040.040.040.0 60.0

30～34歳 6 0.0 0.0 0.0 16.716.716.716.7 16.716.716.716.7 16.716.716.716.7 50.0

35～39歳 6 0.0 0.0 16.716.716.716.7 0.0 16.716.716.716.7 0.0 66.7

40～44歳 31 3.2 6.5 22.6 41.941.941.941.9 19.4 9.7 12.9

45～49歳 48 2.1 8.3 16.7 50.050.050.050.0 16.7 16.7 4.2

50～54歳 36 0.0 13.9 22.2 58.358.358.358.3 25.0 5.6 2.8

55～59歳 15 0.0 0.0 13.3 100.0100.0100.0100.0 13.3 6.7 0.0

60～64歳 3 0.0 0.0 0.0 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 0.0 33.3

65歳以上 6 0.0 0.0 16.7 66.766.766.766.7 0.0 16.7 16.7

市部 101 2.0 7.9 13.9 55.455.455.455.4 19.8 11.9 10.9

町村部 51 0.0 2.0 23.5 45.145.145.145.1 15.7 13.7 13.7

本島南部 46 2.2 6.5 13.0 47.847.847.847.8 15.2 19.6 13.0

本島中部 61 0.0 6.6 18.0 55.755.755.755.7 21.3 6.6 8.2

本島北部 24 0.0 4.2 16.7 50.050.050.050.0 16.7 12.5 16.7

先島地域 21 4.8 9.5 28.6 57.157.157.157.1 14.3 9.5 9.5

その他離島 7 0.0 14.3 0.0 14.3 28.628.628.628.6 14.3 28.6

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(６) 子ども以外の同居人 （ＭＡ） 

N=757 

「子ども以外に同居している人はいない」が 62.5%で群を抜いて多く、次いで「実の親」が

22.7%となっている。 
経年変化でみると、「子ども以外に同居している人はいない」が 27.5 ポイント増加している。 
年齢別でみると、20 歳代までは「実の親」が多くなっており、30 歳代から「子ども以外に

同居している人はいない」が多くなっている。年齢の上昇に応じて、実の親から独立していく

傾向がみられる。市・町村別、地域別で特徴的な傾向はみられない。 
 

62.5

22.7

0.3

8.5

0.4

3.3

11.1

35.0

25.1

0.1

9.8

0.8

3.1

35.6

0 10 20 30 40 50 60 70

子ども以外に

同居している人はいない

実の親

義理の親

兄弟姉妹（義兄弟姉妹）

子の配偶者

その他

不明

(%)

平成25年度

平成20年度

 

N 子ども以

外に同居

している

人はいな

い

実の親 義理の親 兄弟姉妹

（義兄弟

姉妹）

子の配偶

者

その他 不明

全体 757 62.5 22.7 0.3 8.5 0.4 3.3 11.1

20歳未満 2 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 30.8 46.246.246.246.2 0.0 23.1 0.0 15.4 7.7

25～29歳 39 35.9 43.643.643.643.6 0.0 25.6 0.0 5.1 15.4

30～34歳 110 55.555.555.555.5 35.5 0.0 12.7 0.0 4.5 5.5

35～39歳 160 60.660.660.660.6 25.6 0.0 6.3 0.6 5.0 10.6

40～44歳 175 64.664.664.664.6 19.4 0.6 8.6 0.0 1.7 13.1

45～49歳 135 72.672.672.672.6 13.3 0.0 4.4 1.5 0.7 10.4

50～54歳 73 72.672.672.672.6 16.4 0.0 6.8 0.0 2.7 8.2

55～59歳 33 66.766.766.766.7 9.1 0.0 0.0 0.0 3.0 21.2

60～64歳 5 40.040.040.040.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0

65歳以上 6 66.766.766.766.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7

市部 479 64.364.364.364.3 22.5 0.0 9.0 0.2 3.1 9.8

町村部 259 61.061.061.061.0 22.4 0.8 7.3 0.8 3.9 12.4

本島南部 220 68.268.268.268.2 19.5 0.0 8.6 0.0 2.7 9.1

本島中部 285 60.760.760.760.7 26.0 0.7 9.8 0.7 2.8 9.8

本島北部 130 58.558.558.558.5 24.6 0.0 8.5 0.0 4.6 13.8

先島地域 92 62.062.062.062.0 17.4 0.0 3.3 1.1 4.3 15.2

その他離島 26 57.757.757.757.7 23.1 0.0 11.5 0.0 3.8 11.5

現在の

年齢

居住地域

お住まい

の市町村
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４. ひとり親（母子）世帯になった時の状況 

(１) ひとり親（母子）世帯になったときの年齢 （ＳＡ） 

N=757 

「30～34 歳」が 25.6%で最も多く、次いで「35～39 歳」が 22.2%、「25～29 歳」が 21.3%
となっている。 

経年変化でみると、平成 20 年度に比べて 30 歳代の割合が高まっている。 
年齢別でみると、年齢が上昇するにつれてひとり親世帯になった時の年齢も上昇しており、

ひとり親になって間もない世帯が大半を占めていることが読み取れる。市・町村別、地域別で

は、特徴的な傾向はみられない。 

 

2.3 14.0

21.3

22.6

25.6

22.8

22.2

18.7

9.9

12.0

5.4

2.3

2.8 9.6

3.7

1.2

0.5

0.3

0.3

0.1

0.0

0.0

1.2

1.3

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

平成25年度

平成20年度

20歳

未満

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44 歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

不明

 
N 20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44

歳

45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上 不明

全体 757 2.8 9.6 21.3 25.6 22.2 9.9 5.4 1.2 0.5 0.3 0.0 1.2

20歳未満 2 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 53.853.853.853.8 38.5 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 15.4 56.456.456.456.4 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 110 1.8 15.5 50.050.050.050.0 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

35～39歳 160 1.3 14.4 28.1 33.833.833.833.8 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

40～44歳 175 1.1 3.4 18.9 32.032.032.032.0 32.032.032.032.0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

45～49歳 135 0.0 0.0 8.9 22.2 38.538.538.538.5 17.8 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

50～54歳 73 0.0 0.0 1.4 21.9 21.9 23.323.323.323.3 21.9 6.8 0.0 0.0 0.0 2.7

55～59歳 33 3.0 0.0 3.0 3.0 18.2 39.439.439.439.4 18.2 9.1 6.1 0.0 0.0 0.0

60～64歳 5 0.0 0.0 40.040.040.040.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 0.0 16.7 33.333.333.333.3 0.0 16.7

市部 479 3.8 9.2 22.1 25.725.725.725.7 21.7 9.8 4.4 0.8 0.4 0.4 0.0 1.7

町村部 259 1.2 10.4 19.3 26.326.326.326.3 23.9 8.9 7.3 1.9 0.8 0.0 0.0 0.0

本島南部 220 3.6 10.9 17.7 25.925.925.925.9 22.7 10.5 3.6 1.4 0.0 0.9 0.0 2.7

本島中部 285 3.2 9.5 26.026.026.026.0 22.5 20.7 10.9 5.6 0.7 0.4 0.0 0.0 0.7

本島北部 130 1.5 10.8 18.5 29.229.229.229.2 23.8 6.9 6.2 2.3 0.8 0.0 0.0 0.0

先島地域 92 2.2 5.4 19.6 31.531.531.531.5 21.7 8.7 6.5 1.1 2.2 0.0 0.0 1.1

その他離島 26 0.0 11.5 23.123.123.123.1 23.123.123.123.1 23.123.123.123.1 11.5 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(２) ひとり親（母子）世帯になってからの期間 （ＳＡ） 

N=757 

「１０年以上」が 34.7%で最も多く、次いで「５年以上１０年未満」が 32.4%となっている。 
年齢別でみると、4.(1)と同様に、年齢が上がるにつれてひとり親世帯になってからの期間が

長くなる傾向がみられる。市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、本

島南部、本島中部、その他離島で「１０年以上」と期間が長くなっており、本島北部や先島地

域では「５年以上１０年未満」が多くなっている。 
 
 

32.4 34.712.5 19.8 0.5

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

２年未満 ２年以上５年未満 ５年以上１０年未満 １０年以上 不明

 
N ２年未満 ２年以上

５年未満

５年以上

１０年未

満

１０年以

上

不明

全体 757 12.5 19.8 32.4 34.7 0.5

20歳未満 2 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0

20～24歳 13 38.5 46.246.246.246.2 7.7 7.7 0.0

25～29歳 39 25.6 30.8 33.333.333.333.3 10.3 0.0

30～34歳 110 22.7 30.0 40.940.940.940.9 6.4 0.0

35～39歳 160 13.8 21.9 35.035.035.035.0 29.4 0.0

40～44歳 175 9.1 18.3 34.9 37.137.137.137.1 0.6

45～49歳 135 6.7 15.6 28.9 48.148.148.148.1 0.7

50～54歳 73 4.1 11.0 26.0 57.557.557.557.5 1.4

55～59歳 33 9.1 3.0 12.1 72.772.772.772.7 3.0

60～64歳 5 0.0 0.0 20.0 80.080.080.080.0 0.0

65歳以上 6 16.7 16.7 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 0.0

市部 479 12.1 18.2 31.7 37.637.637.637.6 0.4

町村部 259 13.5 23.2 34.034.034.034.0 29.0 0.4

本島南部 220 15.5 20.5 27.7 35.035.035.035.0 1.4

本島中部 285 8.4 15.4 33.3 42.842.842.842.8 0.0

本島北部 130 16.9 27.7 33.833.833.833.8 21.5 0.0

先島地域 92 14.1 20.7 37.037.037.037.0 27.2 1.1

その他離島 26 7.7 19.2 34.6 38.538.538.538.5 0.0

居住地域

現在の

年齢

お住まい

の市町村

 



 第３章 ⺟⼦世帯 
４.ひとり親（⺟⼦）世帯になった時の状況  

 59 

(３) ひとり親世帯になった理由 （ＳＡ） 

Ｎ=757 

「離婚」が 79.3%を占めており、次いで「未婚の母（父）」が 12.2%となっている。 
経年変化でみると、特徴的な傾向はみられない。 
属性別でみても概ね同様の傾向であるが、60 歳以上で「病死・事故死」が多く、20 歳代以

下で「未婚の母（父）」が多くなっており、若年世代で未婚のまま出産する傾向がみられる。

市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 

79.3

12.2

4.6

0.3

0.1

0.1

0.3

1.7

0.7

0.8

80.5

10.6

3.3

0.9

0.5

0.5

0.1

1.5

2.0

-

0 20 40 60 80 100

離婚

未婚の

母（父）

病死・

事故死

自死（自殺）

行方不明

・失踪など

遺棄

相手の

心身障害

相手から

の暴力

その他

不明

(%)

平成25年度

平成20年度

 
N 離婚 未婚の母

（父）

病死・事

故死

自死（自

殺）

行方不

明・失踪

など

遺棄 相手の心

身障害

相手から

の暴力

その他 不明

全体 757 79.3 12.2 4.6 0.3 0.1 0.1 0.3 1.7 0.7 0.8

20歳未満 2 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 61.561.561.561.5 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 64.164.164.164.1 30.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0

30～34歳 110 81.881.881.881.8 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0

35～39歳 160 86.386.386.386.3 8.8 1.3 0.0 0.0 0.6 0.0 1.3 1.9 0.0

40～44歳 175 82.382.382.382.3 10.3 2.3 0.6 0.6 0.0 0.6 1.1 1.1 1.1

45～49歳 135 81.581.581.581.5 11.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 0.0 0.7

50～54歳 73 76.776.776.776.7 9.6 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 2.7

55～59歳 33 60.660.660.660.6 12.1 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 5 40.040.040.040.0 20.0 40.040.040.040.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 6 0.0 0.0 66.766.766.766.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7

市部 479 80.280.280.280.2 12.7 4.6 0.2 0.0 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6

町村部 259 77.677.677.677.6 11.6 4.6 0.4 0.4 0.0 0.4 3.5 0.8 0.8

本島南部 220 79.179.179.179.1 11.8 4.1 0.5 0.0 0.0 0.0 1.8 0.9 1.8

本島中部 285 80.480.480.480.4 13.7 2.8 0.0 0.0 0.4 0.4 1.4 0.4 0.7

本島北部 130 80.080.080.080.0 10.0 6.9 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0

先島地域 92 78.378.378.378.3 10.9 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 2.2 0.0

その他離島 26 65.465.465.465.4 15.4 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0

居住地域

お住まい

の市町村

現在の

年齢
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(４) ひとり親世帯になった直後に特に困ったこと （ＭＡ） 

Ｎ=757 

「家計（生活費）」が 83.5%で群を抜いて多くなっており、次いで「仕事」が 39.1%、「子育

て」が 33.2%となっている。「借入金・ローンの返済」も 21.1%みられる。 
年齢別でみると、60～64 歳で「自分の健康」が多くなっている。市・町村別、地域別では、

特徴的な傾向はみられない。 
問３-１とのクロス集計でみると、ひとり親世帯になった時の年齢が低いほど概ね「仕事」が

多くなり、「孤独感」は少なくなっている。 
 

83.5

16.4

39.1

4.6

33.2

12.3

3.7

4.1
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5.0

1.3

2.8

1.8
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子育て・教育

自分の健康

親族の健康・介護

相談相手

精神的苦痛

孤独感

相手からの暴力

相手の付きまとい

その他相手とのトラブル

借入金・ローンの返済

ひとり親世帯への偏見

その他

特にない

不明

(%)
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N 家計（生

活費）

住宅 仕事 家事 子育て・

教育

自分の健

康

親族の健

康・介護

相談相手 精神的苦

痛

全体 757 83.5 16.4 39.1 4.6 33.2 12.3 3.7 4.1 13.6

20歳未満 2 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 84.684.684.684.6 23.1 61.5 7.7 38.5 23.1 7.7 0.0 0.0

25～29歳 39 82.182.182.182.1 7.7 51.3 2.6 28.2 7.7 2.6 2.6 12.8

30～34歳 110 86.486.486.486.4 16.4 45.5 9.1 32.7 9.1 2.7 2.7 10.0

35～39歳 160 81.981.981.981.9 17.5 40.6 5.0 33.1 13.1 2.5 5.6 13.8

40～44歳 175 81.181.181.181.1 18.3 33.1 5.1 33.7 9.7 4.0 2.9 17.7

45～49歳 135 89.689.689.689.6 14.1 34.8 3.0 33.3 8.1 3.7 5.9 17.0

50～54歳 73 83.683.683.683.6 16.4 34.2 1.4 35.6 15.1 6.8 5.5 9.6

55～59歳 33 78.878.878.878.8 24.2 45.5 3.0 30.3 24.2 0.0 3.0 6.1

60～64歳 5 40.0 20.0 20.0 0.0 40.0 60.060.060.060.0 20.0 0.0 20.0

65歳以上 6 83.383.383.383.3 0.0 33.3 0.0 16.7 33.3 16.7 0.0 16.7

市部 479 84.184.184.184.1 16.1 38.8 5.6 32.6 12.3 3.5 3.8 14.0

町村部 259 82.282.282.282.2 17.0 37.8 3.1 34.4 12.7 3.9 5.0 13.9

本島南部 220 84.184.184.184.1 16.8 36.4 7.3 32.3 11.4 2.3 2.7 15.0

本島中部 285 86.086.086.086.0 14.4 42.1 3.9 29.5 11.6 5.3 4.9 11.9

本島北部 130 76.276.276.276.2 16.2 40.8 1.5 39.2 15.4 5.4 3.8 18.5

先島地域 92 85.985.985.985.9 20.7 29.3 6.5 34.8 10.9 1.1 5.4 9.8

その他離島 26 80.880.880.880.8 23.1 46.2 0.0 42.3 15.4 0.0 3.8 11.5

N 孤独感 相手から

の暴力

相手の付

きまとい

その他相

手とのト

ラブル

借入金・

ローンの

返済

ひとり親

世帯への

偏見

その他 特にない 不明

全体 757 4.9 3.2 3.2 2.5 21.1 5.0 1.3 2.8 1.8

20歳未満 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 7.7 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 2.6 5.1 2.6 2.6 12.8 2.6 0.0 0.0 2.6

30～34歳 110 4.5 6.4 7.3 2.7 20.0 8.2 1.8 5.5 0.0

35～39歳 160 5.0 2.5 2.5 1.9 17.5 2.5 1.3 3.8 1.3

40～44歳 175 5.1 2.9 2.3 4.0 20.6 8.0 2.3 1.7 1.7

45～49歳 135 5.2 3.7 2.2 0.7 28.9 3.0 1.5 0.7 3.7

50～54歳 73 5.5 1.4 4.1 4.1 24.7 6.8 0.0 2.7 2.7

55～59歳 33 6.1 0.0 0.0 0.0 18.2 3.0 0.0 9.1 3.0

60～64歳 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 6 0.0 0.0 0.0 16.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 479 4.0 1.9 2.9 2.9 21.1 4.6 0.8 2.7 2.1

町村部 259 6.6 5.8 3.1 1.5 20.1 5.8 1.9 3.1 0.8

本島南部 220 4.1 2.3 2.7 2.7 20.5 5.0 0.5 2.3 2.3

本島中部 285 4.9 0.7 2.1 2.5 21.4 5.6 1.4 3.5 2.1

本島北部 130 4.6 6.9 3.8 2.3 15.4 5.4 2.3 3.1 1.5

先島地域 92 6.5 5.4 4.3 2.2 31.5 4.3 2.2 1.1 1.1

その他離島 26 7.7 11.5 7.7 3.8 15.4 0.0 0.0 3.8 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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【問３-１とのクロス集計】 

N 家計（生

活費）

住宅 仕事 家事 子育て・

教育

自分の健

康

親族の健

康・介護

相談相手 精神的苦

痛

全体 757 83.5 16.4 39.1 4.6 33.2 12.3 3.7 4.1 13.6

20歳未満 21 90.5 4.8 57.1 4.8 38.1 14.3 4.8 0.0 0.0

20～24歳 73 84.9 15.1 46.6 5.5 35.6 9.6 2.7 2.7 9.6

25～29歳 161 85.1 13.7 43.5 6.8 31.1 10.6 5.6 3.1 9.9

30～34歳 194 84.5 19.1 41.2 4.6 32.0 12.9 3.1 4.1 16.5

35～39歳 168 81.0 16.1 32.7 3.6 35.7 11.3 3.0 5.4 15.5

40～44 歳 75 89.3 18.7 38.7 4.0 34.7 12.0 2.7 4.0 14.7

45～49歳 41 80.5 14.6 31.7 2.4 31.7 19.5 2.4 2.4 19.5

50～54歳 9 66.7 33.3 11.1 0.0 44.4 22.2 0.0 11.1 11.1

55～59歳 4 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

60～64歳 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N 孤独感 相手から

の暴力

相手の付

きまとい

その他相

手とのト

ラブル

借入金・

ローンの

返済

ひとり親

世帯への

偏見

その他 特にない 不明

全体 757 4.9 3.2 3.2 2.5 21.1 5.0 1.3 2.8 1.8

20歳未満 21 4.8 4.8 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 4.8

20～24歳 73 2.7 2.7 1.4 1.4 17.8 4.1 0.0 1.4 1.4

25～29歳 161 3.1 6.2 5.0 1.2 22.4 3.1 1.9 3.7 1.2

30～34歳 194 5.7 2.1 3.1 2.6 18.6 7.7 1.0 3.1 0.5

35～39歳 168 5.4 3.6 1.8 3.0 22.0 6.5 3.0 1.2 2.4

40～44 歳 75 4.0 0.0 5.3 5.3 30.7 2.7 0.0 2.7 1.3

45～49歳 41 7.3 2.4 4.9 2.4 19.5 2.4 0.0 7.3 2.4

50～54歳 9 11.1 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 11.1 0.0

55～59歳 4 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 2 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ひとり親

世帯に

なった時

の年齢

ひとり親

世帯に

なった時

の年齢
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５. 面会交流・養育費について 

(１) 離別した相手と子どもとの面会交流の取り決めの有無 （ＳＡ） 

Ｎ=600、4.(3)で「離婚」と回答した人のみ 

「取り決めをしていない」が 79.3%を占めている。「文書などを交わして取り決めをしてい

る」「文書は交わしていないが、取り決めをしている」は合わせて 19.5%に留まっている。 
年齢別にみると、25～29 歳で「取り決めをしていない」が最も少なくなり、文書の有無は

別にして何らかの取り決めする割合が増えている。市・町村別では、特徴的な傾向はみられな

い。本島北部やその他離島は、本島中部や本島南部より取り決めが多い傾向がみられる。 
 
 

79.3 1.29.2 10.3

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

文書などを交わして

取り決めをしている

文書は交わしていないが、

取り決めをしている

取り決めをしていない 不明

 
N 文書など

を交わし

て取り決

めをして

いる

文書は交

わしてい

ないが、

取り決め

をしてい

る

取り決め

をしてい

ない

不明

全体 600 9.2 10.3 79.3 1.2

20歳未満 1 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

20～24歳 8 25.0 0.0 62.562.562.562.5 12.5

25～29歳 25 20.0 28.0 52.052.052.052.0 0.0

30～34歳 90 10.0 13.3 76.776.776.776.7 0.0

35～39歳 138 9.4 7.2 82.682.682.682.6 0.7

40～44歳 144 7.6 9.0 81.981.981.981.9 1.4

45～49歳 110 11.8 15.5 72.772.772.772.7 0.0

50～54歳 56 1.8 3.6 89.389.389.389.3 5.4

55～59歳 20 0.0 5.0 95.095.095.095.0 0.0

60～64歳 2 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 384 7.8 10.2 80.580.580.580.5 1.6

町村部 201 11.4 10.4 77.677.677.677.6 0.5

本島南部 174 9.2 8.6 81.681.681.681.6 0.6

本島中部 229 7.9 7.9 83.883.883.883.8 0.4

本島北部 104 11.5 18.3 67.367.367.367.3 2.9

先島地域 72 6.9 11.1 79.279.279.279.2 2.8

その他離島 17 17.6 11.8 70.670.670.670.6 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(２) 離別した相手と子どもとの面会交流の有無 （ＳＡ） 

Ｎ=600、4.(3)で「離婚」と回答した人のみ 

「最初から全く行っていない」が 47.8%となっており、「現在、定期的に行っている」「現在、

定期的ではないが、ときどき行っている」は合わせて 26.8%に留まっている。 
属性別では、特徴的な傾向はみられない。 

 

15.3 47.8 8.73.8 23.0 1.3

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

現在、定期的に行っている

現在、定期的ではないが、ときどき行っている

途中まで行っていたが、現在は行っていない

最初から全く行っていない

その他

不明  
N 現在、定

期的に

行ってい

る

現在、定

期的では

ないが、

ときどき

行ってい

る

途中まで

行ってい

たが、現

在は行っ

ていない

最初から

全く行っ

ていない

その他 不明

全体 600 3.8 23.0 15.3 47.8 8.7 1.3

20歳未満 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

20～24歳 8 12.5 25.0 12.5 37.537.537.537.5 0.0 12.5

25～29歳 25 0.0 16.0 32.0 44.044.044.044.0 8.0 0.0

30～34歳 90 2.2 21.1 20.0 44.444.444.444.4 10.0 2.2

35～39歳 138 1.4 26.8 13.0 51.451.451.451.4 6.5 0.7

40～44歳 144 5.6 22.9 15.3 47.947.947.947.9 6.3 2.1

45～49歳 110 7.3 25.5 8.2 52.752.752.752.7 6.4 0.0

50～54歳 56 3.6 16.1 14.3 48.248.248.248.2 16.1 1.8

55～59歳 20 0.0 25.025.025.025.0 25.025.025.025.0 25.025.025.025.0 25.025.025.025.0 0.0

60～64歳 2 0.0 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 384 4.4 20.6 14.8 50.550.550.550.5 8.9 0.8

町村部 201 3.0 29.4 15.4 41.841.841.841.8 8.5 2.0

本島南部 174 4.6 21.8 14.9 46.646.646.646.6 10.9 1.1

本島中部 229 4.4 20.1 15.3 51.551.551.551.5 8.3 0.4

本島北部 104 2.9 30.8 15.4 43.343.343.343.3 4.8 2.9

先島地域 72 1.4 23.6 16.7 45.845.845.845.8 9.7 2.8

その他離島 17 5.9 29.4 5.9 47.147.147.147.1 11.8 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

 
 
 



 第３章 ⺟⼦世帯 
５.⾯会交流・養育費について  

 65 

(３) 養育費の受け取りの有無 （ＳＡ） 

Ｎ=600、4.(3)で「離婚」と回答した人のみ 

「最初から全く受け取っていない」が 75.8%となっており、「現在も、定期的に受け取って

いる」「現在も、定期的ではないが、ときどき受け取っている」は合わせて 12.3%に留まって

いる。 
経年変化でみると、平成 20 年度に比べて「現在も、定期的に受け取っている」「現在も、定

期的ではないが、ときどき受け取っている」の合計が 1.8 ポイント増加している。 
年齢別でみると、25～29 歳で「最初から全く受け取っていない」が最も少なくなっている。

市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
問６-５とのクロス集計でみると、「ややゆとりがある」と回答した人は「最初から全く受け

取っていない」「途中まで受け取ったが、現在は受け取っていない」が多くなっている一方で、

「苦しい」「大変苦しい」と回答した人であっても、「現在も、定期的に受け取っている」「現

在も、定期的ではないが、ときどき受け取っている」が一定程度存在している。 
 
 

7.3 3.2

9.8

7.3

75.8

79.1

1.2

1.3

8.8 3.5

1.9

0.8

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

平成25年度

平成20年度

現在も、定期的に受け取っている

現在も、定期的ではないが、ときどき受け取っている

途中まで受け取ったが、現在は受け取っていない

最初から全く受け取っていない

その他

不明  
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N 現在も、

定期的に

受け取っ

ている

現在も、

定期的で

はない

が、ときど

き受け

取ってい

る

途中まで

受け取っ

たが、現

在は受け

取ってい

ない

最初から

全く受け

取ってい

ない

その他 不明

全体 600 8.8 3.5 9.8 75.8 1.2 0.8

20歳未満 1 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

20～24歳 8 0.0 0.0 25.0 62.562.562.562.5 0.0 12.5

25～29歳 25 28.0 12.0 8.0 44.044.044.044.0 8.0 0.0

30～34歳 90 11.1 0.0 7.8 76.776.776.776.7 3.3 1.1

35～39歳 138 10.1 3.6 7.2 78.378.378.378.3 0.7 0.0

40～44歳 144 6.3 4.2 11.1 77.877.877.877.8 0.0 0.7

45～49歳 110 10.0 4.5 7.3 78.278.278.278.2 0.0 0.0

50～54歳 56 3.6 1.8 12.5 80.480.480.480.4 0.0 1.8

55～59歳 20 0.0 0.0 35.0 60.060.060.060.0 5.0 0.0

60～64歳 2 0.0 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 384 8.3 4.4 9.1 76.076.076.076.0 1.6 0.5

町村部 201 10.4 2.0 10.9 75.175.175.175.1 0.5 1.0

本島南部 174 8.6 4.6 10.9 73.673.673.673.6 1.1 1.1

本島中部 229 9.2 2.2 8.7 79.079.079.079.0 0.9 0.0

本島北部 104 13.5 4.8 9.6 71.271.271.271.2 0.0 1.0

先島地域 72 2.8 4.2 11.1 76.476.476.476.4 4.2 1.4

その他離島 17 5.9 0.0 11.8 82.482.482.482.4 0.0 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
【問６-５とのクロス集計】 

N 現在も、

定期的に

受け取っ

ている

現在も、

定期的で

はない

が、ときど

き受け

取ってい

る

途中まで

受け取っ

たが、現

在は受け

取ってい

ない

最初から

全く受け

取ってい

ない

その他 不明

全体 600 8.8 3.5 9.8 75.8 1.2 0.8

大変苦しい 141 5.7 4.3 9.9 77.3 0.7 2.1

苦しい 160 10.6 3.8 7.5 77.5 0.6 0.0

やや苦しい 195 8.7 3.1 12.3 73.3 2.1 0.5

ふつう 82 12.2 2.4 6.1 76.8 1.2 1.2

ややゆとりがある 12 8.3 8.3 25.0 58.3 0.0 0.0

ゆとりがある 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

現在の暮

らしにつ

いて
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(４) 養育費の金額の決まり （ＳＡ） 

Ｎ=133、(3)で「現在も、定期的に受け取っている」「現在も、定期的ではないが、ときどき受け取っている」 

「途中まで受け取ったが、現在は受け取っていない」と回答した人のみ 

「月額」で定めている場合が 74.4%であった。 
年齢でみると、20 歳から 59 歳にかけて徐々に「月額」の回答が減って行いき、「特に決ま

っていない」が徐々に増加していく傾向がみられる。市・町村別でみると町村部の方が「月額」

が多い。地域別でみると、先島地域で「月額」が最も少なく、その他離島で最も多くなってい

る。 
 
 

74.4 20.3 5.3

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

月額 特に決まっていない 不明

 
N 月額 特に決

まってい

ない

不明

全体 133 74.4 20.3 5.3

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 2 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

25～29歳 12 91.791.791.791.7 8.3 0.0

30～34歳 17 88.288.288.288.2 5.9 5.9

35～39歳 29 75.975.975.975.9 17.2 6.9

40～44歳 31 77.477.477.477.4 16.1 6.5

45～49歳 24 62.562.562.562.5 33.3 4.2

50～54歳 10 60.060.060.060.0 30.0 10.0

55～59歳 7 42.9 57.157.157.157.1 0.0

60～64歳 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0

市部 84 70.270.270.270.2 25.0 4.8

町村部 47 83.083.083.083.0 10.6 6.4

本島南部 42 61.961.961.961.9 35.7 2.4

本島中部 46 82.682.682.682.6 10.9 6.5

本島北部 29 86.286.286.286.2 10.3 3.4

先島地域 13 53.853.853.853.8 30.8 15.4

その他離島 3 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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養育費の月額 

N=99、(4)で「月額」と回答した人のみ 

平均は 36.5 千円で、30 千円以上～40 千円未満が 36.4%で最も多くなっている。 
年齢別でみると、年齢が上昇するにつれて養育費も上昇する傾向がみられる。市・町村別で

は、特徴的な違いはみられない。地域別でみると、本島南部で 30 千円以上～40 千円未満が多

くなっている。 
 

0.0

10.1

19.2

36.4

13.1

3.0

3.0

1.0

14.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0千円以上～10千円未満

10千円以上～20千円未満

20千円以上～30千円未満

30千円以上～40千円未満

50千円以上～70千円未満

70千円以上～100千円未満

100千円以上～200千円未満

200千円以上～

不明

(%)

平均：36.5千円

 
N 0千円以

上～10千

円未満

10千円以

上～20千

円未満

20千円以

上～30千

円未満

30千円以

上～40千

円未満

50千円以

上～70千

円未満

70千円以

上～100

千円未満

100千円

以上～

200千円

未満

200千円

以上～

不明

全体 99 0.0 10.1 19.2 36.4 13.1 3.0 3.0 1.0 14.1

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 11 0.0 27.327.327.327.3 27.327.327.327.3 27.327.327.327.3 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 15 0.0 6.7 40.040.040.040.0 40.040.040.040.0 6.7 0.0 0.0 0.0 6.7

35～39歳 22 0.0 0.0 4.5 40.940.940.940.9 13.6 4.5 4.5 0.0 31.8

40～44歳 24 0.0 8.3 25.0 41.741.741.741.7 4.2 4.2 4.2 0.0 12.5

45～49歳 15 0.0 20.0 6.7 33.333.333.333.3 20.0 6.7 0.0 6.7 6.7

50～54歳 6 0.0 16.7 16.7 16.7 33.333.333.333.3 0.0 0.0 0.0 16.7

55～59歳 3 0.0 0.0 0.0 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 0.0 33.333.333.333.3 0.0 0.0

60～64歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 59 0.0 13.6 22.0 37.337.337.337.3 11.9 1.7 0.0 1.7 11.9

町村部 39 0.0 5.1 15.4 35.935.935.935.9 15.4 5.1 7.7 0.0 15.4

本島南部 26 0.0 11.5 19.2 46.246.246.246.2 3.8 3.8 0.0 0.0 15.4

本島中部 38 0.0 10.5 18.4 34.234.234.234.2 23.7 0.0 0.0 2.6 10.5

本島北部 25 0.0 12.0 20.0 32.032.032.032.0 4.0 8.0 12.0 0.0 12.0

先島地域 7 0.0 0.0 14.3 28.628.628.628.6 28.628.628.628.6 0.0 0.0 0.0 28.6

その他離島 3 0.0 0.0 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(５) 養育費の取り決めの有無 （ＳＡ）  

Ｎ=600、4.(3)で「離婚」と回答した人のみ 

 
「取り決めをしていない」が 48.3%となっており、「文書などを交わして取り決めをしてい

る」「文書は交わしていないが、取り決めをしている」が合わせて 19.0%に留まっている。 
経年変化でみると、平成 20 年度に比べて「取り決めをしていない」が 8.4 ポイント減少し

ている。 
年齢別でみると、25～29 歳で「取り決めをしていない」が最も少なくなっており、文書の

有無は別にして何らかの取り決めが多くなっている。市・町村別では、特徴的な傾向はみられ

ない。地域別では、その他離島で「取り決めをしていない」が少なくなっている。 
 

9.5 8.1

48.3

56.7

32.6

25.8

12.0 7.0

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

平成25年度

平成20年度

文書などを交わして取り決めをしている

文書は交わしていないが、取り決めをしている

取り決めをしていない

不明

 
N 文書など

を交わし

て取り決

めをして

いる

文書は交

わしてい

ないが、

取り決め

をしてい

る

取り決め

をしてい

ない

不明

全体 757 12.0 7.0 48.348.348.348.3 32.6

20歳未満 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 50.0

20～24歳 13 7.7 0.0 38.538.538.538.5 53.8

25～29歳 39 12.8 15.4 30.830.830.830.8 41.0

30～34歳 110 16.4 10.0 44.544.544.544.5 29.1

35～39歳 160 15.0 7.5 53.153.153.153.1 24.4

40～44歳 175 14.3 5.1 46.946.946.946.9 33.7

45～49歳 135 8.9 9.6 51.951.951.951.9 29.6

50～54歳 73 5.5 1.4 56.256.256.256.2 37.0

55～59歳 33 6.1 0.0 51.551.551.551.5 42.4

60～64歳 5 0.0 20.020.020.020.0 0.0 80.0

65歳以上 6 0.0 0.0 0.0 100.0

市部 479 11.3 8.6 48.448.448.448.4 31.7

町村部 259 13.1 4.6 47.947.947.947.9 34.4

本島南部 220 10.5 9.1 50.050.050.050.0 30.5

本島中部 285 12.3 6.3 49.549.549.549.5 31.9

本島北部 130 14.6 5.4 46.946.946.946.9 33.1

先島地域 92 10.9 6.5 48.948.948.948.9 33.7

その他離島 26 15.4 7.7 23.123.123.123.1 53.8

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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取り決めの種類 （ＳＡ） 

Ｎ=91、(5)で「文書などを交わして取り決めをしている」と回答した人のみ 

「調停」が 33.0%で最も多く、次いで「公正証書」が 13.2%、裁判は 6.6%であった。 
年齢別、市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、本島北部で「公正

証書」が多くなっている。 
 

 

13.2 33.0 6.6 8.8 38.5

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

公正証書 調停 裁判 その他 不明

 
N 公正証書 調停 裁判 その他 不明

全体 91 13.2 33.0 6.6 8.8 38.5

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 1 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 5 20.020.020.020.0 0.0 0.0 0.0 80.0

30～34歳 18 11.1 38.938.938.938.9 0.0 5.6 44.4

35～39歳 24 12.5 37.537.537.537.5 12.5 4.2 33.3

40～44歳 25 8.0 36.036.036.036.0 4.0 16.0 36.0

45～49歳 12 25.025.025.025.0 16.7 16.7 8.3 33.3

50～54歳 4 0.0 25.025.025.025.0 0.0 25.025.025.025.0 50.0

55～59歳 2 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 54 9.3 31.531.531.531.5 9.3 11.1 38.9

町村部 34 20.6 35.335.335.335.3 2.9 5.9 35.3

本島南部 23 13.0 34.834.834.834.8 13.0 13.0 26.1

本島中部 35 8.6 28.628.628.628.6 5.7 8.6 48.6

本島北部 19 26.326.326.326.3 26.326.326.326.3 5.3 5.3 36.8

先島地域 10 10.0 30.030.030.030.0 0.0 10.0 50.0

その他離島 4 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(６) 養育費の取り決めをしていない理由 （ＭＡ） 

N=366、(5)で「取り決めをしていない」と回答した人のみ 

「相手に経済力がない」が 53.6%で最も多く、次いで「相手に支払う意思がない」が 45.4%
となっている。 

年齢別でみると、20～34 歳で「相手に支払う意思がない」が多くなっており、年齢が上昇

するにつれて「相手に経済力がない」が多くなってくる。市・町村別では、特徴的な傾向はみ

られない。地域別でみると、先島地域で「相手に支払う意思がみられない」が多くなっている。 
 

53.6

45.4

11.5

12.0

1.6

6.8

6.0

7.4

1.4

0 10 20 30 40 50 60

相手に経済力がない

相手に支払う意思がない

相手の所在が不明

自分から断った

自分の収入で養育できる

知識がなかった

交渉がまとまらない

その他

不明

(%)

 
N 相手に経

済力がな

い

相手に支

払う意思

がない

相手の所

在が不明

自分から

断った

自分の収

入で養育

できる

知識がな

かった

交渉がま

とまらな

い

その他 不明

全体 366 53.6 45.4 11.5 12.0 1.6 6.8 6.0 7.4 1.4

20歳未満 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 5 60.060.060.060.0 60.060.060.060.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 12 33.3 75.075.075.075.0 0.0 8.3 0.0 8.3 16.7 8.3 0.0

30～34歳 49 40.8 53.153.153.153.1 6.1 18.4 0.0 10.2 14.3 6.1 2.0

35～39歳 85 51.851.851.851.8 47.1 12.9 10.6 2.4 8.2 3.5 4.7 1.2

40～44歳 82 52.452.452.452.4 48.8 11.0 13.4 3.7 7.3 3.7 7.3 2.4

45～49歳 70 60.060.060.060.0 35.7 12.9 18.6 1.4 4.3 4.3 7.1 0.0

50～54歳 41 61.061.061.061.0 31.7 17.1 0.0 0.0 4.9 7.3 17.1 2.4

55～59歳 17 70.670.670.670.6 41.2 11.8 0.0 0.0 0.0 5.9 5.9 0.0

60～64歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 232 53.453.453.453.4 42.2 12.9 10.8 1.3 8.2 6.9 8.2 1.3

町村部 124 52.452.452.452.4 50.8 8.1 14.5 2.4 4.8 4.8 6.5 1.6

本島南部 110 56.456.456.456.4 37.3 11.8 10.0 0.9 13.6 6.4 6.4 0.9

本島中部 141 53.953.953.953.9 46.8 12.8 10.6 1.4 5.0 6.4 7.8 1.4

本島北部 61 55.755.755.755.7 49.2 8.2 13.1 3.3 0.0 4.9 9.8 3.3

先島地域 45 44.4 55.655.655.655.6 6.7 20.0 2.2 6.7 4.4 6.7 0.0

その他離島 6 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 16.7 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
 
 



 72 

(７) 養育費を受け取らない理由  （ＭＡ）   

N=144、(5)で「文書などを交わして取り決めをしている」「文書は交わしていないが、取り決めをしている」と回答した人のみ 

 
「相手に支払う意思がない」が 31.9%で最も多く、次いで「相手に経済力がない」が 14.6%

となっている。 
年齢別、市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、本島北部で「相手

に支払う意思がない」が少なく、先島地域で多くなっている。 
 

14.6

2.1

9.7

31.9

5.6

1.4

0.7

6.9

6.3

45.8

0 10 20 30 40 50

相手に経済力がない

相手の失業

相手の借金など

相手に支払う意思がない

相手の所在が不明

自分から断った

自分の収入で養育できる

相手の再婚

その他

不明

(%)

 

N 相手に経

済力がな

い

相手の失

業

相手の借

金など

相手に支

払う意思

がない

相手の所

在が不明

自分から

断った

自分の収

入で養育

できる

相手の再

婚

その他 不明

全体 144 14.6 2.1 9.7 31.9 5.6 1.4 0.7 6.9 6.3 45.8

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 11 9.1 0.0 0.0 27.327.327.327.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 63.6

30～34歳 29 6.9 0.0 3.4 31.031.031.031.0 6.9 6.9 0.0 6.9 13.8 41.4

35～39歳 36 13.9 2.8 5.6 36.136.136.136.1 8.3 0.0 2.8 5.6 2.8 47.2

40～44歳 34 23.5 2.9 26.5 32.432.432.432.4 5.9 0.0 0.0 11.8 8.8 32.4

45～49歳 25 8.0 4.0 4.0 24.024.024.024.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 64.0

50～54歳 5 40.040.040.040.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 40.0

55～59歳 2 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 95 14.7 2.1 9.5 32.632.632.632.6 6.3 2.1 0.0 6.3 6.3 45.3

町村部 46 15.2 2.2 8.7 30.430.430.430.4 2.2 0.0 2.2 6.5 6.5 50.0

本島南部 43 11.6 4.7 16.3 27.927.927.927.9 11.6 0.0 0.0 7.0 9.3 44.2

本島中部 53 17.0 0.0 11.3 34.034.034.034.0 1.9 1.9 0.0 7.5 5.7 47.2

本島北部 26 15.4 0.0 3.8 26.926.926.926.9 3.8 0.0 0.0 7.7 7.7 57.7

先島地域 16 6.3 6.3 0.0 43.843.843.843.8 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0 37.5

その他離島 6 33.333.333.333.3 0.0 0.0 33.333.333.333.3 0.0 0.0 16.7 16.7 0.0 16.7

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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６. あなたの仕事について 

(１) 現在の就労状況 （ＳＡ） 

N=757 

「就労している」が 87.5%となっており、「就労していない」は 12.0%に留まっている。 
経年変化でみると、平成 20 年度に比べて「就労している」が 6.5 ポイント増加している。 
年齢別でみると、24 歳以下と 60 歳以上で「就労している」が少なくなっている一方、25～

54 歳で 80%以上が「就労している」となっている。市・町村別や地域別では、特徴的な傾向

はみられない。 
問６-５とのクロス集計でみると、「大変苦しい」「苦しい」人で「就労していない」がやや多

くなっている。 

87.5

81.0

12.0

15.3 3.7

0.5

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

平成25年度

平成20年度

就労している 就労していない 不明  
N 就労して

いる

就労して

いない

不明

全体 757 87.5 12.0 0.5

20歳未満 2 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0

20～24歳 13 61.561.561.561.5 30.8 7.7

25～29歳 39 89.789.789.789.7 10.3 0.0

30～34歳 110 90.090.090.090.0 9.1 0.9

35～39歳 160 89.489.489.489.4 10.6 0.0

40～44歳 175 88.688.688.688.6 11.4 0.0

45～49歳 135 91.991.991.991.9 8.1 0.0

50～54歳 73 84.984.984.984.9 13.7 1.4

55～59歳 33 75.875.875.875.8 24.2 0.0

60～64歳 5 40.040.040.040.0 40.040.040.040.0 20.0

65歳以上 6 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0

市部 479 86.886.886.886.8 12.7 0.4

町村部 259 88.888.888.888.8 10.4 0.8

本島南部 220 87.787.787.787.7 11.8 0.5

本島中部 285 87.087.087.087.0 12.6 0.4

本島北部 130 86.986.986.986.9 13.1 0.0

先島地域 92 89.189.189.189.1 9.8 1.1

その他離島 26 88.588.588.588.5 7.7 3.8

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
【問６-５とのクロス集計】 

N 就労して

いる

就労して

いない

不明

全体 757 87.5 12.0 0.5

大変苦しい 171 84.2 15.2 0.6

苦しい 201 86.1 13.4 0.5

やや苦しい 240 89.6 10.0 0.4

ふつう 117 88.0 11.1 0.9

ややゆとりがある 15 100.0 0.0 0.0

ゆとりがある 1 100.0 0.0 0.0

現在の暮

らしにつ

いて
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(２) 仕事のかけもちの有無 （ＳＡ） 

N=662、(1)で「就労している」と回答した人のみ 

「かけもちしていない」が 85.2%となっている。 
年齢別、市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別では、先島地域で少なく、本

島南部、本島中部で「かけもちしていない」が多くなっている。 
 

 

14.0 85.2 0.8

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

かけもちしている かけもちしていない 不明  
N かけもち

している

かけもち

していな

い

不明

全体 662 14.0 85.2 0.8

20歳未満 1 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

20～24歳 8 12.5 87.587.587.587.5 0.0

25～29歳 35 11.4 88.688.688.688.6 0.0

30～34歳 99 14.1 84.884.884.884.8 1.0

35～39歳 143 11.2 88.188.188.188.1 0.7

40～44歳 155 15.5 82.682.682.682.6 1.9

45～49歳 124 15.3 84.784.784.784.7 0.0

50～54歳 62 19.4 80.680.680.680.6 0.0

55～59歳 25 8.0 92.092.092.092.0 0.0

60～64歳 2 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

65歳以上 3 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

市部 416 10.8 88.588.588.588.5 0.7

町村部 230 19.1 80.080.080.080.0 0.9

本島南部 193 9.8 88.688.688.688.6 1.6

本島中部 248 11.7 88.388.388.388.3 0.0

本島北部 113 16.8 83.283.283.283.2 0.0

先島地域 82 26.8 73.273.273.273.2 0.0

その他離島 23 13.0 78.378.378.378.3 8.7

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(３) 就労形態 （ＳＡ） 

N=662、(1)で「就労している」と回答した人のみ 

「パート・アルバイト・臨時職」が 47.1%で最も多く、次いで「正規の職員・従業員（常用
勤労者）」が 39.4%となっている。 
経年変化でみると、「正規の職員・従業員（常用勤労者）」が 0.8ポイント、「パート・アルバ

イト・臨時職」が 0.3ポイント増加している。 
年齢別にみると、40～44歳において「正規の職員・従業員（常用勤労者）」が多くなってお
り、その年齢から離れると「パート・アルバイト・臨時職」が多くなっている。市・町村別、

地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
問６-５とのクロス集計でみると、「ややゆとりがある」人は「正規の職員・従業員（常用勤

労者）」「自営業」が多く、「大変苦しい」人は「パート・アルバイト・臨時職」「派遣社員」が

多くなっている。 

 
 

39.4

38.6

47.1

46.8

4.4

6.0 0.3

2.7

2.2

3.5

3.3

1.2

0.2

2.8

1.5

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

平成25年度

平成20年度

正規の職員・従業員（常用勤労者）

パート・アルバイト・臨時職

派遣社員（労働者派遣事業所）

自営業

家族事業者

内職

その他

不明  
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N 正規の職

員・従業

員（常用

勤労者）

パート・ア

ルバイト・

臨時職

派遣社員

（労働者

派遣事業

所）

自営業 家族事業

者

内職 その他 不明

全体 662 39.4 47.1 3.5 4.4 1.2 0.2 2.7 1.5

20歳未満 1 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 8 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 35 28.6 65.765.765.765.7 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9

30～34歳 99 36.4 52.552.552.552.5 7.1 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0

35～39歳 143 36.4 49.749.749.749.7 3.5 4.9 2.8 0.0 2.1 0.7

40～44歳 155 52.352.352.352.3 36.8 2.6 1.3 1.3 0.0 3.2 2.6

45～49歳 124 37.1 47.647.647.647.6 2.4 7.3 0.0 0.8 4.0 0.8

50～54歳 62 37.1 45.245.245.245.2 3.2 8.1 0.0 0.0 3.2 3.2

55～59歳 25 20.0 56.056.056.056.0 4.0 16.0 4.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 2 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 3 0.0 33.3 0.0 66.766.766.766.7 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 416 41.8 45.045.045.045.0 3.8 4.1 0.7 0.2 3.1 1.2

町村部 230 36.5 50.050.050.050.0 3.0 4.8 1.7 0.0 2.2 1.7

本島南部 193 36.8 48.748.748.748.7 6.2 4.1 1.0 0.0 2.6 0.5

本島中部 248 39.9 46.046.046.046.0 3.2 4.8 0.8 0.0 3.2 2.0

本島北部 113 39.8 46.046.046.046.0 1.8 4.4 0.9 0.9 3.5 2.7

先島地域 82 43.9 48.848.848.848.8 1.2 3.7 0.0 0.0 1.2 1.2

その他離島 23 43.543.543.543.5 43.543.543.543.5 0.0 4.3 8.7 0.0 0.0 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
【問６-５とのクロス集計】 

N 正規の職

員・従業

員（常用

勤労者）

パート・

アルバイ

ト・臨時

職

派遣社員

（労働者

派遣事業

所）

自営業 家族事業

者

内職 その他 不明

全体 662 39.4 47.1 3.5 4.4 1.2 0.2 2.7 1.5

大変苦しい 144 29.2 56.9 3.5 2.1 1.4 0.0 4.9 2.1

苦しい 173 37.0 48.6 5.2 3.5 0.6 0.0 2.9 2.3

やや苦しい 215 40.0 47.9 3.7 3.7 1.9 0.5 1.4 0.9

ふつう 103 52.4 35.9 1.0 6.8 1.0 0.0 1.9 1.0

ややゆとりがある 15 60.0 20.0 0.0 13.3 0.0 0.0 6.7 0.0

ゆとりがある 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

現在の暮

らしにつ

いて
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(４) 職種 （ＳＡ） 

N=662、(1)で「就労している」と回答した人のみ 

「医療・福祉関係」が 25.2%で最も多く、次いで「卸売・小売業」が 11.8%、「宿泊・飲食

サービス」が 9.2%となっている。 
年齢別でみると、30 歳以上で「医療・福祉関係」が多くなる一方で、20 歳代以下では「生

活関連サービス業、娯楽業」「卸売・小売店」「宿泊・飲食サービス」などのサービス業が多く

なってくる。市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、その他離島で「公

務・教職員」が多くなっている。 
 

3.3 4.2 2.4 3.6 8.6 6.2 25.2 7.6 12.21.2

1.2

1.4

11.8 9.2 1.8

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

農業・漁業・林業

建設業

製造業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

金融・保険・不動産業

宿泊・飲食サービス

生活関連サービス業、娯楽業

専門・技術サービス業

医療・福祉関係

公務・教職員

その他

不明  
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N 農業・漁

業・林業

建設業 製造業 電気・ガ

ス・水道

業

情報通信

業

運輸・郵

便業

卸売・小

売業

金融・保

険・不動

産業

宿泊・飲

食サービ

ス

全体 662 1.2 3.3 4.2 1.2 2.4 1.4 11.8 3.6 9.2

20歳未満 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 25.025.025.025.0 0.0 0.0

25～29歳 35 0.0 5.7 2.9 0.0 0.0 5.7 8.6 0.0 22.922.922.922.9

30～34歳 99 0.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 16.2 4.0 8.1

35～39歳 143 2.1 4.9 4.2 0.7 2.1 2.1 9.1 2.8 10.5

40～44歳 155 0.6 3.2 1.9 3.2 3.2 2.6 14.2 5.8 9.0

45～49歳 124 1.6 3.2 5.6 0.8 0.8 0.0 10.5 3.2 8.1

50～54歳 62 1.6 3.2 3.2 0.0 4.8 0.0 11.3 3.2 4.8

55～59歳 25 4.0 0.0 20.020.020.020.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 12.0

60～64歳 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 416 0.5 4.1 2.2 1.2 2.9 1.9 13.2 4.6 8.4

町村部 230 2.6 2.2 7.4 1.3 1.7 0.0 10.0 2.2 10.0

本島南部 193 1.0 1.0 5.2 1.0 4.7 2.1 13.5 5.2 9.3

本島中部 248 0.0 4.0 3.2 1.2 2.0 1.6 11.3 4.0 7.7

本島北部 113 3.5 4.4 6.2 1.8 1.8 0.0 8.0 1.8 14.2

先島地域 82 2.4 4.9 1.2 1.2 0.0 1.2 14.6 2.4 7.3

その他離島 23 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 8.7

N 生活関連

サービス

業、娯楽

業

専門・技

術サービ

ス業

医療・福

祉関係

公務・教

職員

その他 不明

全体 662 8.6 6.2 25.2 7.6 12.2 1.8

20歳未満 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 8 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0.0

25～29歳 35 5.7 8.6 20.0 5.7 11.4 2.9

30～34歳 99 7.1 8.1 26.326.326.326.3 10.1 12.1 0.0

35～39歳 143 5.6 9.8 23.123.123.123.1 11.2 11.2 0.7

40～44歳 155 8.4 2.6 28.428.428.428.4 7.1 7.1 2.6

45～49歳 124 4.8 5.6 30.630.630.630.6 4.8 16.1 4.0

50～54歳 62 21.0 3.2 22.622.622.622.6 4.8 14.5 1.6

55～59歳 25 12.0 4.0 8.0 4.0 28.0 0.0

60～64歳 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 3 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 0.0 0.0 0.0

市部 416 9.4 6.7 25.725.725.725.7 6.5 10.3 2.4

町村部 230 7.0 5.2 25.225.225.225.2 9.6 15.2 0.4

本島南部 193 7.3 6.2 23.823.823.823.8 4.7 13.5 1.6

本島中部 248 12.1 6.5 26.626.626.626.6 5.6 12.1 2.0

本島北部 113 5.3 6.2 28.328.328.328.3 8.0 10.6 0.0

先島地域 82 6.1 7.3 23.223.223.223.2 14.6 8.5 4.9

その他離島 23 4.3 0.0 17.4 26.126.126.126.1 21.7 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(５) 平均帰宅時間 （ＳＡ） 

N=662、(1)で「就労している」と回答した人のみ 

「午後５～６時台」が 43.7%で最も多く、次いで「午後７～８時台」が 27.0%となっている。 
年齢別でみると、30～54 歳で「交代制のため不規則」が多くなっている。市・町村別では、

特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、本島中部で「午後５～６時台」が少なく、「午

後７～８時台」が多くなっている。 
 

5.4 3.2 5.6 9.243.7 27.0

0.9 2.1

2.9

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

午後５～

６時台

午後７～

８時台

午後９～

１０時台

午後１１～

１２時台

午前０～

６時台

午前７～

午後２時台

午後３～

４時台

交替制のため

不規則

不明

 
N 午後５～

６時台

午後７～

８時台

午後９～

１０時台

午後１１

～１２時

台

午前０～

６時台

午前７～

午後２時

台

午後３～

４時台

交替制の

ため不規

則

不明

全体 662 43.7 27.0 5.4 0.9 3.2 2.1 5.6 9.2 2.9

20歳未満 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 8 37.537.537.537.5 37.537.537.537.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 35 60.060.060.060.0 22.9 2.9 2.9 5.7 0.0 2.9 0.0 2.9

30～34歳 99 56.656.656.656.6 22.2 3.0 0.0 1.0 1.0 4.0 11.1 1.0

35～39歳 143 42.742.742.742.7 26.6 4.2 0.7 5.6 3.5 7.0 7.0 2.8

40～44歳 155 41.341.341.341.3 31.6 3.9 0.6 3.9 1.9 4.5 9.7 2.6

45～49歳 124 39.539.539.539.5 26.6 8.9 0.8 0.8 2.4 6.5 11.3 3.2

50～54歳 62 30.630.630.630.6 27.4 8.1 3.2 4.8 0.0 6.5 14.5 4.8

55～59歳 25 48.048.048.048.0 24.0 4.0 0.0 0.0 4.0 8.0 8.0 4.0

60～64歳 2 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 3 0.0 0.0 33.333.333.333.3 0.0 0.0 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 0.0 0.0

市部 416 43.043.043.043.0 29.1 6.0 0.5 3.4 1.0 5.5 8.7 2.9

町村部 230 44.344.344.344.3 24.3 4.8 1.3 2.6 4.3 5.7 10.0 2.6

本島南部 193 43.543.543.543.5 26.9 5.2 0.5 4.7 1.0 4.1 11.4 2.6

本島中部 248 39.539.539.539.5 30.6 6.0 0.8 2.8 1.2 7.3 8.9 2.8

本島北部 113 41.641.641.641.6 23.9 5.3 0.9 2.7 4.4 7.1 10.6 3.5

先島地域 82 52.452.452.452.4 26.8 4.9 1.2 1.2 2.4 2.4 4.9 3.7

その他離島 23 60.960.960.960.9 8.7 4.3 4.3 4.3 8.7 4.3 4.3 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(６) 転職または退職意向の有無 （ＳＡ） 

N=662、(1)で「就労している」と回答した人のみ 

「転職するつもりはない」が 57.9%で最も多くなっている。その一方で、「転職したい」が

34.4%、「仕事をやめたい」が 6.3%となっている。 
年齢別でみると、30～34 歳で「転職するつもりはない」が少なくなり、「転職したい」が多

くなっている。市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
問６-５とのクロス集計でみると、「大変苦しい」人は「転職したい」が多くなっており、「や

やゆとりがある」「ふつう」と回答した人は「転職するつもりはない」が多くなっている。問

５-４とのクロス集計でみると、「建設業」「製造業」「電気・ガス・水道業」「専門・技術サービ

ス業」などで「転職するつもりはない」が多くなっている。問５-３とのクロス集計でみると、

「派遣社員」「パート・アルバイト・臨時職」で「転職したい」が多くなっている。 
 
 

34.4 6.3 57.9 1.4

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

転職したい 仕事をやめたい 転職するつもりはない 不明

 
N 転職した

い

仕事をや

めたい

転職する

つもりは

ない

不明

全体 662 34.4 6.3 57.9 1.4

20歳未満 1 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

20～24歳 8 25.0 12.5 62.562.562.562.5 0.0

25～29歳 35 42.9 2.9 54.354.354.354.3 0.0

30～34歳 99 43.4 7.1 48.548.548.548.5 1.0

35～39歳 143 30.1 4.9 63.663.663.663.6 1.4

40～44歳 155 36.1 3.2 60.660.660.660.6 0.0

45～49歳 124 31.5 9.7 57.357.357.357.3 1.6

50～54歳 62 30.6 9.7 54.854.854.854.8 4.8

55～59歳 25 24.0 8.0 64.064.064.064.0 4.0

60～64歳 2 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

65歳以上 3 33.3 0.0 66.766.766.766.7 0.0

市部 416 34.1 6.3 58.958.958.958.9 0.7

町村部 230 33.5 6.5 57.857.857.857.8 2.2

本島南部 193 35.2 9.8 53.953.953.953.9 1.0

本島中部 248 34.7 4.0 60.560.560.560.5 0.8

本島北部 113 37.2 6.2 54.054.054.054.0 2.7

先島地域 82 26.8 3.7 68.368.368.368.3 1.2

その他離島 23 34.8 8.7 52.252.252.252.2 4.3

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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【問６-５、問５-４、問５-３とのクロス集計】 

N 転職した

い

仕事をや

めたい

転職する

つもりは

ない

不明

全体 662 34.4 6.3 57.9 1.4

大変苦しい 144 39.6 7.6 49.3 3.5

苦しい 173 39.9 8.1 51.4 0.6

やや苦しい 215 36.3 4.7 59.1 0.0

ふつう 103 18.4 4.9 75.7 1.0

ややゆとりがある 15 6.7 13.3 73.3 6.7

ゆとりがある 1 0.0 0.0 100.0 0.0

農業・漁業・林業 8 50.0 12.5 37.5 0.0

建設業 22 18.2 0.0 81.8 0.0

製造業 28 25.0 7.1 64.3 3.6

電気・ガス・水道業 8 37.5 0.0 62.5 0.0

情報通信業 16 50.0 6.3 43.8 0.0

運輸・郵便業 9 44.4 11.1 44.4 0.0

卸売・小売業 78 50.0 0.0 48.7 1.3

金融・保険・不動産業 24 29.2 16.7 54.2 0.0

宿泊・飲食サービス 61 36.1 1.6 59.0 3.3

生活関連サービス業、娯楽業 57 31.6 7.0 59.6 1.8

専門・技術サービス業 41 31.7 7.3 61.0 0.0

医療・福祉関係 167 28.7 10.8 59.3 1.2

公務・教職員 50 42.0 4.0 54.0 0.0

その他 81 33.3 4.9 60.5 1.2

正規の職員・従業員 261 27.2 8.4 63.6 0.8

パート・アルバイト・臨時職 312 41.3 4.8 52.2 1.6

派遣社員 23 47.8 13.0 39.1 0.0

自営業 29 10.3 3.4 82.8 3.4

家族事業者 8 25.0 12.5 62.5 0.0

内職 1 0.0 0.0 100.0 0.0

その他 18 44.4 0.0 50.0 5.6

現在の暮

らしにつ

いて

職種

現在の就

労形態

 



 82 

(７) 転職または退職したい理由 （ＭＡ） 

N=270、(6)で「転職したい」「仕事をやめたい」と回答した人のみ 

「収入が少ない」が 61.5%で群を抜いて多くなっている。 
属性別でみると、特徴的な傾向はみられない。 

12.2

61.5

14.1

5.9

5.9

12.6

7.8

13.7

4.1

9.6

10.4

11.1

6.7

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70

仕事がきつい

収入が少ない

身分が不安定・解雇不安

勤務時間が長い

勤務時間が不規則

帰宅時間が遅い

休暇が取りにくい

職場での人間関係

経験や能力が発揮できない

厚生年金など社会保険の不備

子どもの育児・養育のため

自分の健康面での問題

その他

不明

(%)

 
N 仕事が

きつい

収入が

少ない

身分が

不安

定・解

雇不安

勤務時

間が長

い

勤務時

間が不

規則

帰宅時

間が遅

い

休暇が

取りに

くい

職場で

の人間

関係

経験や

能力が

発揮で

きない

厚生年

金など

社会保

険の不

備

子ども

の育

児・養

育のた

め

自分の

健康面

での問

題

その他 不明

全体 270 12.2 61.5 14.1 5.9 5.9 12.6 7.8 13.7 4.1 9.6 10.4 11.1 6.7 0.0

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 3 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 16 6.3 62.562.562.562.5 6.3 0.0 6.3 6.3 6.3 12.5 18.8 18.8 12.5 6.3 12.5 0.0

30～34歳 50 2.0 60.060.060.060.0 20.0 4.0 2.0 12.0 10.0 12.0 0.0 14.0 10.0 6.0 8.0 0.0

35～39歳 50 14.0 66.066.066.066.0 6.0 8.0 8.0 20.0 6.0 14.0 8.0 2.0 12.0 12.0 2.0 0.0

40～44歳 61 14.8 62.362.362.362.3 16.4 6.6 1.6 11.5 8.2 13.1 3.3 9.8 11.5 13.1 6.6 0.0

45～49歳 51 21.6 58.858.858.858.8 15.7 5.9 5.9 15.7 5.9 17.6 3.9 9.8 9.8 9.8 7.8 0.0

50～54歳 25 12.0 44.044.044.044.0 16.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 0.0 16.0 12.0 20.0 4.0 0.0

55～59歳 8 12.5 62.562.562.562.5 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 0.0

60～64歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 1 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 168 10.7 58.358.358.358.3 14.3 8.9 4.8 14.9 10.7 13.7 3.0 8.9 10.7 11.9 7.1 0.0

町村部 92 14.1 66.366.366.366.3 15.2 0.0 8.7 9.8 2.2 13.0 6.5 12.0 9.8 9.8 5.4 0.0

本島南部 87 12.6 58.658.658.658.6 10.3 4.6 2.3 13.8 11.5 12.6 2.3 11.5 12.6 13.8 9.2 0.0

本島中部 96 13.5 62.562.562.562.5 13.5 8.3 6.3 17.7 5.2 13.5 2.1 6.3 8.3 10.4 8.3 0.0

本島北部 49 14.3 59.259.259.259.2 16.3 4.1 10.2 8.2 4.1 16.3 6.1 14.3 4.1 12.2 4.1 0.0

先島地域 25 8.0 72.072.072.072.0 24.0 8.0 8.0 4.0 16.0 8.0 16.0 12.0 4.0 4.0 0.0 0.0

その他離島 10 0.0 50.0 20.0 0.0 10.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 60.060.060.060.0 0.0 0.0 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(８) 現在就労していない理由 （ＭＡ） 

N=91、(1)で「就労していない」と回答した人のみ 

「自分が病気・障害のため」が 40.7%で群を抜いて多くなっている。 
年齢別でみると、30 歳以上で「自分が病気・障害のため」が多いのに対し、20 歳代以下で

「子どもがまだ小さいため」「年齢的に条件の合う仕事たないため」「時間について条件の合う

仕事がないため」「資格・技術を勉強中のため」が多くなっている。市・町村別でみると町村

部が、地域別でみると本島北部で、「時間について条件の合う仕事がないため」が多くなって

いる。 

40.7

8.8

5.5

7.7

12.1

6.6

24.2

19.8

3.3

14.3

1.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

自分が病気・障がいのため

子どもがまだ小さいため

子どもが保育園に入れないため

子どもが病気・障がいのため

資格・技術を勉強中のため

収入面で条件の合う仕事がないため

時間について条件の合う仕事がないため

年齢的に条件の合う仕事がないため

働く必要がないため

その他

不明

(%)

 
 

N 自分が病

気・障が

いのため

子どもが

まだ小さ

いため

子どもが

保育園に

入れない

ため

子どもが

病気・障

がいのた

め

資格・技

術を勉強

中のため

収入面で

条件の合

う仕事が

ないため

時間につ

いて条件

の合う仕

事がない

ため

年齢的に

条件の合

う仕事が

ないため

働く必要

がないた

め

その他 不明

全体 91 40.7 8.8 5.5 7.7 12.1 6.6 24.2 19.8 3.3 14.3 1.1

20歳未満 1 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 4 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 75.075.075.075.0 25.0 0.0 25.0 0.0

25～29歳 4 25.0 25.0 25.0 0.0 50.050.050.050.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 10 40.040.040.040.0 20.0 10.0 0.0 20.0 10.0 30.0 0.0 0.0 20.0 0.0

35～39歳 17 47.147.147.147.1 11.8 5.9 11.8 11.8 0.0 23.5 0.0 0.0 5.9 0.0

40～44歳 20 35.035.035.035.0 5.0 5.0 5.0 10.0 5.0 20.0 20.0 0.0 30.0 5.0

45～49歳 11 45.545.545.545.5 0.0 0.0 18.2 18.2 18.2 27.3 27.3 0.0 0.0 0.0

50～54歳 10 50.050.050.050.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 30.0 50.050.050.050.0 0.0 20.0 0.0

55～59歳 8 62.562.562.562.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 25.0 12.5 12.5 0.0

60～64歳 2 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.766.766.766.7 0.0 0.0

市部 61 42.642.642.642.6 11.5 8.2 6.6 9.8 4.9 21.3 26.2 3.3 13.1 1.6

町村部 27 29.6 0.0 0.0 11.1 18.5 11.1 33.333.333.333.3 7.4 3.7 18.5 0.0

本島南部 26 46.246.246.246.2 7.7 0.0 7.7 15.4 3.8 23.1 15.4 7.7 11.5 0.0

本島中部 36 33.333.333.333.3 11.1 5.6 2.8 11.1 8.3 22.2 30.6 0.0 19.4 2.8

本島北部 17 35.3 5.9 5.9 5.9 17.6 11.8 41.241.241.241.2 5.9 5.9 11.8 0.0

先島地域 9 66.766.766.766.7 11.1 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 11.1 0.0

その他離島 2 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(９) 今後の就労希望の有無 （ＳＡ） 

N=91、(1)で「就労していない」と回答した人のみ 

「今すぐに仕事をしたいと思う」が 46.2%、「今は働けないが、そのうち仕事をしたい」が

39.6%で、８割以上が仕事をしたいと考えている。 
年齢別でみると、20 歳代以下で「今は働けないが、そのうち仕事をしたい」が多くなってい

る。市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、その他離島や先島地域で

「今は働けないが、そのうち仕事をしたい」が多くなっている。 
問６-５とのクロス集計でみると、「大変苦しい」人が「今すぐに仕事をしたいと思う」傾向

がみられる。 
 

39.6 2.2 4.446.2 5.5 2.2

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

今すぐに仕事をしたいと思う

今は働けないが、そのうち仕事をしたい　

仕事をしたいとは思わない

仕事をすることができない

わからない

不明  
N 今すぐに

仕事をし

たいと思

う

今は働け

ないが、

そのうち

仕事をし

たい

仕事をし

たいとは

思わない

仕事をす

ることが

できない

わからな

い

不明

全体 91 46.2 39.6 2.2 5.5 4.4 2.2

20歳未満 1 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 4 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 4 25.0 75.075.075.075.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 10 80.080.080.080.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0

35～39歳 17 29.4 58.858.858.858.8 0.0 5.9 0.0 5.9

40～44歳 20 50.050.050.050.0 40.0 0.0 5.0 5.0 0.0

45～49歳 11 63.663.663.663.6 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0

50～54歳 10 50.050.050.050.0 40.0 0.0 10.0 0.0 0.0

55～59歳 8 37.537.537.537.5 25.0 0.0 12.5 25.0 0.0

60～64歳 2 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 50.0

65歳以上 3 33.3 0.0 66.766.766.766.7 0.0 0.0 0.0

市部 61 47.547.547.547.5 39.3 1.6 8.2 3.3 0.0

町村部 27 40.740.740.740.7 40.740.740.740.7 3.7 0.0 7.4 7.4

本島南部 26 53.853.853.853.8 19.2 3.8 19.2 3.8 0.0

本島中部 36 47.247.247.247.2 47.247.247.247.2 0.0 0.0 2.8 2.8

本島北部 17 47.147.147.147.1 35.3 5.9 0.0 5.9 5.9

先島地域 9 33.3 55.655.655.655.6 0.0 0.0 11.1 0.0

その他離島 2 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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【問６-５とのクロス集計】 

N 今すぐに

仕事をし

たいと思

う

今は働け

ないが、

そのうち

仕事をし

たい

仕事をし

たいとは

思わない

仕事をす

ることが

できない

わからな

い

不明

全体 91 46.2 39.6 2.2 5.5 4.4 2.2

大変苦しい 26 61.5 26.9 0.0 3.8 7.7 0.0

苦しい 27 51.9 37.0 0.0 3.7 3.7 3.7

やや苦しい 24 37.5 54.2 0.0 8.3 0.0 0.0

ふつう 13 15.4 46.2 15.4 7.7 7.7 7.7

ややゆとりがある 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ゆとりがある 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

現在の暮

らしにつ

いて

 

 
 

求職活動の有無 （ＳＡ）  

N=42、(9)で「今すぐに仕事をしたいと思う」と回答した人のみ 

「仕事を探している」が 92.9%を占めている。 
属性別では、特徴的な傾向はみられない。 
 

 

4.892.9 2.4

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

仕事を探している 仕事を探していない 不明

 
N 仕事を探

している

仕事を探

していな

い

不明

全体 42 92.9 4.8 2.4

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 2 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

25～29歳 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

30～34歳 8 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

35～39歳 5 60.060.060.060.0 20.0 20.0

40～44歳 10 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

45～49歳 7 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

50～54歳 5 80.080.080.080.0 20.0 0.0

55～59歳 3 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

60～64歳 0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

市部 29 96.696.696.696.6 0.0 3.4

町村部 11 90.990.990.990.9 9.1 0.0

本島南部 14 85.785.785.785.7 14.3 0.0

本島中部 17 94.194.194.194.1 0.0 5.9

本島北部 8 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

先島地域 3 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0

その他離島 0 0.0 0.0 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(１０)仕事を探す上で重視すること （ＭＡ） 

N=91、(1)で「就労していない」と回答した人のみ 

「勤務時間」が 37.4%で最も多く、次いで「収入」が 34.1%、「急用等の際に時間の融通が

きく」が 33.0%となっている。 
年齢別でみると、20 歳代以下で「勤務時間」が多くなっている。市・町村別、地域別では、

特徴的な傾向はみられない。 
問２-６とのクロス集計でみると、「子ども以外に同居している人はいない」を選択した人は

「実の親」を選択した人に比べて、「収入」「身分の安定」は多くなる一方、「急用などの際に

時間の融通がきく」「勤務時間」「在宅できる」などが少なくなっている。問６-５とのクロス集

計でみると、「大変苦しい」人は概ね「収入」「身分の安定」が多く、「休暇が取りやすい」「在

宅できる」が少なくなっている。 
 

34.1

9.9

37.4

19.8

7.7

33.0

5.5

11.0

12.1

6.6

3.3

6.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

収入

身分の安定

勤務時間

土日が休み

休暇が取りやすい

急用等の際に時間の融通がきく

経験や能力を生かせる

資格・技術を生かせる

在宅でできる

社会保険・厚生年金など

その他

不明

(%)
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N 収入 身分の

安定

勤務時

間

土日が

休み

休暇が

取りや

すい

急用等

の際に

時間の

融通が

きく

経験や

能力を

生かせ

る

資格・

技術を

生かせ

る

在宅で

できる

社会保

険・厚

生年金

など

その他 不明

全体 91 34.1 9.9 37.4 19.8 7.7 33.0 5.5 11.0 12.1 6.6 3.3 6.6

20歳未満 1 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 4 50.0 0.0 75.075.075.075.0 75.075.075.075.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 4 25.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

30～34歳 10 40.040.040.040.0 10.0 20.0 30.0 10.0 30.0 10.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0

35～39歳 17 35.335.335.335.3 11.8 35.335.335.335.3 17.6 11.8 17.6 5.9 11.8 17.6 11.8 5.9 5.9

40～44歳 20 30.0 10.0 45.045.045.045.0 20.0 5.0 40.0 10.0 20.0 0.0 5.0 5.0 5.0

45～49歳 11 45.545.545.545.5 9.1 36.4 9.1 0.0 45.545.545.545.5 9.1 9.1 9.1 9.1 0.0 0.0

50～54歳 10 40.040.040.040.0 30.0 20.0 10.0 10.0 40.040.040.040.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0

55～59歳 8 37.5 0.0 37.5 0.0 12.5 25.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 12.5

60～64歳 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

65歳以上 3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 0.0 0.0 33.333.333.333.3 0.0 0.0 33.3

市部 61 37.7 11.5 45.945.945.945.9 13.1 8.2 34.4 6.6 9.8 14.8 4.9 0.0 3.3

町村部 27 25.9 7.4 22.2 29.629.629.629.6 7.4 29.629.629.629.6 3.7 14.8 7.4 11.1 7.4 14.8

本島南部 26 42.342.342.342.3 11.5 26.9 15.4 7.7 26.9 3.8 23.1 15.4 0.0 3.8 3.8

本島中部 36 36.1 13.9 52.852.852.852.8 8.3 5.6 30.6 2.8 5.6 13.9 11.1 0.0 5.6

本島北部 17 23.5 0.0 29.4 52.952.952.952.9 5.9 35.3 5.9 11.8 5.9 5.9 5.9 11.8

先島地域 9 33.333.333.333.3 11.1 33.333.333.333.3 11.1 22.2 33.3 22.2 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1

その他離島 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
 
【問２-６、問６-５とのクロス集計】 

N 収入 身分の

安定

勤務時

間

土日が

休み

休暇が

取りや

すい

急用等

の際に

時間の

融通が

きく

経験や

能力を

生かせ

る

資格・

技術を

生かせ

る

在宅で

できる

社会保

険・厚

生年金

など

その他 不明

全体 91 34.1 9.9 37.4 19.8 7.7 33.0 5.5 11.0 12.1 6.6 3.3 6.6

子ども以外に同居

している人はいない 53 39.6 13.2 34.0 13.2 7.5 34.0 3.8 11.3 9.4 7.5 3.8 5.7

実の親 22 22.7 4.5 40.9 31.8 9.1 45.5 4.5 4.5 18.2 9.1 4.5 0.0

義理の親 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

兄弟姉妹（義兄弟姉妹） 12 33.3 8.3 66.7 58.3 0.0 16.7 8.3 8.3 8.3 16.7 0.0 0.0

子の配偶者 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他 5 60.0 0.0 40.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0

大変苦しい 26 38.5 15.4 38.5 19.2 7.7 26.9 15.4 19.2 7.7 7.7 3.8 3.8

苦しい 27 37.0 11.1 33.3 29.6 3.7 33.3 3.7 3.7 7.4 3.7 3.7 7.4

やや苦しい 24 29.2 4.2 41.7 16.7 8.3 45.8 0.0 4.2 16.7 12.5 4.2 4.2

ふつう 13 23.1 7.7 38.5 7.7 15.4 23.1 0.0 15.4 23.1 0.0 0.0 15.4

ややゆとりがある 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ゆとりがある 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

子ども以

外の同居

人

現在の暮

らしにつ

いて
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(１１)ひとり親になった前後の仕事や働き方の変化の有無 （ＳＡ） 

N=757 

「引き続き同じ仕事をしている」が 27.5%で最も多く、次いで「無職だったが仕事を始めた」

が 23.9%となっている。 
年齢別でみると、20 歳代以下で「無職だったが、仕事を始めた」が多くなっている。市・町

村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 
 

3.2 23.9 7.0 6.1 4.627.5 4.8 5.5 7.9 5.4 4.1

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

引き続き同じ仕事を続けている

引き続き就労していない

無職だったが、仕事を始めた

仕事をやめて無職になった

パート・臨時から、常勤に変わった

常勤から、パート・臨時に変わった

収入の多い仕事へ転職した

仕事の数を増やした

勤務時間を増やした

その他

不明  
N 引き続き

同じ仕事

を続けて

いる

引き続き

就労して

いない

無職だっ

たが、仕

事を始め

た

仕事をや

めて無職

になった

パート・臨

時から、

常勤に変

わった

常勤か

ら、パー

ト・臨時に

変わった

収入の多

い仕事へ

転職した

仕事の数

を増やし

た

勤務時間

を増やし

た

その他 不明

全体 757 27.5 3.2 23.9 4.8 7.0 5.5 7.9 6.1 5.4 4.6 4.1

20歳未満 2 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 0.0 15.4 38.538.538.538.5 7.7 0.0 15.4 7.7 7.7 7.7 0.0 0.0

25～29歳 39 25.6 0.0 30.830.830.830.8 2.6 5.1 5.1 7.7 0.0 7.7 7.7 7.7

30～34歳 110 32.732.732.732.7 0.0 20.9 3.6 9.1 5.5 7.3 8.2 2.7 7.3 2.7

35～39歳 160 23.1 5.0 26.926.926.926.9 6.9 6.9 3.1 11.3 4.4 7.5 3.1 1.9

40～44歳 175 29.729.729.729.7 1.7 22.3 2.9 6.9 6.9 9.7 7.4 3.4 4.0 5.1

45～49歳 135 25.2 2.2 26.726.726.726.7 1.5 7.4 8.1 5.9 6.7 6.7 4.4 5.2

50～54歳 73 31.531.531.531.5 4.1 16.4 8.2 6.8 2.7 4.1 8.2 6.8 5.5 5.5

55～59歳 33 27.327.327.327.3 6.1 27.327.327.327.3 12.1 6.1 6.1 3.0 0.0 3.0 6.1 3.0

60～64歳 5 40.040.040.040.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 6 33.333.333.333.3 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7

市部 479 28.028.028.028.0 2.7 23.6 5.0 6.9 5.8 7.9 5.2 6.9 5.0 2.9

町村部 259 27.027.027.027.0 3.9 24.3 4.6 7.7 4.6 7.7 8.1 2.3 4.2 5.4

本島南部 220 29.529.529.529.5 2.3 23.2 5.0 7.7 5.5 8.2 3.6 7.7 4.5 2.7

本島中部 285 25.625.625.625.6 4.6 24.6 3.9 5.6 8.1 8.1 6.3 5.3 4.2 3.9

本島北部 130 30.030.030.030.0 2.3 25.4 6.2 7.7 3.1 6.2 5.4 2.3 6.2 5.4

先島地域 92 29.329.329.329.3 1.1 19.6 5.4 8.7 3.3 8.7 12.0 4.3 3.3 4.3

その他離島 26 11.5 7.7 30.830.830.830.8 3.8 7.7 0.0 7.7 7.7 3.8 7.7 11.5

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(１２)仕事や働き方に困難を感じた理由 （ＭＡ） 

N=494、(11)で「無職だったが、仕事を始めた」～「その他」を回答した人のみ 

「子どもの保育・世話」が 46.2%で最も多く、次いで「ひとり親家庭が就職に不利」が 30.8%、

「希望に合う求人がない」が 27.3%となっている。 
年齢別でみると、20～24 歳で「希望に合う求人がない」が多く、50 歳代で「年齢制限が厳

しい」が多くなっている。市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 
 

30.8

27.3

4.3

17.2

22.5

8.9

46.2

7.1

4.0

0 10 20 30 40 50

ひとり親家庭が就職に不利

希望に合う求人がない

相談窓口や情報の入手

年齢制限が厳しい

資格・技術が少ない

職業経験が少ない

子どもの保育・世話

その他

不明

(%)

 
N ひとり親

家庭が就

職に不利

希望に合

う求人が

ない

相談窓口

や情報の

入手

年齢制限

が厳しい

資格・技

術が少な

い

職業経験

が少ない

子どもの

保育・世

話

その他 不明

全体 494 30.8 27.3 4.3 17.2 22.5 8.9 46.2 7.1 4.0

20歳未満 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 11 27.3 63.663.663.663.6 0.0 0.0 45.5 0.0 45.5 0.0 0.0

25～29歳 26 34.6 26.9 0.0 0.0 15.4 11.5 53.853.853.853.8 7.7 11.5

30～34歳 71 35.2 38.0 2.8 4.2 29.6 9.9 40.840.840.840.8 7.0 2.8

35～39歳 112 33.9 27.7 4.5 4.5 25.9 10.7 51.851.851.851.8 4.5 1.8

40～44歳 111 34.2 25.2 5.4 25.2 15.3 6.3 51.451.451.451.4 6.3 3.6

45～49歳 91 27.5 25.3 7.7 25.3 20.9 5.5 50.550.550.550.5 9.9 2.2

50～54歳 43 23.3 18.6 0.0 37.237.237.237.2 25.6 14.0 30.2 4.7 9.3

55～59歳 21 14.3 14.3 4.8 38.138.138.138.1 19.0 14.3 23.8 14.3 9.5

60～64歳 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0

65歳以上 2 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0

市部 318 31.4 27.4 4.4 17.6 23.0 8.8 45.645.645.645.6 7.5 4.1

町村部 165 29.7 27.9 4.2 16.4 21.8 8.5 47.347.347.347.3 6.1 3.6

本島南部 144 31.3 28.5 3.5 16.7 25.7 6.9 45.845.845.845.8 6.9 3.5

本島中部 188 30.3 24.5 4.3 19.1 22.3 11.7 44.144.144.144.1 6.9 4.3

本島北部 81 35.8 28.4 3.7 14.8 16.0 9.9 54.354.354.354.3 3.7 3.7

先島地域 60 23.3 31.7 6.7 16.7 23.3 5.0 40.040.040.040.0 11.7 6.7

その他離島 18 33.3 27.8 5.6 11.1 27.8 0.0 55.655.655.655.6 11.1 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(１３)現在取得している資格等、その中で仕事に役立ったもの、今後取得したいと考えているもの （ＭＡ） 

N=757 

「取得している」でみると、「エステティシャン・美容関係の資格」が 27.3%で最も多く、

次いで「普通自動車第二種免許」が 25.9%、「パソコンの資格」が 22.3%であった。 
「取得したい」でみると、「パソコンの資格」が 24.8%で最も多く、次いで「看護師・准看

護師の資格」が 19.9%、「医療事務の資格」が 18.8%であった。 
「取得した」と回答した人のうち「役立った」と回答した人の割合でみると、「土木・建築・

電気・水道等技師の資格」が 66.7%で最も多く、次いで「看護師・准看護師の資格」が 57.0%、

「パソコンの資格」が 56.8%であった。 
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取得している取得している取得している取得している 取得したい取得したい取得したい取得したい 不明不明不明不明

1　教員・保育士などの資格 51.2%

2　看護師・准看護師の資格 57.0%

3　理容師・美容師の資格 50.0%

4　エステティシャン・美容関係の資格 50.2%

5　医療事務の資格 31.3%

6　医師・薬剤師の資格 48.2%

7　理学療法士・作業療法士の資格 1.4%

8　土木・建築・電気・水道等技師の資格 66.7%

9　簿記の資格 34.7%

10　パソコンの資格 56.8%

11　外国語検定の資格 43.6%

12　介護福祉士、ホームヘルパーの資格 54.1%

13　調理師・栄養士の資格 50.0%

14　普通自動車第二種免許 51.5%

15　大型自動車免許（一種・二種） 46.2%

16　その他の資格 48.2%

「取得した」と回答した人

のうち「役立った」と

回答した人の割合

11.4 14.0 76.1

18.8 19.9 65.4

7.9 18.0 74.8

27.3 12.0 64.2

8.5 73.4

7.4 5.5 87.6

9.8 85.5

22.1 10.2 68.6

22.3 24.8 53.8

5.2 87.5

12.9 12.5 75.3

5.3 78.1

25.9 70.4

7.4

18.8

4.8

98.2

1.10.8

8.1

17.0

3.7

95.1

1.7 3.2

89.6

3.3
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(１４)仕事に関する支援で特に望むもの （ＭＡ） 

N=757 

「技術・資格取得の支援」が 41.7%で最も多く、次いで「訓練受講の際の経済的援助」が 33.9%、

「仕事の紹介」が 20.3%となっている。 
年齢別でみると、20～39 歳で「保育所や学童保育の整備」が多くなっている。市・町村別、

地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 

20.3

41.7

11.4

33.9

8.9

1.5

15.1

13.7

11.8

2.6

9.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

仕事の紹介

技術・資格取得の支援

職業訓練の機会の充実

訓練受講の際の経済的援助

仕事に関する相談窓口の充実

ホームヘルパー等の派遣

保育所や学童保育の整備

延長保育や休日保育の充実

病児保育の充実

その他

不明

(%)

 
N 仕事の紹

介

技術・資

格取得の

支援

職業訓練

の機会の

充実

訓練受講

の際の経

済的援助

仕事に関

する相談

窓口の充

実

ホームヘ

ルパー等

の派遣

保育所や

学童保育

の整備

延長保育

や休日保

育の充実

病児保育

の充実

その他 不明

全体 757 20.3 41.7 11.4 33.9 8.9 1.5 15.1 13.7 11.8 2.6 9.4

20歳未満 2 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

20～24歳 13 15.4 46.246.246.246.2 7.7 15.4 7.7 0.0 46.246.246.246.2 23.1 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 5.1 38.538.538.538.5 10.3 17.9 12.8 0.0 23.1 25.6 28.2 2.6 5.1

30～34歳 110 10.0 49.149.149.149.1 16.4 35.5 1.8 0.9 23.6 21.8 17.3 0.9 2.7

35～39歳 160 21.3 43.143.143.143.1 8.8 34.4 5.6 0.6 21.9 16.3 10.0 0.6 8.1

40～44歳 175 20.6 42.942.942.942.9 10.3 35.4 7.4 2.9 14.3 10.9 12.0 4.6 10.9

45～49歳 135 25.9 39.3 13.3 41.541.541.541.5 12.6 1.5 6.7 9.6 10.4 4.4 6.7

50～54歳 73 20.5 42.542.542.542.5 8.2 37.0 12.3 2.7 4.1 8.2 9.6 1.4 16.4

55～59歳 33 33.333.333.333.3 27.3 18.2 18.2 24.2 0.0 3.0 9.1 0.0 6.1 18.2

60～64歳 5 0.0 0.0 0.0 20.020.020.020.0 20.020.020.020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0

65歳以上 6 50.050.050.050.0 16.7 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

市部 479 18.4 42.442.442.442.4 12.3 34.9 10.4 1.0 13.8 13.2 12.5 2.7 9.8

町村部 259 23.6 40.940.940.940.9 10.0 32.8 5.8 2.3 16.6 15.1 11.2 2.7 7.7

本島南部 220 19.5 43.243.243.243.2 12.7 27.3 11.8 1.4 16.4 14.1 10.9 2.3 9.5

本島中部 285 23.9 42.542.542.542.5 10.2 41.1 8.8 1.1 13.0 12.6 11.9 2.5 7.7

本島北部 130 21.5 40.840.840.840.8 13.1 31.5 5.4 3.8 14.6 14.6 13.8 5.4 6.9

先島地域 92 10.9 37.037.037.037.0 10.9 29.3 7.6 0.0 18.5 15.2 10.9 1.1 15.2

その他離島 26 11.5 42.342.342.342.3 7.7 38.5 3.8 0.0 19.2 15.4 11.5 0.0 19.2

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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７. 生活と住まいについて 

(１) 世帯の主な収入 （ＭＡ） 

N=757 

「あなたの勤労収入」が 79.0%、「児童扶養手当等」が 58.5%で、群を抜いて多くなってい

る。 
年齢別でみると、20 歳代以下では特に「児童扶養手当等」が多く、60 歳以上で「年金収入」

が多くなっている。市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 

79.0

4.0

9.1

0.9

58.5

5.2

4.2

2.6

1.3

1.7

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

あなたの勤労収入

家族の勤労収入

あなたと家族の勤労収入

財産収入・不動産収入

児童扶養手当等

年金収入

生活保護費

養育費

別居の親族からの援助・仕送り等

その他

不明

(%)

 
N あなたの

勤労収入

家族の勤

労収入

あなたと

家族の勤

労収入

財産収

入・不動

産収入

児童扶養

手当等

年金収入 生活保護

費

養育費 別居の親

族からの

援助・仕

送り等

その他 不明

全体 757 79.0 4.0 9.1 0.9 58.5 5.2 4.2 2.6 1.3 1.7 0.4

20歳未満 2 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 46.2 15.4 46.2 0.0 61.561.561.561.5 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 64.1 7.7 25.6 0.0 71.871.871.871.8 2.6 2.6 2.6 0.0 2.6 0.0

30～34歳 110 87.387.387.387.3 3.6 9.1 0.0 69.1 0.9 0.9 2.7 1.8 0.9 0.0

35～39歳 160 79.479.479.479.4 2.5 8.1 0.0 60.6 4.4 4.4 5.0 1.3 0.6 0.0

40～44歳 175 83.483.483.483.4 3.4 4.0 1.1 57.7 6.9 6.3 2.3 1.1 1.7 0.6

45～49歳 135 80.780.780.780.7 3.0 9.6 1.5 60.7 4.4 3.0 2.2 0.0 1.5 0.7

50～54歳 73 76.776.776.776.7 4.1 11.0 1.4 43.8 4.1 5.5 0.0 1.4 4.1 1.4

55～59歳 33 66.766.766.766.7 9.1 6.1 3.0 45.5 3.0 9.1 0.0 9.1 6.1 0.0

60～64歳 5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.060.060.060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 6 50.0 16.7 0.0 16.7 0.0 66.766.766.766.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 479 76.276.276.276.2 4.6 11.1 0.8 57.2 4.4 5.2 2.7 1.3 1.7 0.2

町村部 259 85.385.385.385.3 2.3 5.8 1.2 61.8 6.9 2.3 2.7 0.8 1.5 0.4

本島南部 220 77.777.777.777.7 3.2 10.0 1.4 53.6 3.6 4.5 2.7 2.3 2.3 0.5

本島中部 285 75.875.875.875.8 4.6 11.2 0.4 63.2 4.9 5.3 1.8 1.1 1.4 0.4

本島北部 130 86.286.286.286.2 3.8 4.6 1.5 60.0 7.7 1.5 3.8 0.8 1.5 0.0

先島地域 92 87.087.087.087.0 4.3 6.5 0.0 59.8 3.3 4.3 3.3 1.1 2.2 0.0

その他離島 26 61.561.561.561.5 3.8 11.5 3.8 38.5 15.4 0.0 3.8 0.0 0.0 3.8

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(２) 世帯の年間総収入・自身の年間総収入 

 
自身の年間就労収入をみると、全体の 48.3%が 200 万円未満で、平均収入が 155 万円となっ

ており、苦しい生活事情が想像される。 
年齢別にみると、24 歳以下では 50%以上が「100 万円以上～200 万円未満」となっており、

それ以上の就労収入を得ている世帯はみられなかった。市・町村別、居住地域別では、特徴的

な傾向はみられない。 
 

自身の年間総収入をみると、全体の 44.0%が 200 万円未満で、平均収入が 185 万円となって

おり、やはり苦しい生活事情が読み取れる。 
年齢別、市・町村別、居住地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 
世帯の年間総収入をみると、平均が 259 万円となっている。自身の年間総収入に比べて平均

値が増加しており、家族が収入を補っていることが分かる。 
年齢、市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、本島中部や本島北部

が、本島南部、先島地域、その他離島に比べてやや収入が多くなっている。 
 
問３－３とのクロス集計でみると、「未婚の母（父）」は「離婚」に比べて、全体に数十万円

近く少なくなっている。 
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自身の年間就労収入 N=757 

5.3

9.2

21.5

12.3

8.2

1.8

4.2

1.5

0.5

35.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0万円以上～50万円未満

50万円以上～100万円未満

100万円以上～150万円未満

150万円以上～200万円未満

200万円以上～250万円未満

250万円以上～300万円未満

300万円以上～400万円未満

400万円以上～500万円未満

500万円以上～

不明

(%)

平均：155万円

 
自身の年間総収入 N=757 

3.7

6.5

16.6

17.2

14.8

5.5

5.5

1.5

1.2

27.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0万円以上～50万円未満

50万円以上～100万円未満

100万円以上～150万円未満

150万円以上～200万円未満

200万円以上～250万円未満

250万円以上～300万円未満

300万円以上～400万円未満

400万円以上～500万円未満

500万円以上～

不明

(%)

平均：185万円

 
世帯の年間総収入 N=757 

1.2

2.2

7.1

9.6

9.0

4.9

6.3

3.3

2.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0万円以上～50万円未満

50万円以上～100万円未満

100万円以上～150万円未満

150万円以上～200万円未満

200万円以上～250万円未満

250万円以上～300万円未満

300万円以上～400万円未満

400万円以上～500万円未満

500万円以上～

不明

(%)

平均：259万円

53.5
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自身の年間就労収入 

合計 0万円以

上～50万

円未満

50万円以

上～100

万円未満

100万円

以上～

150万円

未満

150万円

以上～

200万円

未満

200万円

以上～

250万円

未満

250万円

以上～

300万円

未満

300万円

以上～

400万円

未満

400万円

以上～

500万円

未満

500万円

以上～

不明

全体 757 5.3 9.2 21.5 12.3 8.2 1.8 4.2 1.5 0.5 35.4

20歳未満 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

20～24歳 13 7.7 0.0 38.538.538.538.5 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5

25～29歳 39 7.7 10.3 25.625.625.625.6 12.8 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 38.5

30～34歳 110 2.7 16.4 25.525.525.525.5 11.8 8.2 2.7 1.8 2.7 0.0 28.2

35～39歳 160 8.1 9.4 22.522.522.522.5 12.5 8.8 1.3 5.6 0.6 0.0 31.3

40～44歳 175 6.3 6.9 18.318.318.318.3 13.7 8.0 2.9 6.3 2.9 0.6 34.3

45～49歳 135 3.7 9.6 21.521.521.521.5 9.6 9.6 0.7 2.2 0.7 1.5 40.7

50～54歳 73 4.1 5.5 17.817.817.817.8 11.0 9.6 2.7 8.2 1.4 0.0 39.7

55～59歳 33 3.0 3.0 27.327.327.327.3 18.2 6.1 0.0 0.0 0.0 3.0 39.4

60～64歳 5 0.0 0.0 0.0 20.020.020.020.0 0.0 0.0 20.020.020.020.0 0.0 0.0 60.0

65歳以上 6 0.0 33.333.333.333.3 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

市部 479 4.6 9.4 21.121.121.121.1 12.7 9.0 2.1 4.8 1.7 0.8 33.8

町村部 259 6.2 8.9 23.223.223.223.2 11.6 6.9 1.5 3.1 1.2 0.0 37.5

本島南部 220 4.5 8.6 25.025.025.025.0 10.9 9.5 1.8 3.6 0.9 0.9 34.1

本島中部 285 4.6 10.5 20.420.420.420.4 13.7 9.1 1.4 4.9 1.8 0.4 33.3

本島北部 130 7.7 10.0 17.717.717.717.7 10.0 7.7 3.1 3.8 1.5 0.0 38.5

先島地域 92 5.4 5.4 25.025.025.025.0 13.0 4.3 2.2 5.4 1.1 1.1 37.0

その他離島 26 7.7 7.7 15.415.415.415.4 15.4 3.8 0.0 0.0 3.8 0.0 46.2

居住地域

現在の

年齢

お住まい

の市町村

 
自身の年間総収入 

合計 0万円以

上～50万

円未満

50万円以

上～100

万円未満

100万円

以上～

150万円

未満

150万円

以上～

200万円

未満

200万円

以上～

250万円

未満

250万円

以上～

300万円

未満

300万円

以上～

400万円

未満

400万円

以上～

500万円

未満

500万円

以上～

不明

全体 757 3.7 6.5 16.6 17.2 14.8 5.5 5.5 1.5 1.2 27.5

20歳未満 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

20～24歳 13 7.7 7.7 15.415.415.415.4 15.415.415.415.4 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 46.2

25～29歳 39 2.6 12.8 17.917.917.917.9 17.917.917.917.9 7.7 10.3 0.0 0.0 0.0 30.8

30～34歳 110 2.7 6.4 22.722.722.722.7 18.2 21.8 4.5 3.6 1.8 0.0 18.2

35～39歳 160 5.6 6.3 12.5 18.118.118.118.1 13.8 4.4 8.1 1.3 0.6 29.4

40～44歳 175 4.0 4.6 13.1 19.419.419.419.4 13.1 5.7 8.0 1.7 2.9 27.4

45～49歳 135 2.2 5.9 19.319.319.319.3 13.3 14.8 8.9 3.7 0.7 2.2 28.9

50～54歳 73 2.7 9.6 21.921.921.921.9 9.6 19.2 2.7 6.8 4.1 0.0 23.3

55～59歳 33 6.1 9.1 15.2 24.224.224.224.2 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

60～64歳 5 0.0 0.0 0.0 20.020.020.020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0

65歳以上 6 0.0 0.0 16.7 50.050.050.050.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7

市部 479 3.5 6.7 15.7 17.317.317.317.3 15.9 6.3 5.8 1.9 1.5 25.5

町村部 259 3.1 6.6 19.319.319.319.3 16.2 13.1 4.6 5.0 0.8 0.8 30.5

本島南部 220 3.6 4.1 18.618.618.618.6 15.9 13.2 4.5 6.8 2.3 1.8 29.1

本島中部 285 3.9 7.7 17.217.217.217.2 17.217.217.217.2 14.7 5.6 5.6 1.1 0.7 26.3

本島北部 130 4.6 9.2 13.1 12.3 14.614.614.614.6 6.2 5.4 0.8 2.3 31.5

先島地域 92 1.1 5.4 16.3 26.126.126.126.1 17.4 6.5 3.3 1.1 0.0 22.8

その他離島 26 7.7 3.8 15.4 19.219.219.219.2 19.219.219.219.2 7.7 3.8 3.8 0.0 19.2

居住地域

現在の

年齢

お住まい

の市町村

 
世帯の年間総収入 

N 0万円以

上～50万

円未満

50万円以

上～100

万円未満

100万円

以上～

150万円

未満

150万円

以上～

200万円

未満

200万円

以上～

250万円

未満

250万円

以上～

300万円

未満

300万円

以上～

400万円

未満

400万円

以上～

500万円

未満

500万円

以上～

不明

全体 757 1.2 2.2 7.1 9.6 9.0 4.9 6.3 3.3 2.8 53.5

20歳未満 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

20～24歳 13 0.0 7.7 7.7 15.415.415.415.4 7.7 7.7 0.0 7.7 0.0 46.2

25～29歳 39 2.6 5.1 10.310.310.310.3 5.1 10.310.310.310.3 5.1 10.310.310.310.3 2.6 2.6 46.2

30～34歳 110 0.0 1.8 11.8 10.9 13.613.613.613.6 5.5 5.5 4.5 6.4 40.0

35～39歳 160 1.9 3.1 3.8 8.88.88.88.8 5.0 4.4 8.1 4.4 2.5 58.1

40～44歳 175 1.7 1.7 6.9 10.910.910.910.9 7.4 4.6 6.3 3.4 2.3 54.9

45～49歳 135 0.7 2.2 5.2 10.410.410.410.4 9.6 5.9 5.2 2.2 2.2 56.3

50～54歳 73 0.0 0.0 9.6 9.6 13.713.713.713.7 5.5 5.5 1.4 2.7 52.1

55～59歳 33 3.0 3.0 9.1 6.1 12.112.112.112.1 3.0 3.0 3.0 0.0 57.6

60～64歳 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

65歳以上 6 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 33.333.333.333.3 0.0 0.0 50.0

市部 479 1.7 2.3 5.8 10.610.610.610.6 10.4 5.8 7.1 4.0 2.7 49.5

町村部 259 0.4 2.3 9.79.79.79.7 8.5 6.9 3.1 4.6 2.3 2.7 59.5

本島南部 220 1.8 2.3 7.7 13.213.213.213.2 9.1 4.1 9.1 4.1 4.5 44.1

本島中部 285 1.4 2.5 6.7 7.4 9.89.89.89.8 5.3 6.0 4.2 2.1 54.7

本島北部 130 0.8 3.1 8.58.58.58.5 4.6 8.58.58.58.5 5.4 3.8 1.5 3.8 60.0

先島地域 92 0.0 1.1 4.3 16.316.316.316.3 9.8 5.4 5.4 1.1 0.0 56.5

その他離島 26 0.0 0.0 11.511.511.511.5 7.7 0.0 3.8 3.8 3.8 0.0 69.2

居住地域

現在の

年齢

お住まい

の市町村
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【問３－３とのクロス集計】 

N 平均（万円） N 平均（万円） N 平均（万円）

全体 489 154.8 549 184.8 352 259.1

離婚 390 159.9 433 190.9 278 269.2

未婚の母（父） 60 141.3 68 167.1 44 221.5

病死・事故死 16 117.1 26 164.9 17 219.8

自死（自殺） 2 45.0 2 68.0 1 350.0

行方不明・失踪など 0 - 0 - 0 -

遺棄 1 120.0 1 152.0 0 -

相手の心身障害 2 235.0 2 314.0 1 240.0

相手からの暴力 11 118.0 10 141.8 8 215.8

その他 3 70.7 3 86.0 2 170.0

自身の年間就労収入 世帯の年間総収入　自身の年間総収入　

ひとり親

世帯に

なった理

由
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(３) 加入している健康保険の種類 （ＳＡ） 

N=757 

「被用者保険に加入している」が 52.4%で最も多く、次いで「国民健康保険に加入している」

が 36.5%となっている。 
年齢別でみると、20～24 歳と 55 歳以上で「国民健康保険に加入している」が多くなってい

る。市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 

36.5 2.952.4

4.2

0.3

3.7

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

被用者保険（協会けんぽ、組合健保、共済組合等）に加入している

国民健康保険に加入している

国民健康保険料の減免を受けている

医療扶助（生活保護）

加入していない

不明  
N 被用者保

険に加入

している

国民健康

保険に加

入してい

る

国民健康

保険料の

減免を受

けている

医療扶助

（生活保

護）

加入して

いない

不明

全体 757 52.4 36.5 2.9 4.2 0.3 3.7

20歳未満 2 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

20～24歳 13 38.5 61.561.561.561.5 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 51.351.351.351.3 43.6 0.0 0.0 0.0 5.1

30～34歳 110 52.752.752.752.7 40.9 3.6 0.9 0.0 1.8

35～39歳 160 50.050.050.050.0 40.0 2.5 4.4 0.6 2.5

40～44歳 175 56.056.056.056.0 28.6 4.6 6.3 0.6 4.0

45～49歳 135 54.154.154.154.1 34.8 3.0 3.0 0.0 5.2

50～54歳 73 58.958.958.958.9 28.8 2.7 6.8 0.0 2.7

55～59歳 33 39.4 48.548.548.548.5 0.0 9.1 0.0 3.0

60～64歳 5 40.040.040.040.0 40.040.040.040.0 0.0 0.0 0.0 20.0

65歳以上 6 16.7 66.766.766.766.7 0.0 0.0 0.0 16.7

市部 479 53.053.053.053.0 34.4 3.3 5.0 0.4 3.8

町村部 259 52.152.152.152.1 40.2 2.3 2.7 0.0 2.7

本島南部 220 50.050.050.050.0 37.7 4.5 4.5 0.0 3.2

本島中部 285 51.651.651.651.6 35.4 2.1 5.3 0.4 5.3

本島北部 130 47.747.747.747.7 46.2 3.1 0.8 0.8 1.5

先島地域 92 65.265.265.265.2 26.1 1.1 5.4 0.0 2.2

その他離島 26 65.465.465.465.4 23.1 3.8 0.0 0.0 7.7

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(４) 加入している公的年金の種類 （ＳＡ） 

N=757 

「被用者年金に加入している」が 51.3%で最も多く、次いで「国民年金の減免を受けている」

が 29.2%となっている。 
年齢別でみると、20～24 歳で「国民年金の減免を受けている」が多くなっている。市・町

村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 

 

10.4 29.251.3

1.5

3.3

4.4

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

被用者年金（厚生年金、共済組合等）に加入している

国民年金に加入している

国民年金の減免を受けている

その他

加入していない

不明  
N 被用者年

金に加入

している

国民年金

に加入し

ている

国民年金

の減免を

受けてい

る

その他 加入して

いない

不明

全体 757 51.3 10.4 29.2 1.5 3.3 4.4

20歳未満 2 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

20～24歳 13 30.8 7.7 38.538.538.538.5 7.7 7.7 7.7

25～29歳 39 48.748.748.748.7 5.1 35.9 0.0 0.0 10.3

30～34歳 110 49.149.149.149.1 13.6 31.8 0.9 2.7 1.8

35～39歳 160 50.050.050.050.0 11.3 30.6 1.3 5.0 1.9

40～44歳 175 56.656.656.656.6 7.4 28.6 1.1 1.7 4.6

45～49歳 135 54.154.154.154.1 11.1 28.1 0.7 1.5 4.4

50～54歳 73 58.958.958.958.9 8.2 23.3 2.7 2.7 4.1

55～59歳 33 30.330.330.330.3 21.2 27.3 3.0 12.1 6.1

60～64歳 5 40.040.040.040.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0

65歳以上 6 0.0 16.7 0.0 16.7 33.333.333.333.3 33.3

市部 479 52.252.252.252.2 9.6 27.8 1.5 4.0 5.0

町村部 259 50.650.650.650.6 12.0 31.3 1.5 1.9 2.7

本島南部 220 47.747.747.747.7 10.9 30.5 2.3 3.2 5.5

本島中部 285 52.652.652.652.6 10.5 26.3 0.7 4.2 5.6

本島北部 130 47.747.747.747.7 9.2 36.9 2.3 1.5 2.3

先島地域 92 58.758.758.758.7 9.8 23.9 1.1 4.3 2.2

その他離島 26 61.561.561.561.5 15.4 23.1 0.0 0.0 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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(５) 現在の暮らしについて （ＳＡ） 

N=757 

「大変苦しい」「苦しい」「やや苦しい」の合計で、全体の 80.9%を占めている。「ゆとりが

ある」「ややゆとりがある」の合計は全体の 2.1%に留まっている。 
経年変化でみると、平成 20 年度に比べて「大変苦しい」「苦しい」「やや苦しい」の合計が

3.2 ポイント減少している。 
年齢別でみると、20～24 歳で「大変苦しい」が多くなっており、60 歳以上で「ふつう」が

多くなり、年齢が上がるにつれて暮らしが向上していることが想像される。市・町村別では、

特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、その他離島で「大変苦しい」が多くなっている。 
問２-２・３とのクロス集計でみると、子どもの人数が増加すると「大変苦しい」「苦しい」

が増加する傾向がみられる。問３-２とのクロス集計では、特徴的な傾向はみられない。問６-
７とのクロス集計でみると、付き合いのある人ほど「ふつう」が多くなっている。 
 

21.1

26.6

33.5

31.7

29.5 12.6

22.6
15.5

1.0

2.0

0.4

0.1

1.9

1.6

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

平成25年度

平成20年度

大変苦しい 苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある ゆとりがある 不明

 
N 大変苦し

い

苦しい やや苦し

い

ふつう ややゆと

りがある

ゆとりが

ある

不明

全体 757 22.6 26.6 31.7 15.5 2.0 0.1 1.6

20歳未満 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 30.830.830.830.8 23.1 23.1 15.4 7.7 0.0 0.0

25～29歳 39 5.1 17.9 66.766.766.766.7 7.7 2.6 0.0 0.0

30～34歳 110 22.7 25.5 34.534.534.534.5 17.3 0.0 0.0 0.0

35～39歳 160 25.0 26.9 29.429.429.429.4 15.6 1.9 0.0 1.3

40～44歳 175 23.4 25.1 34.334.334.334.3 13.7 2.3 0.0 1.1

45～49歳 135 26.7 29.629.629.629.6 21.5 17.0 1.5 0.0 3.7

50～54歳 73 21.9 26.0 31.531.531.531.5 15.1 2.7 1.4 1.4

55～59歳 33 18.2 30.330.330.330.3 30.330.330.330.3 9.1 6.1 0.0 6.1

60～64歳 5 0.0 20.0 20.0 60.060.060.060.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 6 0.0 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

市部 479 23.4 26.9 31.331.331.331.3 14.2 2.3 0.2 1.7

町村部 259 21.6 25.5 32.432.432.432.4 18.1 1.5 0.0 0.8

本島南部 220 28.2 24.5 30.030.030.030.0 13.2 2.3 0.0 1.8

本島中部 285 20.0 27.7 31.931.931.931.9 16.5 1.8 0.4 1.8

本島北部 130 15.4 28.5 32.332.332.332.3 19.2 3.1 0.0 1.5

先島地域 92 23.9 26.1 37.037.037.037.0 12.0 1.1 0.0 0.0

その他離島 26 34.634.634.634.6 19.2 23.1 19.2 0.0 0.0 3.8

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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【問２-２・３、問３-２、問６-７とのクロス集計】 

N 大変苦し

い

苦しい やや苦し

い

ふつう ややゆと

りがある

ゆとりが

ある

不明

全体 757 22.6 26.6 31.7 15.5 2.0 0.1 1.6

0人 65 20.0 23.1 26.2 24.6 3.1 1.5 1.5

1人 383 21.4 25.8 33.9 16.2 1.6 0.0 1.0

2人 179 20.1 30.2 28.5 16.2 2.8 0.0 2.2

3人以上 122 32.8 24.6 32.0 8.2 0.8 0.0 1.6

２年未満 95 30.5 13.7 37.9 14.7 3.2 0.0 0.0

２年以上５年未満 150 22.7 28.0 32.7 14.7 0.7 0.0 1.3

５年以上１０年未満 245 20.4 28.6 33.5 14.3 2.0 0.0 1.2

１０年以上 263 22.1 28.1 27.4 17.5 1.9 0.4 2.7

困ったことなど相談し助

け合える人がいる 153 22.9 20.3 33.3 20.9 2.6 0.0 0.0

世間話をする程度の人は

いる 172 18.6 30.8 31.4 16.3 0.6 0.0 2.3

挨拶をする程度の人はい

る 280 22.5 28.6 31.4 15.4 2.1 0.0 0.0

ほとんどつきあいをして

いない 142 28.2 26.1 31.7 9.9 2.8 0.7 0.7

子ども

（20歳未

満）の人

数

ひとり親

になって

からの期

間

近所付き

合いにつ

いて

 



 102

(６) 現在、特に不安や悩みを感じていること （ＭＡ） 

N=757 

「家計（生活費）」が 75.7%で群を抜いて多く、次いで「子育て・教育」が 40.4%、「仕事」

が 34.2%となっている。「借入金・ローンの返済」も 18.5%みられる。 
年齢別でみると、「家計（生活費）」は 35～44 歳で最も多く、そこから離れるに従って概ね

減少している。市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、「家計（生活

費）」が本島南部で多く、その他離島で少なくなっている。 
問３-２とのクロス集計では、特徴的な傾向はみられない。問６-７とのクロス集計でみると、

近所付き合いの少ない人ほど「住宅」が多くなっている。 
 

                                                      

75.7

15.3

34.2

3.8

40.4

29.6

9.9

1.6

6.3

4.4

0.1

0.9

1.1

18.5

2.5

4.2

3.0

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

家計（生活費）

住宅

仕事

家事

子育て・教育

自分の健康

親族の健康・介護

相談相手

精神的苦痛

孤独感

相手からの暴力

相手の付きまとい

その他相手とのトラブル

借入金・ローンの返済

ひとり親世帯への偏見

その他

特にない

不明

(%)
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N 家計（生

活費）

住宅 仕事 家事 子育て・

教育

自分の健

康

親族の健

康・介護

相談相手 精神的苦

痛

全体 757 75.7 15.3 34.2 3.8 40.4 29.6 9.9 1.6 6.3

20歳未満 2 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 76.976.976.976.9 7.7 38.5 7.7 38.5 30.8 0.0 0.0 7.7

25～29歳 39 66.766.766.766.7 17.9 53.8 5.1 35.9 20.5 2.6 2.6 2.6

30～34歳 110 77.377.377.377.3 10.9 40.0 6.4 51.8 21.8 8.2 2.7 5.5

35～39歳 160 80.680.680.680.6 13.1 29.4 3.1 49.4 22.5 10.0 0.6 6.9

40～44歳 175 79.479.479.479.4 15.4 32.6 2.9 42.9 27.4 10.3 1.1 5.7

45～49歳 135 71.171.171.171.1 16.3 36.3 5.2 32.6 34.1 11.1 3.0 5.2

50～54歳 73 71.271.271.271.2 19.2 27.4 1.4 37.0 38.4 12.3 0.0 11.0

55～59歳 33 75.875.875.875.8 30.3 36.4 3.0 9.1 66.7 15.2 3.0 6.1

60～64歳 5 40.040.040.040.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.040.040.040.0 20.0 0.0 20.0

65歳以上 6 66.766.766.766.7 16.7 16.7 0.0 0.0 50.0 16.7 0.0 16.7

市部 479 76.676.676.676.6 15.7 33.8 4.4 40.3 29.4 11.1 1.5 5.0

町村部 259 73.773.773.773.7 14.3 33.6 3.1 40.5 29.7 7.7 1.9 8.5

本島南部 220 80.080.080.080.0 18.2 29.5 4.1 43.6 26.8 5.5 1.4 5.0

本島中部 285 73.773.773.773.7 16.1 34.0 4.6 36.8 29.1 14.0 0.7 5.3

本島北部 130 74.674.674.674.6 13.1 41.5 3.8 37.7 30.0 11.5 0.8 10.0

先島地域 92 76.176.176.176.1 10.9 32.6 2.2 44.6 35.9 7.6 4.3 5.4

その他離島 26 65.465.465.465.4 7.7 38.5 0.0 50.0 30.8 3.8 7.7 15.4

N 孤独感 相手から

の暴力

相手の付

きまとい

その他相

手とのト

ラブル

借入金・

ローンの

返済

ひとり親

世帯への

偏見

その他 特にない 不明

全体 757 4.4 0.1 0.9 1.1 18.5 2.5 4.2 3.0 1.5

20歳未満 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0

20～24歳 13 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 5.1 0.0 0.0 2.6 17.9 0.0 5.1 0.0 0.0

30～34歳 110 9.1 0.0 2.7 1.8 17.3 6.4 4.5 1.8 0.0

35～39歳 160 5.0 0.6 0.6 0.6 16.3 2.5 3.8 4.4 1.3

40～44歳 175 2.9 0.0 1.1 1.7 18.9 1.7 4.0 1.7 2.3

45～49歳 135 1.5 0.0 0.0 0.0 22.2 2.2 5.2 3.7 3.0

50～54歳 73 4.1 0.0 1.4 1.4 20.5 2.7 2.7 4.1 1.4

55～59歳 33 9.1 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 3.0 0.0 0.0

60～64歳 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.040.040.040.0 0.0

65歳以上 6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 479 3.5 0.0 0.8 1.0 16.9 2.3 4.4 3.1 1.9

町村部 259 6.2 0.4 0.8 1.2 21.2 2.7 4.2 3.1 0.4

本島南部 220 4.5 0.0 0.5 0.5 18.6 3.2 4.5 3.6 1.8

本島中部 285 2.8 0.0 1.4 1.1 18.9 2.1 4.2 3.2 2.1

本島北部 130 5.4 0.8 0.8 2.3 15.4 2.3 3.1 3.1 0.8

先島地域 92 6.5 0.0 1.1 1.1 18.5 3.3 5.4 1.1 0.0

その他離島 26 7.7 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0 3.8 3.8 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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【問３-２、問６-７とのクロス集計】 

N 家計（生

活費）

住宅 仕事 家事 子育て・

教育

自分の

健康

親族の

健康・介

護

相談相

手

精神的

苦痛

全体 757 75.7 15.3 34.2 3.8 40.4 29.6 9.9 1.6 6.3

２年未満 95 76.8 14.7 35.8 4.2 45.3 25.3 3.2 3.2 10.5

２年以上５年未満 150 72.0 19.3 34.0 4.7 48.7 30.0 6.0 2.0 7.3

５年以上１０年未満 245 80.8 13.9 38.0 4.1 41.6 24.5 9.0 1.6 5.7

１０年以上 263 72.6 14.4 30.8 3.0 33.1 35.4 15.6 0.4 4.2

困ったことなど相談し助

け合える人がいる 153 75.8 13.7 34.6 2.6 45.1 30.1 7.8 1.3 6.5

世間話をする程度の人は

いる 172 76.7 14.0 37.8 2.9 37.8 27.3 14.5 2.9 8.1

挨拶をする程度の人はい

る 280 78.2 15.0 36.4 3.9 36.8 30.7 7.5 0.7 3.9

ほとんどつきあいをして

いない 142 73.2 20.4 26.8 6.3 47.2 31.7 12.0 2.1 9.2

N 孤独感 相手から

の暴力

相手の

付きまと

い

その他

相手との

トラブル

借入金・

ローンの

返済

ひとり親

世帯へ

の偏見

その他 特にな

い

不明

全体 757 4.4 0.1 0.9 1.1 18.5 2.5 4.2 3.0 1.5

２年未満 95 4.2 0.0 2.1 3.2 21.1 3.2 0.0 4.2 0.0

２年以上５年未満 150 5.3 0.0 2.0 1.3 17.3 2.7 5.3 2.0 1.3

５年以上１０年未満 245 5.7 0.4 0.4 0.8 19.2 3.3 3.3 2.4 0.8

１０年以上 263 2.7 0.0 0.4 0.4 17.9 1.5 6.1 3.8 2.7

困ったことなど相談し助

け合える人がいる 153 3.9 0.0 0.7 0.7 9.8 2.0 5.2 4.6 0.0

世間話をする程度の人は

いる 172 5.2 0.0 1.7 1.7 19.2 2.3 4.7 1.2 0.0

挨拶をする程度の人はい

る 280 3.9 0.4 0.4 0.7 22.9 3.2 4.6 3.2 0.7

ほとんどつきあいをして

いない 142 4.9 0.0 1.4 1.4 19.0 2.1 2.1 2.8 1.4

近所付き

合いにつ

いて

ひとり親

になって

からの期

間

近所付き

合いにつ

いて

ひとり親

になって

からの期

間
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(７) 近所付き合いについて （ＳＡ） 

N=757 

「挨拶をする程度の人はいる」が 37.0%、「世間話する程度の人はいる」が 22.7%、「困った

こと等を相談し助け合える人がいる」が 20.2%など、何らかの付き合いがある人が 79.9%を占

める一方で、「ほとんどつきあいをしていない」が 18.8%となっている。 
年齢別でみると、24 歳以下で「ほとんどつきあいをしていない」が多くなっている。市・町

村別でみると、町村部の方が市部に比べて「困ったことなど相談し助け合える人がいる」「世

間話をする程度の人はいる」が多くなっている。地域別でみると、本島北部やその他離島で「困

ったことなど相談し助け合える人がいる」が多くなっている。 
問３-２とのクロス集計でみると、特徴的な傾向はみられない。 

22.7 37.020.2 18.8 1.3

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

困ったことなど相談し助け合える人がいる

世間話をする程度の人はいる

挨拶をする程度の人はいる

ほとんどつきあいをしていない

不明  
N 困ったこ

となど相

談し助け

合える人

がいる

世間話を

する程度

の人はい

る

挨拶をす

る程度の

人はいる

ほとんど

つきあい

をしてい

ない

不明

全体 757 20.2 22.7 37.0 18.8 1.3

20歳未満 2 50.050.050.050.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0

20～24歳 13 15.4 15.4 38.538.538.538.5 30.8 0.0

25～29歳 39 15.4 35.935.935.935.9 30.8 17.9 0.0

30～34歳 110 14.5 19.1 50.050.050.050.0 16.4 0.0

35～39歳 160 26.9 21.3 31.931.931.931.9 19.4 0.6

40～44歳 175 24.0 18.9 34.334.334.334.3 20.6 2.3

45～49歳 135 15.6 23.0 40.740.740.740.7 17.8 3.0

50～54歳 73 15.1 27.4 35.635.635.635.6 20.5 1.4

55～59歳 33 18.2 39.439.439.439.4 30.3 12.1 0.0

60～64歳 5 20.0 40.040.040.040.0 0.0 40.040.040.040.0 0.0

65歳以上 6 33.3 16.7 50.050.050.050.0 0.0 0.0

市部 479 16.1 19.2 41.141.141.141.1 22.1 1.5

町村部 259 28.6 28.6 29.729.729.729.7 12.4 0.8

本島南部 220 15.5 16.4 42.742.742.742.7 23.6 1.8

本島中部 285 14.7 21.8 40.440.440.440.4 21.1 2.1

本島北部 130 32.332.332.332.3 29.2 23.8 14.6 0.0

先島地域 92 29.3 23.9 35.935.935.935.9 10.9 0.0

その他離島 26 30.8 50.050.050.050.0 15.4 3.8 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

 
【問３-２とのクロス集計】 

N 困ったこ

となど相

談し助け

合える人

がいる

世間話を

する程度

の人はい

る

挨拶をす

る程度の

人はいる

ほとんど

つきあい

をしてい

ない

不明

全体 757 20.2 22.7 37.0 18.8 1.3

２年未満 95 24.2 21.1 31.6 23.2 0.0

２年以上５年未満 150 22.0 22.0 36.7 17.3 2.0

５年以上１０年未満 245 17.6 26.9 35.5 19.2 0.8

１０年以上 263 20.5 19.8 40.3 17.5 1.9

ひとり親

になって

からの期

間  
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(８) 心配ごとなどの相談相手 （ＭＡ） 

N=757 

「家族・親族」が 71.9%、「友人・知人」が 69.9%で、群を抜いて多くなっている一方で、「相

談する人がいない」が 7.5%みられる。 
年齢別でみると、20 歳代で「家族・親族」が最も多く、年齢が上がるにつれて減少して「友

人・知人」の方が多くなり、60 歳以上で再び「家族・親族」が増加する。市・町村別では、特

徴的な傾向はみられない。地域別では、本島南部、本島北部、その他離島で「家族・親族」が

多い。 
問５-１とのクロス集計でみると、「就労していない」人は「相談する人がいない」「福祉保健

所・福祉事務所」「民生委員・児童委員」が多くなっている。 

71.9

69.9

18.9

2.2

2.8

1.5

0.9

7.5

1.7

3.2

1.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

家族・親族

友人・知人

同じ立場の人

福祉保健所・福祉事務所

市町村役場

民生委員・児童委員

母子寡婦福祉会

相談する人がいない

特に困っていない

その他

不明

(%)

 
N 家族・親

族

友人・知

人

同じ立場

の人

福祉保健

所・福祉

事務所

市町村役

場

民生委

員・児童

委員

母子寡婦

福祉会

相談する

人がいな

い

特に困っ

ていない

その他 不明

全体 757 71.9 69.9 18.9 2.2 2.8 1.5 0.9 7.5 1.7 3.2 1.3

20歳未満 2 50.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 92.392.392.392.3 76.9 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0

25～29歳 39 92.392.392.392.3 76.9 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0

30～34歳 110 82.782.782.782.7 75.5 25.5 1.8 1.8 0.9 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0

35～39歳 160 73.173.173.173.1 67.5 15.0 3.1 4.4 1.9 1.9 8.1 1.3 3.1 0.6

40～44歳 175 74.374.374.374.3 71.4 18.9 1.7 1.7 2.3 1.1 6.3 3.4 3.4 1.7

45～49歳 135 61.5 68.968.968.968.9 21.5 3.0 1.5 0.7 0.0 10.4 0.7 4.4 3.0

50～54歳 73 60.3 65.865.865.865.8 15.1 4.1 2.7 1.4 1.4 11.0 0.0 4.1 1.4

55～59歳 33 54.5 57.657.657.657.6 12.1 0.0 9.1 3.0 3.0 6.1 12.1 0.0 3.0

60～64歳 5 80.080.080.080.0 60.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 6 83.383.383.383.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0

市部 479 71.871.871.871.8 69.3 16.1 2.1 2.1 1.0 0.8 7.5 2.7 2.3 1.5

町村部 259 71.871.871.871.8 71.4 24.3 2.7 3.9 1.9 1.2 8.1 0.0 4.2 0.8

本島南部 220 75.075.075.075.0 68.6 16.4 1.4 1.8 0.5 1.4 6.8 2.7 2.7 1.4

本島中部 285 69.5 70.270.270.270.2 20.7 2.5 3.2 1.4 1.1 7.7 1.8 2.8 1.8

本島北部 130 71.571.571.571.5 69.2 20.0 2.3 3.1 2.3 0.0 7.7 0.8 3.1 0.8

先島地域 92 71.7 73.973.973.973.9 19.6 4.3 3.3 1.1 1.1 8.7 1.1 4.3 1.1

その他離島 26 73.173.173.173.1 69.2 15.4 0.0 3.8 7.7 0.0 7.7 0.0 3.8 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
【問５-１とのクロス集計】 

N 家族・親

族

友人・知

人

同じ立場

の人

福祉保健

所・福祉

事務所

市町村役

場

民生委

員・児童

委員

母子寡婦

福祉会

相談する

人がいな

い

特に困っ

ていない

その他 不明

全体 757 71.9 69.9 18.9 2.2 2.8 1.5 0.9 7.5 1.7 3.2 1.3

就労している 662 73.3 72.5 19.6 1.8 2.6 0.9 0.9 6.8 1.7 2.9 1.1

就労していない 91 61.5 49.5 13.2 5.5 3.3 5.5 1.1 13.2 2.2 4.4 3.3

現在の就

労状況  
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(９) 現在の住まい （ＳＡ） 

N=757 

「民間の借家」が 47.7%で最も多く、次いで「持ち家（父母等の家に同居）」が 21.1%、公

営住宅（県営・市町村営団地・住宅）」が 16.5%となっている。 
経年変化でみると、「民間の借家」が 4.1 ポイント減少し、「持ち家（自己所有の住宅・マン

ション）」が 2.4 ポイント増加している。 
年齢別でみると、25～34 歳で「持ち家（父母等の家に同居）」が多くなり、50 歳以上になる

と「持ち家（自己所有の住宅・マンション）」が多くなる。市・町村別でみると、市部の方が

「民間の借家」が多くなっている。地域別でみると、本島南部で「民間の借家」が最も多く、

その他離島では「持ち家（父母等の家に同居）」「公営住宅」が多くなっている。 
問６-５とのクロス集計でみると、「ふつう」「ややゆとりがある」と回答した人で「持ち家（自

己所有の住宅・マンション）」が多く、「大変苦しい」「苦しい」と回答した人で「民間の借家

（アパート・賃貸マンション）」が多くなっている。 
 
 

5.5

21.1

20.1

16.5

15.8 51.8

3.2

3.3

7.9 47.7

0.4

0.1

1.8

2.2

1.4

1.2

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

平成25年度

平成20年度

持ち家（自己所有の住宅・マンション）

持ち家（父母等の家に同居）

公営住宅（県営・市町村営団地・住宅）

民間の借家（アパート・賃貸マンション）

借間（部屋を借りている）

母子生活支援施設（母子寮）

その他

不明  
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N 持ち家

（自己所

有の住

宅・マン

ション）

持ち家

（父母等

の家に同

居）

公営住宅

（県営・市

町村営団

地・住宅）

民間の借

家（ア

パート・賃

貸マン

ション）

借間（部

屋を借り

ている）

母子生活

支援施設

（母子

寮）

その他 不明

全体 757 7.9 21.1 16.5 47.7 3.2 0.1 2.2 1.2

20歳未満 2 50.050.050.050.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 0.0 15.4 15.4 69.269.269.269.2 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 2.6 30.8 15.4 43.643.643.643.6 0.0 0.0 7.7 0.0

30～34歳 110 1.8 29.1 10.9 53.653.653.653.6 1.8 0.9 1.8 0.0

35～39歳 160 3.8 26.3 19.4 45.045.045.045.0 3.1 0.0 1.3 1.3

40～44歳 175 5.7 20.6 16.6 49.749.749.749.7 4.6 0.0 1.1 1.7

45～49歳 135 8.1 14.1 19.3 48.948.948.948.9 3.7 0.0 3.7 2.2

50～54歳 73 19.2 13.7 17.8 45.245.245.245.2 2.7 0.0 0.0 1.4

55～59歳 33 15.2 18.2 12.1 39.439.439.439.4 6.1 0.0 9.1 0.0

60～64歳 5 80.080.080.080.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 6 83.383.383.383.3 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 479 7.3 18.0 15.7 52.252.252.252.2 3.3 0.0 1.9 1.7

町村部 259 9.3 25.9 18.5 39.439.439.439.4 3.1 0.4 3.1 0.4

本島南部 220 5.0 14.1 13.2 59.559.559.559.5 2.7 0.5 3.2 1.8

本島中部 285 9.8 21.1 12.6 49.849.849.849.8 3.9 0.0 1.4 1.4

本島北部 130 8.5 32.3 18.5 35.435.435.435.4 3.1 0.0 1.5 0.8

先島地域 92 5.4 21.7 31.5 39.139.139.139.1 1.1 0.0 1.1 0.0

その他離島 26 19.2 23.123.123.123.1 23.123.123.123.1 15.4 7.7 0.0 11.5 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
【問６-５とのクロス集計】 

N 持ち家

（自己所

有の住

宅・マン

ション）

持ち家

（父母等

の家に同

居）

公営住宅

（県営・

市町村営

団地・住

宅）

民間の借

家（ア

パート・

賃貸マン

ション）

借間（部

屋を借り

ている）

母子生活

支援施設

（母子

寮）

その他 不明

全体 757 7.9 21.1 16.5 47.7 3.2 0.1 2.2 1.2

大変苦しい 171 2.3 14.6 21.1 56.1 3.5 0.6 1.2 0.6

苦しい 201 4.5 20.4 17.4 51.7 4.5 0.0 1.5 0.0

やや苦しい 240 8.3 27.5 14.6 44.2 2.1 0.0 2.5 0.8

ふつう 117 20.5 20.5 12.8 39.3 2.6 0.0 4.3 0.0

ややゆとりがある 15 13.3 26.7 20.0 33.3 6.7 0.0 0.0 0.0

ゆとりがある 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

現在の暮

らしにつ

いて
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(１０)公営住宅への入居の意向 （ＳＡ） 

N=632、(9)で「公営住宅」を回答していない人のみ 

 
「希望しない」が 28.5%を占める一方で、「希望する（応募した経験あり）」「希望する（応

募した経験なし）」で合わせて 39.9%となっている。 
年齢別でみると、20～34 歳で「希望する」が多くなっている。市・町村別では、特徴的な

傾向はみられない。地域別でみると、先島地域で「希望する（応募した経験あり）」が多くな

っている。 
  

18.2 28.521.7 31.6

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

希望する

（応募した経験あり）

希望する

（応募した経験なし）

希望しない 不明

 
N 希望する

（応募し

た経験あ

り）

希望する

（応募し

た経験な

し）

希望しな

い

不明

全体 632 21.7 18.2 28.5 31.6

20歳未満 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 50.0

20～24歳 11 27.327.327.327.3 27.327.327.327.3 18.2 27.3

25～29歳 33 12.1 33.333.333.333.3 21.2 33.3

30～34歳 98 26.526.526.526.5 15.3 20.4 37.8

35～39歳 129 17.1 19.4 31.831.831.831.8 31.8

40～44歳 146 23.3 21.9 29.529.529.529.5 25.3

45～49歳 109 20.2 17.4 28.428.428.428.4 33.9

50～54歳 60 31.7 10.0 35.035.035.035.0 23.3

55～59歳 29 13.8 13.8 34.534.534.534.5 37.9

60～64歳 5 20.020.020.020.0 0.0 20.020.020.020.0 60.0

65歳以上 6 16.7 0.0 33.333.333.333.3 50.0

市部 404 22.0 19.1 30.030.030.030.0 29.0

町村部 211 21.8 17.1 25.125.125.125.1 36.0

本島南部 191 25.7 23.0 27.227.227.227.2 24.1

本島中部 249 19.7 16.5 30.130.130.130.1 33.7

本島北部 106 17.9 15.1 29.229.229.229.2 37.7

先島地域 63 27.027.027.027.0 15.9 23.8 33.3

その他離島 20 10.0 20.0 30.030.030.030.0 40.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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(１１)健康状態 （ＳＡ） 

N=757 

「健康」「おおむね健康」が合わせて 75.1%となる一方で、「病気がち」が 14.5%、「自宅療

養中・入院中」が 3.2%となっている。 
属性別では、特徴的な傾向はみられない。 

 
 

50.3 14.5 7.124.8 3.2

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

健康 おおむね健康 病気がち 自宅療養中・入院中 不明

 

N 健康 おおむね

健康

病気がち 自宅療養

中・入院

中

不明

全体 757 24.8 50.3 14.5 3.2 7.1

20歳未満 2 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 23.1 53.853.853.853.8 7.7 0.0 15.4

25～29歳 39 38.5 41.041.041.041.0 10.3 0.0 10.3

30～34歳 110 30.0 51.851.851.851.8 12.7 0.0 5.5

35～39歳 160 27.5 53.153.153.153.1 9.4 3.8 6.3

40～44歳 175 26.3 48.648.648.648.6 12.6 5.1 7.4

45～49歳 135 17.8 48.148.148.148.1 22.2 3.7 8.1

50～54歳 73 12.3 64.464.464.464.4 16.4 1.4 5.5

55～59歳 33 24.2 39.439.439.439.4 30.3 3.0 3.0

60～64歳 5 20.020.020.020.0 20.020.020.020.0 0.0 20.020.020.020.0 40.0

65歳以上 6 33.333.333.333.3 33.333.333.333.3 16.7 0.0 16.7

市部 479 23.4 50.150.150.150.1 15.7 2.9 7.9

町村部 259 28.6 49.849.849.849.8 12.4 3.5 5.8

本島南部 220 26.4 48.248.248.248.2 15.0 1.8 8.6

本島中部 285 23.2 49.549.549.549.5 15.8 3.5 8.1

本島北部 130 27.7 50.850.850.850.8 13.1 4.6 3.8

先島地域 92 22.8 59.859.859.859.8 9.8 2.2 5.4

その他離島 26 26.9 42.342.342.342.3 19.2 3.8 7.7

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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８. お子さんについて 

(１) 日常的に育児や家事の手伝いを依頼できる人の有無 （ＳＡ） 

N=757 

「いる」が 71.5%を占める一方で、「いない」が 26.9%となっている。 
年齢別でみると、年齢が上昇するにつれて「いない」が増加し、55 歳以上で再び減少する傾

向がみられる。市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、「いる」が本

島北部で最も多く、本島南部で少なくなっている。 
問２-６とのクロス集計でみると、「実の親」と同居していても「いない」が 10.5%となって

おり、「子ども以外に同居している人はいない」であっても、「いる」が 64.3%となっている。

問６-７とのクロス集計でみると、「ほとんどつきあいをしていない」人ほど、「いない」が多く

なっている。 

71.526.9
1.6

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

いない いる 不明  
N いない いる 不明

全体 757 26.9 71.5 1.6

20歳未満 2 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0

20～24歳 13 15.4 84.684.684.684.6 0.0

25～29歳 39 10.3 89.789.789.789.7 0.0

30～34歳 110 20.0 80.080.080.080.0 0.0

35～39歳 160 21.3 77.577.577.577.5 1.3

40～44歳 175 22.3 76.676.676.676.6 1.1

45～49歳 135 40.0 57.057.057.057.0 3.0

50～54歳 73 41.1 56.256.256.256.2 2.7

55～59歳 33 39.4 60.660.660.660.6 0.0

60～64歳 5 20.0 60.060.060.060.0 20.0

65歳以上 6 16.7 66.766.766.766.7 16.7

市部 479 29.0 68.968.968.968.9 2.1

町村部 259 23.6 75.775.775.775.7 0.8

本島南部 220 29.1 68.668.668.668.6 2.3

本島中部 285 28.4 69.169.169.169.1 2.5

本島北部 130 17.7 82.382.382.382.3 0.0

先島地域 92 29.3 70.770.770.770.7 0.0

その他離島 26 26.9 73.173.173.173.1 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
【問２-６、問６-７とのクロス集計】 

N いない いる 不明

全体 757 26.9 71.5 1.6

子ども以外に同居

している人はいない 473 34.7 64.3 1.1

実の親 172 10.5 87.8 1.7

義理の親 2 0.0 50.0 50.0

兄弟姉妹（義兄弟姉妹） 64 9.4 85.9 4.7

子の配偶者 3 0.0 100.0 0.0

その他 25 16.0 84.0 0.0

困ったことなど相談し

助け合える人がいる 153 17.0 82.4 0.7

世間話をする程度の人

はいる 172 22.7 75.6 1.7

挨拶をする程度の人は

いる 280 29.6 69.6 0.7

ほとんどつきあいをし

ていない 142 38.7 61.3 0.0

近所付き

合いにつ

いて

子ども以

外の同居

人
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日常的に手伝いを依頼する相手 （ＭＡ） 

N=541、(1)で「いる」と回答した人のみ 

「あなたの両親、家族、親族、知人等」が 92.6%で群を抜いて多い一方、「保育所、幼稚園、

ファミリー・サポート・センター、ホームヘルパー等」は 13.7%に留まっている。 
属性別では、特徴的な傾向はみられない。 
問２-６とのクロス集計でみると、「子ども以外に同居している人はいない」であっても、

91.4%が「あなたの両親、家族、親族、知人等」となっている。 

92.6

13.7

3.1

0.9

0 20 40 60 80 100

あなたの両親、家族、親族、知人等

保育所、幼稚園（一時預かり等含む）、

ファミリー・サポート・センター、

ホームヘルパー（家政婦）等

その他

不明

(%)

 
N あなたの

両親、家

族、親族、

知人等

保育所、幼稚

園、ファミ

リー・サポー

ト・センター、

ホームヘル

パー等

その他 不明

全体 541 92.6 13.7 3.1 0.9

20歳未満 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 11 90.990.990.990.9 45.5 0.0 0.0

25～29歳 35 91.491.491.491.4 51.4 0.0 0.0

30～34歳 88 94.394.394.394.3 23.9 0.0 0.0

35～39歳 124 89.589.589.589.5 14.5 4.0 0.8

40～44歳 134 94.094.094.094.0 7.5 3.0 1.5

45～49歳 77 92.292.292.292.2 2.6 6.5 1.3

50～54歳 41 97.697.697.697.6 0.0 2.4 0.0

55～59歳 20 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 3 33.333.333.333.3 0.0 33.333.333.333.3 33.3

65歳以上 4 75.075.075.075.0 0.0 25.0 0.0

市部 330 93.693.693.693.6 12.4 2.4 0.9

町村部 196 90.890.890.890.8 15.3 4.6 1.0

本島南部 151 94.094.094.094.0 11.9 2.6 1.3

本島中部 197 93.493.493.493.4 11.2 3.0 0.5

本島北部 107 87.987.987.987.9 20.6 6.5 0.9

先島地域 65 93.893.893.893.8 16.9 0.0 0.0

その他離島 19 94.794.794.794.7 5.3 0.0 5.3

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

 
【問２-６とのクロス集計】 

N あなたの

両親、家

族、親

族、知人

等

保育所、幼

稚園、ファミ

リー・サポー

ト・センター、

ホームヘル

パー等

その他 不明

全体 541 92.6 13.7 3.1 0.9

子ども以外に同居

している人はいない 304 91.4 12.8 4.3 0.3

実の親 151 96.7 16.6 1.3 1.3

義理の親 1 0.0 0.0 100.0 0.0

兄弟姉妹（義兄弟姉妹） 55 96.4 20.0 0.0 1.8

子の配偶者 3 66.7 33.3 0.0 0.0

その他 21 95.2 9.5 0.0 4.8

子ども以

外の同居

人
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(２) 緊急時に育児や家事の手伝いを依頼できる人の有無 （ＳＡ） 

N=757 

「いる」が 76.9%を占める一方で、「いない」が 21.9%となっている。 
年齢別でみると、50～54 歳で「いる」が少なくなり、年齢が離れるにつれて多くなってい

る。市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
問２-６とのクロス集計でみると、「実の親」と同居していても「いない」が 9.9%となってお

り、「子ども以外に同居している人はいない」であっても、「いる」が 71.0%となっている。 
 

76.921.9
1.2

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

いない いる 不明

 

N いない いる 不明

全体 757 21.9 76.9 1.2

20歳未満 2 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0

20～24歳 13 23.1 76.976.976.976.9 0.0

25～29歳 39 12.8 87.287.287.287.2 0.0

30～34歳 110 17.3 82.782.782.782.7 0.0

35～39歳 160 18.8 80.680.680.680.6 0.6

40～44歳 175 18.9 80.080.080.080.0 1.1

45～49歳 135 29.6 67.467.467.467.4 3.0

50～54歳 73 32.9 64.464.464.464.4 2.7

55～59歳 33 21.2 78.878.878.878.8 0.0

60～64歳 5 20.0 80.080.080.080.0 0.0

65歳以上 6 16.7 83.383.383.383.3 0.0

市部 479 22.5 75.675.675.675.6 1.9

町村部 259 19.7 80.380.380.380.3 0.0

本島南部 220 20.0 78.678.678.678.6 1.4

本島中部 285 26.0 72.372.372.372.3 1.8

本島北部 130 17.7 82.382.382.382.3 0.0

先島地域 92 19.6 79.379.379.379.3 1.1

その他離島 26 19.2 80.880.880.880.8 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
【問２-６とのクロス集計】 

N いない いる 不明

全体 757 21.9 76.9 1.2

子ども以外に同居

している人はいない 473 27.7 71.0 1.3

実の親 172 9.9 89.0 1.2

義理の親 2 0.0 100.0 0.0

兄弟姉妹（義兄弟姉妹） 64 10.9 85.9 3.1

子の配偶者 3 0.0 100.0 0.0

その他 25 4.0 96.0 0.0

子ども以

外の同居

人

 



 114 

緊急時に手伝いを依頼する相手 （ＭＡ） 

N=582、(2)で「いる」と回答した人のみ 

「あなたの両親、家族、親族、知人等」が 95.5%で群を抜いて多い一方、「保育所、幼稚園、

ファミリー・サポート・センター、ホームヘルパー等」は 4.5%に留まっている。 
属性別では、特徴的な傾向はみられない。 
問２-６とのクロス集計でみると、「子ども以外に同居している人はいない」であっても、

95.2%が「あなたの両親、家族、親族、知人等」となっている。 
 

95.5

4.5

1.9

1.0

0 20 40 60 80 100

あなたの両親、家族、親族、知人等

保育所、幼稚園（一時預かり等含む）、

ファミリー・サポート・センター、

ホームヘルパー（家政婦）等

その他

不明

(%)

 
N あなたの

両親、家

族、親

族、知人

等

保育所、幼

稚園、ファミ

リー・サポー

ト・センター、

ホームヘル

パー等

その他 不明

全体 582 95.5 4.5 1.9 1.0

20歳未満 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 10 100.0100.0100.0100.0 10.0 10.0 0.0

25～29歳 34 100.0100.0100.0100.0 11.8 0.0 0.0

30～34歳 91 94.594.594.594.5 9.9 1.1 1.1

35～39歳 129 93.893.893.893.8 4.7 2.3 1.6

40～44歳 140 97.197.197.197.1 2.9 1.4 0.0

45～49歳 91 94.594.594.594.5 2.2 3.3 0.0

50～54歳 47 97.997.997.997.9 0.0 0.0 2.1

55～59歳 26 96.296.296.296.2 0.0 0.0 3.8

60～64歳 4 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 5 60.060.060.060.0 0.0 20.0 20.0

市部 362 96.196.196.196.1 3.6 1.7 0.8

町村部 208 94.794.794.794.7 5.8 2.4 1.4

本島南部 173 97.197.197.197.1 5.2 1.2 0.6

本島中部 206 93.793.793.793.7 3.9 2.9 1.0

本島北部 107 97.297.297.297.2 5.6 1.9 0.9

先島地域 73 95.995.995.995.9 4.1 0.0 1.4

その他離島 21 90.590.590.590.5 0.0 4.8 4.8

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

 
【問２-６とのクロス集計】 

N あなたの

両親、家

族、親

族、知人

等

保育所、幼

稚園、ファミ

リー・サポー

ト・センター、

ホームヘル

パー等

その他 不明

全体 582 95.5 4.5 1.9 1.0

子ども以外に同居

している人はいない 336 95.2 3.9 2.4 0.6

実の親 153 98.0 4.6 1.3 1.3

義理の親 2 50.0 0.0 50.0 0.0

兄弟姉妹（義兄弟姉妹） 55 96.4 3.6 1.8 1.8

子の配偶者 3 100.0 0.0 0.0 0.0

その他 24 95.8 0.0 0.0 4.2

子ども以

外の同居

人
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(３) 子育てについての悩み、不安 （ＭＡ） 

N=757 

「進学」が 36.5%、「しつけ」が 32.2%で群を抜いて多くなっている。 
年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「育児」から「しつけ」「進学」と変化している。

市・町村別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
問２-３とのクロス集計でみると、就学前や小学生で「しつけ」「育児」「発育・発達」が多い

のに対し、中学生や高校生では「進学」「就職」などが多くなっている。問３-２とのクロス集

計でみると、期間が長くなるほど「育児」が減少し、「就職」が増加する傾向がみられる。問

６-７とのクロス集計でみると、近所付き合いの少ない人ほど「いじめ」「非行」「就職」が多く

なっている。 
 
 

8.6

10.2

32.2

9.2

10.8

4.4

7.0

17.4

36.5

17.4

2.1

8.3

3.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

発育・発達

育児

しつけ

病気・障がい

いじめ

不登校

非行

学校成績

進学

就職

その他

特にない

不明

(%)
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N 発育・

発達

育児 しつけ 病気・

障がい

いじめ 不登校 非行 学校成

績

進学 就職 その他 特にな

い

不明

全体 757 8.6 10.2 32.2 9.2 10.8 4.4 7.0 17.4 36.5 17.4 2.1 8.3 3.8

20歳未満 2 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0

20～24歳 13 15.4 46.246.246.246.2 84.6 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 12.8 23.1 59.059.059.059.0 2.6 7.7 2.6 10.3 7.7 7.7 0.0 2.6 20.5 0.0

30～34歳 110 14.5 26.4 47.347.347.347.3 10.0 23.6 0.9 7.3 12.7 17.3 3.6 3.6 7.3 0.9

35～39歳 160 11.9 11.9 38.838.838.838.8 6.3 9.4 2.5 8.1 23.1 37.5 8.8 1.9 9.4 2.5

40～44歳 175 8.0 5.1 27.4 11.4 10.9 8.0 7.4 23.4 41.741.741.741.7 19.4 1.7 5.1 1.7

45～49歳 135 4.4 2.2 25.2 8.1 9.6 6.7 6.7 13.3 43.043.043.043.0 25.9 0.7 8.9 6.7

50～54歳 73 4.1 1.4 13.7 12.3 6.8 4.1 4.1 16.4 50.750.750.750.7 41.1 1.4 9.6 2.7

55～59歳 33 0.0 0.0 6.1 15.2 3.0 3.0 3.0 15.2 54.554.554.554.5 36.4 3.0 3.0 18.2

60～64歳 5 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 40.040.040.040.0 0.0

65歳以上 6 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 33.333.333.333.3 0.0 50.0

市部 479 8.1 9.0 32.4 8.8 9.8 4.4 7.7 18.2 37.837.837.837.8 18.4 2.1 8.8 3.5

町村部 259 8.9 12.7 32.0 10.4 13.1 4.2 5.4 16.6 34.434.434.434.4 15.8 1.9 8.1 3.5

本島南部 220 10.5 11.4 30.9 7.7 7.7 3.6 9.5 17.3 37.337.337.337.3 19.1 1.8 9.1 4.5

本島中部 285 6.7 6.3 31.2 8.8 14.7 4.9 7.0 19.6 37.937.937.937.9 20.0 1.1 7.7 2.5

本島北部 130 12.3 17.7 33.833.833.833.8 13.1 9.2 5.4 5.4 16.2 30.0 11.5 3.1 7.7 3.1

先島地域 92 7.6 8.7 39.139.139.139.1 6.5 7.6 3.3 3.3 10.9 37.0 16.3 4.3 9.8 7.6

その他離島 26 0.0 11.5 23.1 19.2 15.4 3.8 0.0 26.9 42.342.342.342.3 11.5 3.8 7.7 0.0

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
【問２-３、問３-２、問６-７とのクロス集計】 

N 発育・発

達

育児 しつけ 病気・障

がい

いじめ 不登校 非行 学校成績 進学 就職 その他 特にない 不明

全体 757 8.6 10.2 32.2 9.2 10.8 4.4 7.0 17.4 36.5 17.4 2.1 8.3 3.8

就学前 141 17.0 27.7 48.9 10.6 7.8 0.7 6.4 7.8 19.1 5.7 3.5 9.2 1.4

小学生 281 12.5 12.8 47.0 8.2 16.0 4.6 7.8 21.7 25.6 4.3 1.1 8.9 1.4

中学生 199 6.5 3.5 21.1 11.1 9.0 6.0 8.0 24.6 60.3 17.1 2.0 5.5 3.0

高校生 240 4.6 2.1 17.9 9.6 4.6 6.7 6.3 18.8 53.8 31.7 1.7 8.3 3.3

短大・高専 9 0.0 0.0 22.2 11.1 11.1 0.0 0.0 11.1 33.3 66.7 11.1 11.1 0.0

専門学校 18 5.6 0.0 5.6 11.1 0.0 0.0 11.1 16.7 50.0 50.0 5.6 0.0 11.1

大学生 16 0.0 6.3 25.0 12.5 6.3 6.3 0.0 6.3 43.8 43.8 0.0 12.5 0.0

就職している 25 0.0 0.0 8.0 20.0 12.0 8.0 16.0 8.0 32.0 48.0 8.0 8.0 0.0

無職・求職中 25 8.0 0.0 16.0 16.0 4.0 12.0 20.0 16.0 32.0 44.0 0.0 4.0 0.0

その他 19 10.5 10.5 15.8 15.8 10.5 5.3 5.3 10.5 21.1 36.8 5.3 15.8 0.0

２年未満 95 11.6 24.2 43.2 11.6 10.5 2.1 7.4 15.8 22.1 6.3 2.1 8.4 4.2

２年以上５年未満 150 12.0 15.3 45.3 8.0 10.7 3.3 6.0 13.3 35.3 9.3 2.7 6.0 0.7

５年以上１０年未満 245 10.2 8.6 38.0 9.0 13.9 6.1 7.8 19.6 33.5 12.2 2.0 8.2 2.0

１０年以上 263 4.2 3.8 15.6 8.7 8.4 4.2 6.8 18.6 45.2 30.8 1.5 9.9 6.8

困ったことなど相談し助

け合える人がいる 153 8.5 10.5 30.1 7.8 8.5 2.6 5.2 17.6 41.8 12.4 3.3 12.4 3.3

世間話をする程度の人は

いる 172 7.6 9.3 31.4 11.6 8.1 8.1 5.2 14.5 34.3 16.9 1.2 6.4 4.7

挨拶をする程度の人はい

る 280 8.2 10.4 33.9 8.9 11.8 1.8 6.4 18.2 35.7 18.9 2.1 9.6 3.9

ほとんどつきあいをして

いない 142 10.6 10.6 32.4 8.5 15.5 7.0 11.3 18.3 34.5 20.4 2.1 4.2 3.5

近所付き

合いにつ

いて

ひとり親

になって

からの期

間

就学・就

労別の子

ども（20

歳未満）

の有無
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(４) 子育てに関して負担に感じること （ＭＡ） 

N=757 

「進学にかかる費用」が 57.9%で群を抜いて多くなっている。 
年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「保育料に係る費用」が減少し、「進学に係る費用」

が増加している。市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、本島北部で

「進学に係る費用」がやや少ない。 
問２-３とのクロス集計でみると、就学前で「保育料に係る費用」が多いのに対し、高校生や

短大・専門学校、大学生では「進学に係る費用」などが多くなっている。問３-２とのクロス集

計でみると、期間が長くなるほど「保育料に係る費用」が減少し、「進学に係る費用」が増加

している。問６-７とのクロス集計では、特徴的な傾向はみられない。 
 

16.8

25.0

9.6

57.9
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4.8

5.8
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N 保育料に

係る費用

塾代 通学に係

る交通費

進学に係

る費用

医療費 特になし その他 不明

全体 757 16.8 25.0 9.6 57.9 14.5 12.2 4.8 5.8

20歳未満 2 0.0 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0

20～24歳 13 53.853.853.853.8 7.7 0.0 23.1 15.4 23.1 7.7 0.0

25～29歳 39 46.246.246.246.2 12.8 2.6 28.2 17.9 20.5 0.0 5.1

30～34歳 110 39.1 23.6 2.7 50.950.950.950.9 20.0 11.8 2.7 0.9

35～39歳 160 17.5 32.5 10.0 53.153.153.153.1 15.6 12.5 6.9 2.5

40～44歳 175 12.6 27.4 10.9 67.467.467.467.4 15.4 7.4 5.7 3.4

45～49歳 135 5.2 28.1 13.3 65.265.265.265.2 8.9 12.6 3.7 8.9

50～54歳 73 2.7 15.1 16.4 72.672.672.672.6 13.7 13.7 5.5 5.5

55～59歳 33 0.0 18.2 9.1 54.554.554.554.5 15.2 6.1 6.1 27.3

60～64歳 5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 40.040.040.040.0 0.0 40.0

65歳以上 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.333.333.333.3 0.0 66.7

市部 479 16.1 28.0 8.6 56.856.856.856.8 14.8 12.5 4.6 5.4

町村部 259 17.8 20.5 11.6 59.559.559.559.5 14.7 12.0 4.6 5.8

本島南部 220 17.3 28.2 8.2 57.757.757.757.7 17.3 10.5 5.0 5.9

本島中部 285 14.4 28.8 10.5 62.562.562.562.5 11.6 9.8 3.5 6.3

本島北部 130 22.3 16.9 16.2 47.747.747.747.7 13.1 20.0 3.8 3.8

先島地域 92 18.5 23.9 1.1 58.758.758.758.7 14.1 12.0 6.5 6.5

その他離島 26 7.7 3.8 11.5 53.853.853.853.8 34.6 11.5 15.4 7.7

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

 
【問２-３、問３-２、問６-７とのクロス集計】 

N 保育料に

係る費用

塾代 通学に係

る交通費

進学に係

る費用

医療費 特になし その他 不明

全体 757 16.8 25.0 9.6 57.9 14.5 12.2 4.8 5.8

就学前 141 50.4 19.9 4.3 33.3 18.4 14.9 3.5 3.5

小学生 281 22.4 28.1 5.7 52.3 20.6 13.2 5.7 2.8

中学生 199 6.0 42.7 11.1 70.4 13.6 7.0 5.0 3.5

高校生 240 5.4 19.6 20.4 76.7 10.8 7.1 3.8 2.9

短大・高専 9 11.1 33.3 11.1 100.0 11.1 0.0 0.0 0.0

専門学校 18 0.0 11.1 22.2 66.7 11.1 0.0 11.1 11.1

大学生 16 0.0 18.8 12.5 93.8 12.5 0.0 6.3 6.3

就職している 25 0.0 20.0 4.0 40.0 12.0 24.0 8.0 12.0

無職・求職中 25 8.0 20.0 12.0 60.0 16.0 12.0 4.0 8.0

その他 19 26.3 26.3 10.5 36.8 10.5 15.8 0.0 5.3

２年未満 95 37.9 16.8 5.3 40.0 17.9 12.6 7.4 5.3

２年以上５年未満 150 25.3 24.0 8.0 49.3 18.7 16.0 4.7 2.0

５年以上１０年未満 245 18.0 30.2 9.0 59.2 15.1 11.4 4.1 4.1

１０年以上 263 3.4 24.0 12.9 68.8 10.3 10.3 4.6 9.1

困ったことなど相談し助

け合える人がいる 153 19.0 21.6 11.1 52.9 10.5 14.4 5.9 5.9

世間話をする程度の人は

いる 172 17.4 20.9 9.9 57.6 18.0 8.1 5.8 7.0

挨拶をする程度の人はい

る 280 16.4 27.5 6.8 56.4 16.4 14.3 3.6 5.7

ほとんどつきあいをして

いない 142 15.5 26.8 13.4 65.5 11.3 11.3 4.9 4.2

ひとり親

になって

からの期

間

近所付き

合いにつ

いて

就学・就

労別の子

ども（20

歳未満）

の有無
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(５) 希望する子どもの進学先 （ＳＡ） 

N=757 

「子どもの意思に任せる」が 44.5%で最も多く、次いで「大学またはそれ以上」が 24.7%と

なっている。 
年齢別でみると、25～29 歳で「子どもの意思に任せる」が最も多くなっている。市・町村

別、地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
問６-５とのクロス集計でみると、「ややゆとりがある」人は「子どもの意思に任せる」が多

くなっている一方、「大変苦しい」人は「大学またはそれ以上」が多くなっている。 
 

4.5 24.7 5.2
0.0

8.6 12.5 44.5

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

中学校 高校 短大・高専 専門学校 大学または

それ以上

子どもの意志に

任せる

不明

 
N 中学校 高校 短大・高

専

専門学校 大学また

はそれ以

上

子どもの

意志に任

せる

不明

全体 757 0.0 8.6 4.5 12.5 24.7 44.5 5.2

20歳未満 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0

20～24歳 13 0.0 7.7 23.1 0.0 30.830.830.830.8 30.830.830.830.8 7.7

25～29歳 39 0.0 2.6 0.0 5.1 20.5 71.871.871.871.8 0.0

30～34歳 110 0.0 10.0 6.4 8.2 26.4 47.347.347.347.3 1.8

35～39歳 160 0.0 11.9 4.4 7.5 23.1 52.552.552.552.5 0.6

40～44歳 175 0.0 7.4 2.9 15.4 24.0 47.447.447.447.4 2.9

45～49歳 135 0.0 9.6 3.7 16.3 24.4 35.635.635.635.6 10.4

50～54歳 73 0.0 8.2 5.5 21.9 26.0 37.037.037.037.0 1.4

55～59歳 33 0.0 3.0 6.1 18.2 30.330.330.330.3 15.2 27.3

60～64歳 5 0.0 0.0 20.020.020.020.0 0.0 20.020.020.020.0 20.020.020.020.0 40.0

65歳以上 6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.716.716.716.7 16.716.716.716.7 66.7

市部 479 0.0 9.6 5.0 13.8 23.0 43.443.443.443.4 5.2

町村部 259 0.0 7.3 3.5 10.0 28.2 46.346.346.346.3 4.6

本島南部 220 0.0 7.7 5.9 9.5 25.5 45.545.545.545.5 5.9

本島中部 285 0.0 9.5 4.2 14.7 24.9 41.441.441.441.4 5.3

本島北部 130 0.0 4.6 4.6 13.1 23.8 51.551.551.551.5 2.3

先島地域 92 0.0 12.0 3.3 12.0 22.8 42.442.442.442.4 7.6

その他離島 26 0.0 15.4 0.0 11.5 26.9 42.342.342.342.3 3.8

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢

 
【問６-５とのクロス集計】 

N 中学校 高校 短大・高

専

専門学校 大学また

はそれ以

上

子どもの

意志に任

せる

不明

全体 757 0.0 8.6 4.5 12.5 24.7 44.5 5.2

大変苦しい 171 0.0 9.4 5.8 11.7 25.7 42.7 4.7

苦しい 201 0.0 9.0 6.0 14.9 23.9 40.8 5.5

やや苦しい 240 0.0 7.9 2.5 14.6 26.3 45.0 3.8

ふつう 117 0.0 9.4 2.6 7.7 23.1 51.3 6.0

ややゆとりがある 15 0.0 0.0 13.3 0.0 13.3 66.7 6.7

ゆとりがある 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

現在の暮

らしにつ

いて
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(６) 日中や仕事中のお子さんの世話 （ＭＡ） 

N=141、3.（3）で「就学前」と回答した人のみ 

「保育所」が 47.5%で最も多く、次いで「幼稚園」が 25.5%、「認可外保育所」が 13.5%と

なっている。 
年齢別、市・町村別、特徴的な傾向はみられない。地域別では、その他離島で「幼稚園」が

多くなっている。 

9.2

5.7

0.7

47.5

13.5

25.5

7.8

4.3

0 10 20 30 40 50

あなた自身

その他の家族

親戚

保育所

認可外保育園

幼稚園

その他

不明

(%)

 
N あなた自

身

その他の

家族

親戚 保育所 認可外保

育園

幼稚園 その他 不明

全体 141 9.2 5.7 0.7 47.5 13.5 25.5 7.8 4.3

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 10 10.0 10.0 0.0 50.050.050.050.0 20.0 0.0 0.0 10.0

25～29歳 21 9.5 9.5 0.0 52.452.452.452.4 14.3 9.5 4.8 9.5

30～34歳 46 4.3 2.2 0.0 54.354.354.354.3 13.0 30.4 10.9 2.2

35～39歳 45 11.1 4.4 0.0 44.444.444.444.4 8.9 31.1 8.9 2.2

40～44歳 16 18.8 12.5 6.3 31.331.331.331.3 18.8 31.331.331.331.3 0.0 6.3

45～49歳 2 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

50～54歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

55～59歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 85 8.2 4.7 1.2 47.147.147.147.1 18.8 21.2 5.9 4.7

町村部 53 11.3 7.5 0.0 47.247.247.247.2 5.7 34.0 11.3 1.9

本島南部 41 4.9 4.9 2.4 48.848.848.848.8 14.6 29.3 4.9 7.3

本島中部 41 12.2 9.8 0.0 36.636.636.636.6 22.0 19.5 4.9 4.9

本島北部 32 9.4 6.3 0.0 65.665.665.665.6 6.3 18.8 12.5 3.1

先島地域 22 9.1 0.0 0.0 45.545.545.545.5 9.1 31.8 13.6 0.0

その他離島 5 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 60.060.060.060.0 0.0 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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保育所、認可外保育園、幼稚園の月額料金 

N=116、(6)で「保育所」「認可外保育園」「幼稚園」に回答した人のみ 

平均は約 17 千円であるが、金額が分散している。 
属性別では、分散しており、特徴的な傾向がみられない。 

 

15.5

2.6

9.5

9.5

6.9

7.8

20.7

6.0

6.9

14.7

0 5 10 15 20 25

0円以上～1000円未満

1000円以上～2000円未満

2000円以上～5000円未満

5000円以上～10000円未満

10000円以上～15000円未満

15000円以上～20000円未満

20000円以上～250000円未満

250000円以上～500000円未満

500000円以上～

不明

(%)

平均：16,601円

 
合計 0円以上

～

1000円未

満

1000円以

上～2000

円未満

2000円以

上～5000

円未満

5000円以

上～

10000円

未満

10000円

以上～

15000円

未満

15000円

以上～

20000円

未満

20000円

以上～

30000円

未満

30000円

以上～

50000円

未満

50000円

以上～

不明

全体 116 15.5 2.6 9.5 9.5 6.9 7.8 20.7 6.0 6.9 14.7

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 7 14.3 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 28.628.628.628.6 0.0 0.0 28.6

25～29歳 15 6.7 6.7 6.7 20.0 6.7 0.0 26.726.726.726.7 6.7 6.7 13.3

30～34歳 41 14.6 0.0 14.6 7.3 7.3 7.3 17.117.117.117.1 9.8 12.2 9.8

35～39歳 37 18.918.918.918.9 5.4 8.1 10.8 5.4 8.1 13.5 2.7 5.4 21.6

40～44歳 13 15.4 0.0 0.0 7.7 7.7 23.1 38.538.538.538.5 0.0 0.0 7.7

45～49歳 2 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0

50～54歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

55～59歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 71 12.7 1.4 11.3 9.9 7.0 5.6 22.522.522.522.5 7.0 5.6 16.9

町村部 43 20.920.920.920.9 4.7 7.0 7.0 7.0 11.6 18.6 4.7 7.0 11.6

本島南部 35 20.0 2.9 11.4 2.9 11.4 8.6 22.922.922.922.9 5.7 8.6 5.7

本島中部 31 9.7 0.0 16.1 6.5 6.5 6.5 22.622.622.622.6 12.9 6.5 12.9

本島北部 27 22.222.222.222.2 3.7 0.0 7.4 3.7 7.4 22.222.222.222.2 3.7 7.4 22.2

先島地域 19 5.3 5.3 10.5 31.631.631.631.6 0.0 10.5 15.8 0.0 5.3 15.8

その他離島 4 25.025.025.025.0 0.0 0.0 0.0 25.025.025.025.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

 

 
（参考）子ども１人当たりの保育所、認可外保育園、幼稚園の月額料金 

15.5

2.6

11.2

9.5

7.8

8.6

21.6

5.2

3.4

14.7

0 5 10 15 20 25

0円以上～1000円未満

1000円以上～2000円未満

2000円以上～5000円未満

5000円以上～10000円未満

10000円以上～15000円未満

15000円以上～20000円未満

20000円以上～30000円未満

30000円以上～50000円未満

50000円以上～

不明

(%)

平均：14,064円
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(７) 放課後のお子さんの世話 （ＭＡ） 

N=281、3.（3）で「小学生」と回答した人のみ 

（ただし、設問では「小学校低学年の養育しているお子さんがいる方」と聞いている） 

「あなた自身」が 18.5%で最も多く、次いで「放課後児童クラブ・学童保育」が 16.4%、「そ

の他家族」が 15.7%となっている。 
年齢別、市・町村別では、特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、本島南部、本島中

部では「放課後児童クラブ・学童保育」が多く、本島北部、先島地域、その他離島では「あな

た自身」が多くなっている。 
 

18.5

15.7

1.1

16.4

0.0

0.4

10.3

42.3

0 10 20 30 40 50

あなた自身

その他家族

親戚

放課後児童クラブ・学童保育

ファミサポ・ベビーシッター

友人や近所の人

その他

不明

(%)

 
N あなた自

身

その他家

族

親戚 放課後児

童クラブ・

学童保育

ファミサ

ポ・ベ

ビーシッ

ター

友人や近

所の人

その他 不明

全体 281 18.5 15.7 1.1 16.4 0.0 0.4 10.3 42.3

20歳未満 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

25～29歳 20 45.045.045.045.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 5.0 25.0

30～34歳 69 17.4 26.126.126.126.1 0.0 26.126.126.126.1 0.0 0.0 14.5 21.7

35～39歳 80 13.8 16.316.316.316.3 3.8 12.5 0.0 1.3 15.0 43.8

40～44歳 68 17.6 10.3 0.0 19.119.119.119.1 0.0 0.0 5.9 50.0

45～49歳 35 20.020.020.020.0 8.6 0.0 5.7 0.0 0.0 5.7 62.9

50～54歳 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

55～59歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

市部 160 15.6 17.517.517.517.5 0.6 17.517.517.517.5 0.0 0.0 10.6 43.8

町村部 116 22.422.422.422.4 12.9 1.7 15.5 0.0 0.9 10.3 39.7

本島南部 83 15.7 14.5 0.0 20.520.520.520.5 0.0 0.0 12.0 43.4

本島中部 90 14.4 13.3 1.1 15.615.615.615.6 0.0 1.1 4.4 54.4

本島北部 63 23.823.823.823.8 17.5 3.2 17.5 0.0 0.0 9.5 28.6

先島地域 34 20.620.620.620.6 20.620.620.620.6 0.0 11.8 0.0 0.0 17.6 35.3

その他離島 10 30.030.030.030.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.030.030.030.0 40.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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放課後児童クラブ・学童保育、ファミサポ・ベビーシッターの月額料金 

N=46、(7)で「放課後児童クラブ・学童保育」「ﾌｧﾐｻﾎﾟ・ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ」に回答した人のみ 

平均が約 13 千円となっており、8 割以上が 5000 円以上～30,000 円未満に入っている。 
属性別では、特徴的な傾向はみられない。 

4.3

2.2

2.2

19.6

28.3

13.0

19.6

2.2

0.0

8.7

0 5 10 15 20 25 30

0円以上～1000円未満

1000円以上～2000円未満

2000円以上～5000円未満

5000円以上～10000円未満

10000円以上～15000円未満

15000円以上～20000円未満

20000円以上～30000円未満

30000円以上～50000円未満

50000円以上～

不明

(%)

平均：13,201円

 
合計 0円以上

～

1000円未

満

1000円以

上～2000

円未満

2000円以

上～5000

円未満

5000円以

上～

10000円

未満

10000円

以上～

15000円

未満

15000円

以上～

20000円

未満

20000円

以上～

30000円

未満

30000円

以上～

50000円

未満

50000円

以上～

不明

全体 46 4.3 2.2 2.2 19.6 28.3 13.0 19.6 2.2 0.0 8.7

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 3 0.0 0.0 0.0 33.3 66.766.766.766.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 18 5.6 0.0 5.6 11.1 27.827.827.827.8 16.7 16.7 5.6 0.0 11.1

35～39歳 10 0.0 10.0 0.0 40.040.040.040.0 20.0 10.0 20.0 0.0 0.0 0.0

40～44歳 13 7.7 0.0 0.0 7.7 23.1 15.4 30.830.830.830.8 0.0 0.0 15.4

45～49歳 2 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50～54歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

55～59歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 28 0.0 3.6 3.6 14.3 32.132.132.132.1 10.7 25.0 0.0 0.0 10.7

町村部 18 11.1 0.0 0.0 27.827.827.827.8 22.2 16.7 11.1 5.6 0.0 5.6

本島南部 17 0.0 0.0 5.9 5.9 41.241.241.241.2 0.0 29.4 0.0 0.0 17.6

本島中部 14 0.0 7.1 0.0 21.4 7.1 35.735.735.735.7 21.4 7.1 0.0 0.0

本島北部 11 18.2 0.0 0.0 27.3 45.545.545.545.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

先島地域 4 0.0 0.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

その他離島 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域

 

 
（参考）子ども１人当たりの放課後児童クラブ・学童保育、ファミサポ・ベビーシッターの月額料金 

4.3

2.2

4.3

19.6

34.8

15.2

10.9

0.0

0.0

8.7

0 5 10 15 20 25 30 35

0円以上～1000円未満

1000円以上～2000円未満

2000円以上～5000円未満

5000円以上～10000円未満

10000円以上～15000円未満

15000円以上～20000円未満

20000円以上～30000円未満

30000円以上～50000円未満

50000円以上～

不明

(%)

平均：11,474円
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(８) 子どもの通塾状況 （ＳＡ） 

N=410、3.（3）で「中学生」～「無職・休職中」と回答した人のみ 

「通わせたいが、通わせていない」が 41.5%で最も多く、次いで「通わせている」が 20.7%、

「通わせるつもりはない」が 15.4%となっている。 
属性別では、特徴的な傾向はみられない。 
問６-５とのクロス集計でみると、「大変苦しい」人の 54.3%が「通わせたいが、通わせてい

ない」と回答している。問２-２・３とのクロス集計でみると、子どもの人数では特徴的な傾向

はみられないが、中学生で「通わせている」「通わせたいが、通わせていない」が多くなって

いる。 
 

20.7 41.5 15.4 22.4

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

通わせている 通わせたいが、通わせていない 通わせるつもりはない 不明

 
N 通わせて

いる

通わせた

いが、通

わせてい

ない

通わせる

つもりは

ない

不明

全体 410 20.7 41.5 15.4 22.4

20歳未満 2 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 4 0.0 25.025.025.025.0 0.0 75.0

25～29歳 2 0.0 0.0 0.0 100.0

30～34歳 9 22.2 66.766.766.766.7 0.0 11.1

35～39歳 73 32.9 35.635.635.635.6 20.5 11.0

40～44歳 122 22.1 46.746.746.746.7 18.0 13.1

45～49歳 101 20.8 40.640.640.640.6 9.9 28.7

50～54歳 62 9.7 41.941.941.941.9 17.7 30.6

55～59歳 26 15.4 34.634.634.634.6 11.5 38.5

60～64歳 2 0.0 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0

65歳以上 2 0.0 0.0 0.0 100.0

市部 271 23.2 41.741.741.741.7 14.0 21.0

町村部 128 17.2 40.640.640.640.6 17.2 25.0

本島南部 114 20.2 43.043.043.043.0 11.4 25.4

本島中部 180 23.9 41.141.141.141.1 15.0 20.0

本島北部 55 14.5 49.149.149.149.1 18.2 18.2

先島地域 44 15.9 29.529.529.529.5 22.7 31.8

その他離島 14 28.6 35.735.735.735.7 14.3 21.4

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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【問６-５、問２-２・３とのクロス集計】 

N 通わせて

いる

通わせた

いが、通

わせてい

ない

通わせる

つもりは

ない

不明

全体 410 20.7 41.5 15.4 22.4

大変苦しい 105 15.2 54.3 12.4 18.1

苦しい 119 23.5 40.3 12.6 23.5

やや苦しい 121 24.8 35.5 19.0 20.7

ふつう 50 16.0 30.0 20.0 34.0

ややゆとりがある 7 0.0 71.4 14.3 14.3

ゆとりがある 0 0.0 0.0 0.0 0.0

0人 0 0.0 0.0 0.0 0.0

1人 192 18.8 38.0 17.7 25.5

2人 123 23.6 44.7 6.5 25.2

3人以上 95 21.1 44.2 22.1 12.6

就学前 27 18.5 40.7 22.2 18.5

小学生 85 23.5 44.7 17.6 14.1

中学生 199 38.2 48.2 9.0 4.5

高校生 240 13.3 45.8 21.3 19.6

短大・高専 9 22.2 44.4 11.1 22.2

専門学校 18 5.6 11.1 27.8 55.6

大学生 16 6.3 18.8 12.5 62.5

就職している 25 4.0 12.0 16.0 68.0

無職・求職中 25 8.0 48.0 4.0 40.0

その他 19 5.3 31.6 0.0 63.2

現在の暮

らしにつ

いて

子ども

（20歳未

満）の人

数

就学・就

労別の子

ども（20

歳未満）

の有無
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ひと月の塾代 
N=85、(8)で「通わせている」を選択した人のみ 

平均は約 18 千円で、37.6%が「15000 円以上～20000 円未満」に含まれている。 
年齢別でみると、年齢が上がるにつれて金額が上昇している。市・町村別でみると、市部の

方が全体的に高い金額となっている。地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
 
 

3.5

0.0

2.4

5.9

17.6

37.6

16.5

12.9

2.4

1.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0円以上～1000円未満

1000円以上～2000円未満

2000円以上～5000円未満

5000円以上～10000円未満

10000円以上～15000円未満

15000円以上～20000円未満

20000円以上～30000円未満

30000円以上～50000円未満

50000円以上～

不明

(%)

平均：18,419円

 
合計 0円以上

～

1000円未

満

1000円以

上～

2000円未

満

2000円以

上～

5000円未

満

5000円以

上～

10000円

未満

10000円

以上～

15000円

未満

15000円

以上～

20000円

未満

20000円

以上～

30000円

未満

30000円

以上～

50000円

未満

50000円

以上～

不明

全体 85 3.5 0.0 2.4 5.9 17.6 37.6 16.5 12.9 2.4 1.2

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

35～39歳 24 4.2 0.0 4.2 8.3 20.8 50.050.050.050.0 12.5 0.0 0.0 0.0

40～44歳 27 3.7 0.0 3.7 3.7 11.1 37.037.037.037.0 22.2 11.1 7.4 0.0

45～49歳 21 4.8 0.0 0.0 9.5 14.3 33.333.333.333.3 9.5 28.6 0.0 0.0

50～54歳 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 50.050.050.050.0 0.0 0.0 16.7

55～59歳 4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0

60～64歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 63 0.0 0.0 1.6 4.8 15.9 41.341.341.341.3 19.0 14.3 3.2 0.0

町村部 22 13.6 0.0 4.5 9.1 22.7 27.327.327.327.3 9.1 9.1 0.0 4.5

本島南部 23 0.0 0.0 4.3 8.7 4.3 47.847.847.847.8 13.0 13.0 8.7 0.0

本島中部 43 0.0 0.0 0.0 4.7 27.9 32.632.632.632.6 18.6 14.0 0.0 2.3

本島北部 8 12.5 0.0 0.0 12.5 12.5 37.537.537.537.5 25.0 0.0 0.0 0.0

先島地域 7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 57.157.157.157.1 14.3 14.3 0.0 0.0

その他離島 4 50.050.050.050.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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通塾していない理由 （ＳＡ） 

N=170、(8)で「通わせたいが、通わせていない」を回答した人のみ 

 
「塾代が高い」が 81.2%で群を抜いて多くなっている。 
年齢別でみると、35～39 歳で「塾代が高い」が最も少なくなっている。市・町村別では、

特徴的な傾向はみられない。地域別でみると、その他離島で「近くに塾がない」が多くなって

いる。 
 

81.2 3.5 11.2 4.1

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

塾代が高い 近くに塾がない その他 不明  
N 塾代が高

い

近くに塾

がない

その他 不明

全体 170 81.2 3.5 11.2 4.1

20歳未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 6 66.766.766.766.7 0.0 33.3 0.0

35～39歳 26 65.465.465.465.4 7.7 23.1 3.8

40～44歳 57 78.978.978.978.9 5.3 10.5 5.3

45～49歳 41 80.580.580.580.5 2.4 9.8 7.3

50～54歳 26 96.296.296.296.2 0.0 3.8 0.0

55～59歳 9 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 1 100.0100.0100.0100.0 0.0 0.0 0.0

65歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0

市部 113 84.184.184.184.1 0.0 13.3 2.7

町村部 52 75.075.075.075.0 11.5 5.8 7.7

本島南部 49 81.681.681.681.6 2.0 12.2 4.1

本島中部 74 87.887.887.887.8 0.0 10.8 1.4

本島北部 27 77.877.877.877.8 7.4 7.4 7.4

先島地域 13 61.561.561.561.5 15.4 15.4 7.7

その他離島 5 40.040.040.040.0 20.0 20.0 20.0

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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９. 福祉制度や行政機関への要望について 

(１) 相談窓口・支援施設、支援事業の認知度や満足度 （ＳＡ） 

N=757 

 
【相談窓口や支援施設】 

「知っている」でみると、「市町村窓口」が 51.4%で最も多く、次いで「公共職業安定所（ハ

ローワークなど）が 49.8%、「民生委員・児童委員」が 43.5%となっている。 
「利用した」でみると、「公共職業安定所（ハローワークなど）」が 28.1%で最も多く、次い

で「市町村窓口」が 20.7%となっている。 
「利用したい」でみると、「公共職業安定所（ハローワークなど）」が 12.4%で最も多く、次

いで「市町村窓口」が 11.0%となっている。 
「利用した」と回答した人のうち「満足している」と回答した人の割合でみると、「市町村

母子寡婦福祉会」が 29.1%で最も多く、次いで「児童相談所」が 23.5%、「県母子寡婦福祉連

合会（母子福祉センター）」が 23.4%となっている。 
「利用したい」で様々な設問とクロス集計をしたところ、「市町村母子寡婦福祉会」「県母子

寡婦福祉連合会（母子福祉センター）」は、ひとり親になってからの期間が「２年未満」、現在

特に不安や悩みを感じていることが「孤独感」で、多くなっている。 
 
 
【相談事業】 

「知っている」でみると、「児童扶養手当」が 55.2%で最も多く、次いで「医療費の助成制

度」が 49.1%、「公営住宅優先入居・家賃減免」が 29.1%となっている。 
「利用した」でみると、「児童扶養手当」が 69.0%、「医療費の助成制度」が 58.3%で群を抜

いて多くなっている。 
「利用したい」でみると、「公営住宅優先入居・家賃減免」が 26.0%で最も多く、次いで「児

童扶養手当」が 18.9%、「医療費の助成制度」が 17.8%となっている。 
「利用した」と回答した人のうち「満足している」と回答した人の割合でみると、「高等技

能訓練促進費」が 54.5%で最も多く、次いで「母子生活支援施設（母子寮）」が 44.4%、「就業

支援講習会（介護、パソコンなど）」が 39.5%となっている。 
「利用したい」で様々な設問とクロス集計をしたところ、「公営住宅優先入居・家賃減免」

は、子どもが「就学前」、現在の暮らしが「大変苦しい」「苦しい」で、多くなっている。また、

「高等技能訓練促進費」は、現在の暮らしが「大変苦しい」「苦しい」で、多くなっている。 
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知っている 利用した 利用したい 不明

【相談窓口や支援施設】【相談窓口や支援施設】【相談窓口や支援施設】【相談窓口や支援施設】

(1) 1　市町村窓口 17.2%

(1) 2　福祉保健所・福祉事務所 23.3%

(1) 3　児童相談所 23.5%

(1) 4　民生委員・児童委員 20.5%

(1) 5　市町村母子寡婦福祉会 29.1%

(1) 6　県母子寡婦福祉連合会

　　　（母子福祉センター） 23.4%

(1) 7　公共職業安定所

　　　（ハローワークなど） 20.2%

【相談事業】【相談事業】【相談事業】【相談事業】

(2) 1　児童扶養手当 31.4%

(2) 2　養育費相談 34.8%

(2) 3　医療費の助成制度 33.8%

(2) 4　母子・寡婦福祉資金貸付金 34.5%

(2) 5　日常生活支援事業

　　　（家庭生活支援員） 16.7%

(2) 6　自立支援教育訓練給付金 29.6%

(2) 7　高等技能訓練促進費 54.5%

(2) 8　就業支援講習会

　　　（介護、ﾊﾟｿｺﾝなど） 39.5%

(2) 9　自立支援プログラム策定

　　　（母子自立支援員） 20.0%

(2) 10　公営住宅優先入居・家賃減免 31.8%

(2) 11　母子生活支援施設（母子寮） 44.4%

「利用した」と回答した人

のうち「満足している」と

回答した人の割合

51.4 20.7 34.3

36.9 7.9 53.5

42.0 4.5 52.8

43.5 9.6 47.2

36.3 7.7 54.7

35.3 6.2 53.8

49.8 12.4 30.4

7.3

17.0 70.5

49.1 58.3 17.8 16.9

28.0 57.6

16.0 72.8

21.1 65.8

12.7 75.6

57.3

14.4 75.8

29.1 5.8 48.5

23.5 67.8

11.0

6.6

4.8

5.0

7.3

9.9

28.1

18.969.055.2

3.0 11.2

3.8

16.6

11.6

0.8

3.6

12.8

1.5

12.7

17.325.2 5.7

10.0

0.7

26.0

1.2

8.6
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【問２-３とのクロス集計 （「利用したい」のみ抽出）】 

N 市町村窓

口

福祉保健

所・福祉

事務所

児童相談

所

民生委

員・児童

委員

市町村母

子寡婦福

祉会

県母子寡

婦福祉連

合会（母

子福祉セ

ンター）

公共職業

安定所

（ハロー

ワークな

ど）

全体 757 11.0 6.6 4.8 5.0 7.7 9.9 12.4

就学前 141 9.9 9.9 5.7 8.5 11.3 15.6 9.2

小学生 281 12.8 10.3 7.5 5.7 7.1 12.8 14.2

中学生 199 8.5 3.0 4.5 4.5 6.5 8.0 9.5

高校生 240 8.8 5.0 3.3 2.5 5.4 5.8 9.6

短大・高専 9 33.3 11.1 0.0 0.0 11.1 0.0 33.3

専門学校 18 5.6 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1 11.1

大学生 16 18.8 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 18.8

就職している 25 16.0 8.0 4.0 8.0 0.0 4.0 12.0

無職・求職中 25 20.0 8.0 8.0 4.0 8.0 12.0 12.0

その他 19 5.3 0.0 0.0 0.0 5.3 10.5 26.3

N 児童扶養

手当

養育費相

談

医療費の

助成制度

母子・寡

婦福祉資

金貸付金

日常生活

支援事業

（家庭生

活支援

員）

自立支援

教育訓練

給付金

高等技能

訓練促進

費

就業支援

講習会

（介護、ﾊﾟ

ｿｺﾝなど）

自立支援

プログラ

ム策定

（母子自

立支援

員）

公営住宅

優先入

居・家賃

減免

母子生活

支援施設

（母子寮）

全体 757 18.9 11.2 17.8 16.6 11.6 12.8 12.7 17.3 10.0 26.0 8.6

就学前 141 22.7 17.0 22.7 18.4 16.3 13.5 17.0 22.0 12.1 37.6 13.5

小学生 281 20.3 13.5 19.2 19.6 15.7 16.7 16.7 22.1 12.8 30.6 13.5

中学生 199 24.1 11.6 21.6 17.6 12.1 14.1 11.6 18.1 10.1 28.1 9.0

高校生 240 16.3 10.8 12.9 17.1 7.5 9.6 10.4 12.5 7.5 22.9 7.5

短大・高専 9 11.1 0.0 11.1 11.1 0.0 11.1 22.2 11.1 0.0 22.2 0.0

専門学校 18 5.6 0.0 0.0 11.1 11.1 11.1 16.7 33.3 11.1 27.8 5.6

大学生 16 18.8 6.3 6.3 6.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 6.3 0.0

就職している 25 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0 4.0 8.0 8.0 16.0 0.0

無職・求職中 25 16.0 16.0 8.0 24.0 20.0 8.0 16.0 20.0 8.0 40.0 12.0

その他 19 21.1 5.3 21.1 10.5 5.3 5.3 5.3 10.5 5.3 26.3 5.3

統合　就

学・就労

別の子ど

も（20歳

未満）の

有無

統合　就

学・就労

別の子ど

も（20歳

未満）の

有無

相談窓口や支援施設

相談事業

 
 

【問３-２とのクロス集計 （「利用したい」のみ抽出）】 

N 市町村窓

口

福祉保健

所・福祉

事務所

児童相談

所

民生委

員・児童

委員

市町村母

子寡婦福

祉会

県母子寡

婦福祉連

合会（母

子福祉セ

ンター）

公共職業

安定所

（ハロー

ワークな

ど）

全体 757 11.0 6.6 4.8 5.0 7.7 9.9 12.4

２年未満 95 13.7 7.4 5.3 6.3 14.7 17.9 13.7

２年以上５年未満 150 6.7 6.0 2.0 2.7 5.3 7.3 8.7

５年以上１０年未満 245 13.5 8.6 7.3 7.8 7.8 10.6 14.3

１０年以上 263 10.3 4.9 3.8 3.4 6.5 8.0 12.5

N 児童扶養

手当

養育費相

談

医療費の

助成制度

母子・寡

婦福祉資

金貸付金

日常生活

支援事業

（家庭生

活支援

員）

自立支援

教育訓練

給付金

高等技能

訓練促進

費

就業支援

講習会

（介護、ﾊﾟ

ｿｺﾝなど）

自立支援

プログラ

ム策定

（母子自

立支援

員）

公営住宅

優先入

居・家賃

減免

母子生活

支援施設

（母子寮）

全体 757 18.9 11.2 17.8 16.6 11.6 12.8 12.7 17.3 10.0 26.0 8.6

２年未満 95 17.9 14.7 21.1 21.1 15.8 15.8 14.7 23.2 12.6 32.6 10.5

２年以上５年未満 150 18.7 12.0 17.3 11.3 11.3 11.3 10.0 16.7 9.3 27.3 8.7

５年以上１０年未満 245 19.6 11.0 18.4 18.0 13.5 14.3 14.7 16.7 11.4 27.8 11.8

１０年以上 263 19.0 9.9 16.3 16.7 8.7 11.0 11.4 16.3 8.0 20.9 4.9

相談窓口や支援施設

相談事業

ひとり親

になって

からの期

間

ひとり親

になって

からの期

間  
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【問６-５とのクロス集計 （「利用したい」のみ抽出）】 

N 市町村窓

口

福祉保健

所・福祉

事務所

児童相談

所

民生委

員・児童

委員

市町村母

子寡婦福

祉会

県母子寡

婦福祉連

合会（母

子福祉セ

ンター）

公共職業

安定所

（ハロー

ワークな

ど）

全体 757 11.0 6.6 4.8 5.0 7.7 9.9 12.4

大変苦しい 171 9.4 7.6 6.4 6.4 9.9 11.1 14.6

苦しい 201 13.4 7.0 5.0 5.0 6.0 7.5 14.9

やや苦しい 240 13.3 8.8 5.4 6.3 9.2 13.8 12.1

ふつう 117 6.0 1.7 1.7 1.7 4.3 6.0 7.7

ややゆとりがある 15 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 6.7 0.0

ゆとりがある 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N 児童扶養

手当

養育費相

談

医療費の

助成制度

母子・寡

婦福祉資

金貸付金

日常生活

支援事業

（家庭生

活支援

員）

自立支援

教育訓練

給付金

高等技能

訓練促進

費

就業支援

講習会

（介護、ﾊﾟ

ｿｺﾝなど）

自立支援

プログラ

ム策定

（母子自

立支援

員）

公営住宅

優先入

居・家賃

減免

母子生活

支援施設

（母子寮）

全体 757 18.9 11.2 17.8 16.6 11.6 12.8 12.7 17.3 10.0 26.0 8.6

大変苦しい 171 17.0 16.4 17.5 25.7 18.1 19.9 18.1 23.4 14.0 38.6 10.5

苦しい 201 24.4 8.5 22.4 15.4 11.9 14.9 14.4 18.4 9.5 28.4 10.4

やや苦しい 240 18.3 13.8 16.7 17.1 10.8 12.1 12.9 19.2 12.5 25.4 8.8

ふつう 117 14.5 4.3 13.7 5.1 5.1 2.6 2.6 5.1 1.7 7.7 3.4

ややゆとりがある 15 6.7 13.3 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

ゆとりがある 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

相談窓口や支援施設

現在の暮

らしにつ

いて

相談事業

現在の暮

らしにつ

いて

 
 

【問６-６とのクロス集計 （「利用したい」のみ抽出）】 

N 市町村窓

口

福祉保健

所・福祉

事務所

児童相談

所

民生委

員・児童

委員

市町村母

子寡婦福

祉会

県母子寡

婦福祉連

合会（母

子福祉セ

ンター）

公共職業

安定所

（ハロー

ワークな

ど）

全体 757 11.0 6.6 4.8 5.0 7.7 9.9 12.4

家計（生活費） 573 11.5 7.3 5.2 5.8 8.2 10.3 13.1

住宅 116 10.3 11.2 6.9 6.9 9.5 13.8 12.9

仕事 259 14.3 8.5 6.9 6.6 8.5 12.7 18.9

家事 29 6.9 13.8 6.9 3.4 10.3 10.3 10.3

子育て・教育 306 9.2 6.5 4.9 5.2 9.2 11.1 8.2

自分の健康 224 12.5 6.3 3.6 5.8 6.3 8.0 9.8

親族の健康・介護 75 9.3 2.7 4.0 5.3 5.3 6.7 14.7

相談相手 12 16.7 8.3 8.3 0.0 8.3 8.3 16.7

精神的苦痛 48 12.5 12.5 4.2 10.4 6.3 16.7 14.6

孤独感 33 18.2 9.1 3.0 3.0 12.1 15.2 15.2

相手からの暴力 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

相手の付きまとい 7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 14.3 14.3

その他相手とのトラブル 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

借入金・ローンの返済 140 10.7 5.0 3.6 3.6 9.3 10.7 19.3

ひとり親世帯への偏見 19 15.8 15.8 0.0 5.3 15.8 21.1 10.5

その他 32 9.4 3.1 3.1 0.0 3.1 6.3 6.3

特にない 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 8.7

N 児童扶養

手当

養育費相

談

医療費の

助成制度

母子・寡

婦福祉資

金貸付金

日常生活

支援事業

（家庭生

活支援

員）

自立支援

教育訓練

給付金

高等技能

訓練促進

費

就業支援

講習会

（介護、ﾊﾟ

ｿｺﾝなど）

自立支援

プログラ

ム策定

（母子自

立支援

員）

公営住宅

優先入

居・家賃

減免

母子生活

支援施設

（母子寮）

全体 757 18.9 11.2 17.8 16.6 11.6 12.8 12.7 17.3 10.0 26.0 8.6

家計（生活費） 573 19.9 11.9 18.3 18.5 12.7 14.7 14.5 19.5 11.3 29.0 9.2

住宅 116 23.3 20.7 23.3 25.0 18.1 19.0 20.7 24.1 17.2 46.6 16.4

仕事 259 20.8 13.1 18.9 17.0 14.3 16.6 16.2 18.9 12.0 26.3 8.1

家事 29 13.8 10.3 10.3 17.2 6.9 3.4 6.9 6.9 3.4 10.3 3.4

子育て・教育 306 19.0 10.8 17.6 15.0 11.1 12.1 14.1 16.7 9.5 22.5 7.8

自分の健康 224 19.6 8.0 17.0 13.8 10.7 11.6 8.9 17.4 8.5 26.3 7.6

親族の健康・介護 75 20.0 6.7 18.7 12.0 9.3 12.0 8.0 14.7 6.7 18.7 5.3

相談相手 12 8.3 0.0 16.7 0.0 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 25.0 8.3

精神的苦痛 48 4.2 10.4 10.4 16.7 16.7 18.8 10.4 20.8 14.6 31.3 10.4

孤独感 33 18.2 12.1 15.2 6.1 15.2 15.2 12.1 21.2 9.1 27.3 6.1

相手からの暴力 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

相手の付きまとい 7 28.6 14.3 28.6 28.6 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 28.6 0.0

その他相手とのトラブル 8 12.5 12.5 12.5 12.5 0.0 25.0 12.5 25.0 25.0 25.0 12.5

借入金・ローンの返済 140 16.4 17.9 14.3 28.6 16.4 19.3 20.0 25.7 11.4 33.6 11.4

ひとり親世帯への偏見 19 26.3 15.8 26.3 10.5 15.8 10.5 5.3 10.5 15.8 21.1 15.8

その他 32 15.6 12.5 15.6 9.4 9.4 3.1 6.3 3.1 0.0 15.6 9.4

特にない 23 8.7 0.0 13.0 0.0 4.3 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0

相談窓口や支援施設

現在、特

に不安や

悩みを感

じている

こと

相談事業

現在、特

に不安や

悩みを感

じている

こと
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【問７-３とのクロス集計 （「利用したい」のみ抽出）】 

N 市町村窓

口

福祉保健

所・福祉

事務所

児童相談

所

民生委

員・児童

委員

市町村母

子寡婦福

祉会

県母子寡

婦福祉連

合会（母

子福祉セ

ンター）

公共職業

安定所

（ハロー

ワークな

ど）

全体 757 11.0 6.6 4.8 5.0 7.7 9.9 12.4

発育・発達 573 12.3 18.5 13.8 10.8 18.5 24.6 13.8

育児 116 18.2 14.3 9.1 11.7 13.0 18.2 14.3

しつけ 259 14.3 9.4 8.6 8.2 11.9 14.3 15.2

病気・障がい 29 14.3 12.9 7.1 2.9 8.6 11.4 7.1

いじめ 306 15.9 9.8 11.0 8.5 17.1 15.9 14.6

不登校 224 12.1 6.1 6.1 3.0 3.0 3.0 9.1

非行 75 5.7 7.5 5.7 5.7 7.5 9.4 5.7

学校成績 12 12.9 5.3 4.5 3.8 5.3 9.8 15.9

進学 48 10.1 4.0 2.2 4.0 5.8 6.9 12.7

就職 33 13.6 6.8 3.8 4.5 6.8 7.6 15.9

その他 1 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5

特にない 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 6.3

N 児童扶養

手当

養育費相

談

医療費の

助成制度

母子・寡

婦福祉資

金貸付金

日常生活

支援事業

（家庭生

活支援

員）

自立支援

教育訓練

給付金

高等技能

訓練促進

費

就業支援

講習会

（介護、ﾊﾟ

ｿｺﾝなど）

自立支援

プログラ

ム策定

（母子自

立支援

員）

公営住宅

優先入

居・家賃

減免

母子生活

支援施設

（母子寮）

全体 757 18.9 11.2 17.8 16.6 11.6 12.8 12.7 17.3 10.0 26.0 8.6

発育・発達 573 23.1 20.0 26.2 18.5 20.0 18.5 23.1 26.2 23.1 33.8 13.8

育児 116 22.1 18.2 14.3 23.4 20.8 15.6 18.2 20.8 14.3 28.6 7.8

しつけ 259 21.7 16.0 20.5 18.9 14.3 12.3 13.1 16.0 10.2 26.2 12.7

病気・障がい 29 18.6 8.6 17.1 11.4 7.1 11.4 11.4 18.6 10.0 34.3 11.4

いじめ 33 25.6 17.1 25.6 24.4 19.5 22.0 15.9 29.3 17.1 32.9 19.5

不登校 1 12.1 15.2 12.1 18.2 15.2 9.1 12.1 24.2 9.1 27.3 9.1

非行 7 9.4 15.1 11.3 15.1 15.1 11.3 15.1 18.9 7.5 34.0 13.2

学校成績 8 21.2 11.4 20.5 23.5 14.4 19.7 16.7 22.0 12.1 28.8 8.3

進学 140 22.8 12.0 19.9 17.8 10.1 15.6 14.1 16.3 8.0 23.9 4.0

就職 19 13.6 7.6 12.9 13.6 8.3 15.2 12.9 15.9 9.1 28.8 4.5

その他 32 12.5 6.3 25.0 12.5 0.0 6.3 6.3 0.0 6.3 37.5 6.3

特にない 23 14.3 1.6 15.9 17.5 7.9 1.6 3.2 14.3 6.3 15.9 4.8

相談窓口や支援施設

子育てに

ついての

悩み、不

安

相談事業

子育てに

ついての

悩み、不

安

 
 

【問７-４とのクロス集計 （「利用したい」のみ抽出）】 
N 市町村窓

口

福祉保健

所・福祉

事務所

児童相談

所

民生委

員・児童

委員

市町村母

子寡婦福

祉会

県母子寡

婦福祉連

合会（母

子福祉セ

ンター）

公共職業

安定所

（ハロー

ワークな

ど）

全体 757 11.0 6.6 4.8 5.0 7.7 9.9 12.4

保育料に係る費用 127 11.8 9.4 5.5 7.1 11.8 15.0 15.7

塾代 189 7.9 4.8 4.8 4.8 6.3 8.5 10.1

通学に係る交通費 73 12.3 8.2 2.7 4.1 11.0 13.7 17.8

進学に係る費用 438 12.1 6.8 5.0 5.5 8.4 10.3 13.7

医療費 110 19.1 10.0 9.1 7.3 11.8 14.5 15.5

特になし 92 9.8 5.4 4.3 4.3 5.4 7.6 9.8

その他 36 22.2 13.9 11.1 11.1 13.9 11.1 13.9

N 児童扶養

手当

養育費相

談

医療費の

助成制度

母子・寡

婦福祉資

金貸付金

日常生活

支援事業

（家庭生

活支援

員）

自立支援

教育訓練

給付金

高等技能

訓練促進

費

就業支援

講習会

（介護、ﾊﾟ

ｿｺﾝなど）

自立支援

プログラ

ム策定

（母子自

立支援

員）

公営住宅

優先入

居・家賃

減免

母子生活

支援施設

（母子寮）

全体 757 18.9 11.2 17.8 16.6 11.6 12.8 12.7 17.3 10.0 26.0 8.6

保育料に係る費用 127 20.5 17.3 21.3 22.0 19.7 18.9 20.5 25.2 15.0 40.2 11.8

塾代 189 22.2 11.1 20.1 20.6 13.8 16.9 15.3 16.9 10.1 27.5 7.9

通学に係る交通費 73 16.4 13.7 15.1 23.3 16.4 21.9 20.5 28.8 13.7 31.5 9.6

進学に係る費用 438 20.1 13.5 18.3 19.4 13.2 14.4 15.1 18.5 11.4 24.4 8.0

医療費 110 21.8 14.5 25.5 19.1 13.6 14.5 13.6 22.7 12.7 37.3 12.7

特になし 92 18.5 6.5 16.3 13.0 7.6 3.3 3.3 13.0 5.4 19.6 8.7

その他 36 22.2 5.6 22.2 11.1 8.3 13.9 8.3 13.9 13.9 30.6 5.6

相談窓口や支援施設

子育てに

関して負

担に感じ

ること

相談事業

子育てに

関して負

担に感じ

ること
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(２) 国や県及び市町村等に特に要望したいこと （ＭＡ） 

N=757 

「各種年金・手当等の充実」が 40.2%で最も多く、次いで「公営住宅・団地の優先入居」が

35.1%、「医療保障（医療費助成）の充実」が 29.6%となっている。 
年齢別でみると、24 歳以下で「認可保育所への優先入所」が多くなっている。市・町村別、

地域別では、特徴的な傾向はみられない。 
問３-２とのクロス集計では、特徴的な傾向はみられない。問６-５とのクロス集計でみると、

「大変苦しい」人ほど「公営住宅・団地の優先入居」「各種年金・手当等の充実」が多くなっ

ている。問６-６とのクロス集計では、特徴的な傾向はみられない。問７-３とのクロス集計で

みると「育児」「しつけ」と回答した人で「認可保育所への優先入所」「学童保育等の充実」が

多くなっている。問７-４とのクロス集計では、特徴的な傾向はみられない。 
 

26.7

22.5

35.1

12.5

16.2

10.4

5.4

23.6

40.2

29.6

5.5

3.0

6.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

職業・技能訓練の機会の充実

職業の紹介の充実、就労機会の拡大

公営住宅・団地の優先入居

認可保育所への優先入所

学童保育等の充実

生活に関する相談窓口の充実

子育てに関する相談窓口の充実

公的貸付金制度の充実

各種年金・手当等の充実

医療保障（医療費助成）の充実

母子寡婦福祉会の活動支援

その他

不明

(%)
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N 職業・技

能訓練の

機会の充

実

職業の紹

介の充

実、就労

機会の拡

大

公営住

宅・団地

の優先入

居

認可保育

所への優

先入所

学童保育

等の充実

生活に関

する相談

窓口の充

実

子育てに

関する相

談窓口の

充実

公的貸付

金制度の

充実

各種年

金・手当

等の充実

全体 757 26.7 22.5 35.1 12.5 16.2 10.4 5.4 23.6 40.2

20歳未満 2 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 0.0 50.050.050.050.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 53.8 0.0 46.2 61.561.561.561.5 30.8 0.0 15.4 0.0 23.1

25～29歳 39 25.6 12.8 30.8 28.2 25.6 2.6 7.7 17.9 61.561.561.561.5

30～34歳 110 31.8 14.5 40.0 18.2 21.8 8.2 4.5 13.6 47.347.347.347.3

35～39歳 160 26.3 30.0 29.4 11.9 18.1 8.1 6.3 23.8 41.941.941.941.9

40～44歳 175 24.6 18.3 40.0 9.1 18.3 10.3 6.3 28.6 40.640.640.640.6

45～49歳 135 27.4 28.1 32.632.632.632.6 5.2 11.9 14.1 4.4 26.7 32.632.632.632.6

50～54歳 73 23.3 26.0 34.2 9.6 6.8 15.1 4.1 27.4 35.635.635.635.6

55～59歳 33 18.2 21.2 42.442.442.442.4 12.1 9.1 18.2 0.0 27.3 36.4

60～64歳 5 0.0 0.0 20.020.020.020.0 20.020.020.020.0 0.0 20.020.020.020.0 0.0 20.020.020.020.0 20.020.020.020.0

65歳以上 6 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 50.050.050.050.0

市部 479 28.6 22.5 36.7 12.7 14.2 10.6 4.2 23.6 42.042.042.042.0

町村部 259 23.2 21.6 32.4 12.4 20.1 9.7 6.6 24.3 36.736.736.736.7

本島南部 220 25.0 17.7 40.940.940.940.9 12.3 15.9 6.4 3.2 23.6 40.0

本島中部 285 29.5 24.9 35.8 15.4 13.7 11.2 4.9 24.6 42.542.542.542.5

本島北部 130 26.2 24.6 27.7 10.0 20.8 15.4 9.2 20.8 40.040.040.040.0

先島地域 92 25.0 22.8 32.6 9.8 19.6 10.9 5.4 28.3 34.834.834.834.8

その他離島 26 15.4 15.4 26.9 7.7 15.4 11.5 7.7 11.5 38.538.538.538.5

N 各種年

金・手当

等の充実

医療保障

（医療費

助成）の

充実

母子寡婦

福祉会の

活動支援

その他 不明

全体 757 40.2 29.6 5.5 3.0 6.9

20歳未満 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 13 23.1 23.1 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 61.561.561.561.5 23.1 5.1 2.6 2.6

30～34歳 110 47.347.347.347.3 34.5 7.3 2.7 4.5

35～39歳 160 41.941.941.941.9 27.5 5.6 3.8 7.5

40～44歳 175 40.640.640.640.6 32.0 4.6 4.0 6.9

45～49歳 135 32.632.632.632.6 30.4 2.2 2.2 10.4

50～54歳 73 35.635.635.635.6 30.1 11.0 1.4 4.1

55～59歳 33 36.4 24.2 9.1 3.0 6.1

60～64歳 5 20.020.020.020.0 0.0 0.0 0.0 40.0

65歳以上 6 50.050.050.050.0 50.050.050.050.0 16.7 0.0 16.7

市部 479 42.042.042.042.0 30.5 5.2 3.3 5.4

町村部 259 36.736.736.736.7 29.3 6.6 2.7 8.9

本島南部 220 40.0 25.9 6.4 3.6 8.2

本島中部 285 42.542.542.542.5 32.3 3.5 1.8 4.6

本島北部 130 40.040.040.040.0 28.5 5.4 3.8 7.7

先島地域 92 34.834.834.834.8 29.3 10.9 3.3 7.6

その他離島 26 38.538.538.538.5 42.3 3.8 7.7 15.4

現在の

年齢

お住まい

の市町村

お住まい

の市町村

居住地域

居住地域

現在の

年齢
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【問３-２、問６-５、問６-６、問７-３、問７-４とのクロス集計】 

N 職業・

技能

訓練

の機

会の

充実

職業

の紹

介の

充実、

就労

機会

の拡

大

公営

住宅・

団地

の優

先入

居

認可

保育

所へ

の優

先入

所

学童

保育

等の

充実

生活

に関

する相

談窓

口の

充実

子育て

に関

する相

談窓

口の

充実

公的

貸付

金制

度の

充実

各種

年金・

手当

等の

充実

医療

保障

（医療

費助

成）の

充実

母子

寡婦

福祉

会の

活動

支援

その他 不明

全体 757 26.7 22.5 35.1 12.5 16.2 10.4 5.4 23.6 40.2 29.6 5.5 3.0 6.9

２年未満 95 17.9 16.8 41.1 25.3 16.8 13.7 6.3 20.0 44.2 17.9 7.4 4.2 6.3

２年以上５年未満 150 22.7 14.7 41.3 12.7 25.3 6.7 6.7 20.0 40.7 33.3 5.3 5.3 3.3

５年以上１０年未満 245 31.0 25.3 34.7 8.6 18.4 8.2 5.7 24.1 44.1 31.4 3.7 2.9 4.9

１０年以上 263 28.1 26.2 30.0 11.8 9.1 13.7 4.2 26.6 34.2 28.9 6.5 1.5 11.0

大変苦しい 171 27.5 24.0 45.0 9.9 10.5 12.9 3.5 35.1 42.1 28.7 4.1 3.5 1.8

苦しい 201 30.8 24.9 38.8 8.5 17.9 12.4 4.5 22.4 38.8 31.8 8.0 2.5 7.5

やや苦しい 240 27.5 20.0 34.6 14.2 17.9 9.6 5.8 23.3 43.8 30.4 4.2 2.5 6.7

ふつう 117 17.9 15.4 17.9 17.9 18.8 6.8 6.8 11.1 36.8 27.4 6.0 4.3 13.7

ややゆとりがある 15 20.0 33.3 13.3 20.0 13.3 0.0 13.3 20.0 33.3 33.3 6.7 0.0 6.7

ゆとりがある 1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

家計（生活費） 573 28.8 23.2 38.4 11.7 16.4 11.0 4.0 26.4 42.2 29.7 5.6 3.0 5.9

住宅 116 21.6 23.3 69.0 13.8 16.4 7.8 2.6 22.4 34.5 30.2 2.6 2.6 3.4

仕事 259 32.0 30.9 34.4 10.8 17.4 12.4 7.3 19.7 45.6 30.5 5.4 2.7 3.5

家事 29 24.1 17.2 27.6 17.2 20.7 17.2 10.3 10.3 41.4 41.4 10.3 6.9 3.4

子育て・教育 306 29.1 22.2 32.4 13.1 19.9 11.1 8.5 23.9 38.6 29.1 6.9 2.0 7.2

自分の健康 224 28.1 19.6 35.3 10.7 19.2 15.2 6.3 21.4 35.7 36.2 7.6 1.8 5.8

親族の健康・介護 75 32.0 34.7 26.7 10.7 6.7 12.0 5.3 22.7 50.7 34.7 2.7 4.0 4.0

相談相手 12 25.0 16.7 33.3 0.0 16.7 25.0 16.7 16.7 33.3 41.7 0.0 16.7 8.3

精神的苦痛 48 27.1 12.5 22.9 12.5 16.7 16.7 10.4 31.3 47.9 31.3 8.3 8.3 2.1

孤独感 33 18.2 9.1 33.3 18.2 18.2 9.1 6.1 6.1 45.5 27.3 12.1 3.0 12.1

相手からの暴力 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

相手の付きまとい 7 14.3 14.3 28.6 14.3 28.6 0.0 0.0 14.3 85.7 71.4 0.0 0.0 0.0

その他相手とのトラブル 8 25.0 37.5 62.5 0.0 12.5 12.5 25.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0

借入金・ローンの返済 140 28.6 20.0 38.6 11.4 15.7 12.1 1.4 41.4 45.0 30.0 5.0 3.6 2.9

ひとり親世帯への偏見 19 31.6 21.1 21.1 15.8 15.8 5.3 0.0 15.8 42.1 15.8 21.1 5.3 15.8

その他 32 9.4 15.6 18.8 6.3 15.6 3.1 6.3 18.8 31.3 34.4 3.1 9.4 18.8

特にない 23 21.7 21.7 21.7 21.7 13.0 8.7 0.0 8.7 17.4 21.7 0.0 4.3 17.4

発育・発達 65 26.2 12.3 43.1 9.2 30.8 7.7 15.4 18.5 32.3 40.0 9.2 0.0 7.7

育児 77 31.2 22.1 40.3 22.1 19.5 5.2 11.7 6.5 45.5 19.5 10.4 3.9 2.6

しつけ 244 26.6 21.7 38.5 20.5 23.8 9.8 7.8 16.0 40.2 29.1 4.1 3.3 4.1

病気・障がい 70 21.4 18.6 32.9 11.4 20.0 15.7 7.1 17.1 48.6 51.4 8.6 2.9 4.3

いじめ 82 24.4 18.3 48.8 14.6 18.3 14.6 4.9 20.7 42.7 26.8 6.1 4.9 4.9

不登校 33 33.3 33.3 36.4 9.1 18.2 6.1 12.1 30.3 36.4 24.2 3.0 3.0 6.1

非行 53 28.3 22.6 39.6 15.1 15.1 15.1 11.3 30.2 30.2 28.3 1.9 1.9 3.8

学校成績 132 30.3 27.3 41.7 9.8 13.6 7.6 3.0 31.1 48.5 27.3 3.8 2.3 5.3

進学 276 25.4 24.3 32.2 5.4 11.2 13.0 3.6 36.6 44.2 28.3 4.0 3.3 6.2

就職 132 26.5 22.0 37.1 10.6 7.6 14.4 2.3 29.5 42.4 29.5 9.1 2.3 6.8

その他 16 18.8 31.3 37.5 12.5 6.3 18.8 0.0 6.3 37.5 31.3 0.0 31.3 6.3

特にない 63 28.6 20.6 17.5 12.7 12.7 4.8 0.0 15.9 41.3 25.4 4.8 0.0 17.5

保育料に係る費用 127 23.6 15.0 40.2 26.8 35.4 11.0 4.7 16.5 48.8 24.4 7.9 3.1 1.6

塾代 189 29.1 25.9 37.0 11.1 15.3 10.6 4.8 26.5 43.9 28.0 5.8 4.2 4.8

通学に係る交通費 73 35.6 28.8 37.0 2.7 6.8 19.2 2.7 34.2 39.7 26.0 8.2 2.7 4.1

進学に係る費用 438 26.7 25.3 34.5 9.4 13.5 11.9 4.1 30.4 42.0 28.1 5.9 2.1 6.8

医療費 110 21.8 14.5 40.9 11.8 20.9 8.2 3.6 22.7 46.4 47.3 9.1 4.5 4.5

特になし 92 22.8 23.9 31.5 10.9 12.0 6.5 9.8 13.0 33.7 31.5 1.1 3.3 9.8

その他 36 22.2 30.6 36.1 11.1 13.9 13.9 11.1 11.1 44.4 25.0 0.0 13.9 5.6

ひとり親

になって

からの期

間

現在の暮

らしにつ

いて

現在、特

に不安や

悩みを感

じている

こと

子育てに

ついての

悩み、不

安

子育てに

関して負

担に感じ

ること
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(３) 母子寡婦福祉連合会（母子寡婦福祉会）への入会の有無 （ＳＡ） 

N=757 

「入会している」が 16.9%である一方で、「入会していない」が 49.0%、「会について知らな

かった」が 26.2%となっている。 
経年変化でみると、「入会している」が 13.0 ポイント減少し、「入会していない」が 19.2 ポ

イント増加している。 
年齢別でみると、34 歳以下で「会について知らなかった」が多くなっている。市・町村別で

みると、市部の方が「入会していない」が多く、町村部の方が「会について知らなかった」が

多くなっている。地域別でみると、その他離島で「会について知らなかった」が多くなってい

る。 
問６-８とのクロス集計でみると、「相談する人がいない」のうち、42.1%が「入会していな

い」、29.8%が「会について知らなかった」と回答している。 
 
 

16.9

29.9

49.0

29.8

26.2

20.2 20.1

7.9

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

平成25年度

平成20年度

入会している 入会していない 会について知らなかった 不明  
 

N 入会して

いる

入会して

いない

会につい

て知らな

かった

不明

全体 757 16.9 49.0 26.2 7.9

20歳未満 2 0.0 0.0 50.050.050.050.0 50.0

20～24歳 13 7.7 46.246.246.246.2 30.8 15.4

25～29歳 39 2.6 46.246.246.246.2 46.246.246.246.2 5.1

30～34歳 110 17.3 39.139.139.139.1 38.2 5.5

35～39歳 160 19.4 50.050.050.050.0 25.0 5.6

40～44歳 175 14.9 49.149.149.149.1 29.7 6.3

45～49歳 135 19.3 50.450.450.450.4 20.0 10.4

50～54歳 73 20.5 56.256.256.256.2 13.7 9.6

55～59歳 33 18.2 60.660.660.660.6 12.1 9.1

60～64歳 5 20.0 40.040.040.040.0 0.0 40.0

65歳以上 6 0.0 83.383.383.383.3 0.0 16.7

市部 479 16.5 53.753.753.753.7 23.0 6.9

町村部 259 18.1 40.940.940.940.9 33.6 7.3

本島南部 220 13.6 49.149.149.149.1 30.9 6.4

本島中部 285 21.1 52.352.352.352.3 17.5 9.1

本島北部 130 22.3 44.644.644.644.6 28.5 4.6

先島地域 92 8.7 51.151.151.151.1 30.4 9.8

その他離島 26 0.0 30.8 57.757.757.757.7 11.5

お住まい

の市町村

居住地域

現在の

年齢
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【問６-８とのクロス集計】 

N 入会して

いる

入会して

いない

会につい

て知らな

かった

不明

全体 757 16.9 49.0 26.2 7.9

家族・親族 544 16.2 49.3 27.4 7.2

友人・知人 529 17.6 49.5 26.3 6.6

同じ立場の人 143 17.5 44.8 28.0 9.8

福祉保健所・福祉事務所 17 17.6 58.8 5.9 17.6

市町村役場 21 9.5 57.1 19.0 14.3

民生委員・児童委員 11 27.3 36.4 18.2 18.2

母子寡婦福祉会 7 85.7 14.3 0.0 0.0

相談する人がいない 57 19.3 42.1 29.8 8.8

特に困っていない 13 15.4 46.2 30.8 7.7

その他 24 20.8 45.8 16.7 16.7

心配ごと

などの相

談相手
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(４) 今後の入会希望の有無 （ＳＡ） 

N=569、(3)で「入会していない」「会について知らなかった」と回答した人のみ 

 
「わからない」が 64.9%で群を抜いて多くなっており、「入会したい」は 9.0%に留まってい

る。 
属性別では、特徴的な傾向はみられない。 

 
 

9.0 16.9 64.9 9.3

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

入会したい 入会したくない わからない 不明  
N 入会した

い

入会した

くない

わからな

い

不明

全体 569 9.0 16.9 64.9 9.3

20歳未満 1 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

20～24歳 10 10.0 20.0 60.060.060.060.0 10.0

25～29歳 36 5.6 16.7 72.272.272.272.2 5.6

30～34歳 85 9.4 15.3 69.469.469.469.4 5.9

35～39歳 120 10.0 11.7 65.065.065.065.0 13.3

40～44歳 138 8.0 23.2 63.863.863.863.8 5.1

45～49歳 95 12.6 17.9 56.856.856.856.8 12.6

50～54歳 51 7.8 11.8 64.764.764.764.7 15.7

55～59歳 24 4.2 16.7 75.075.075.075.0 4.2

60～64歳 2 0.0 0.0 100.0100.0100.0100.0 0.0

65歳以上 5 0.0 20.0 60.060.060.060.0 20.0

市部 367 6.5 19.6 65.165.165.165.1 8.7

町村部 193 14.0 11.4 64.864.864.864.8 9.8

本島南部 176 9.7 11.9 70.570.570.570.5 8.0

本島中部 199 6.0 22.6 59.859.859.859.8 11.6

本島北部 95 10.5 14.7 64.264.264.264.2 10.5

先島地域 75 10.7 17.3 65.365.365.365.3 6.7

その他離島 23 17.4 8.7 69.669.669.669.6 4.3

現在の

年齢

お住まい

の市町村

居住地域
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１０. 調査結果の考察 

 
本稿ではまず過去の沖縄県ひとり親世帯実態調査報告書における母子世帯の考察に準じて、

母子世帯となった理由や就業状況、経済状況、養育費の受取状況、資格取得の希望等、居住状

況、育児状況、母子寡婦福祉連合会への入会状況等について、年次経過も踏まえて考察を行う。

その後に、今回新たに追加された離婚後の面会交流の状況、近所づきあいの状況、子育てにお

ける負担等について、平成 23 年度全国母子世帯等調査結果報告（厚生労働省）との比較等も

交えながら検討し沖縄県の母子世帯に関する特徴について考察する。 
 

まず母子世帯となった理由についてであるが、「離婚」が最も高い割合である状況は継続し

ており、平成 10 年度は 76.9％、前々回（平成 15 年）は 80.6％、前回（平成 20 年度）は 80.5％、

今回は 79.3％となり、前回とほぼ同じ割合での推移となっている。この結果は、平成 23 年度

全国母子世帯等調査結果報告（厚生労働省）（以下、「平成 23 年度全国調査」と記す）におけ

る「ひとり親世帯になった理由」の「離婚」（80.8％）とほぼ同率である。 
 

次に雇用状況及び経済状況であるが、今回より就労形態に関して選択肢を「平成 23 年度全

国調査」と同一の選択肢へと変更している。また職種に関して国の新業種分類と沖縄県の特徴

を踏まえて選択肢の変更が施された。よって単純に前回調査等と比較することはできないが、

「パート・アルバイト・臨時職」が 47.1%（前回 46.8％）で最も多く、次いで「正規の職員・

従業員（常用勤労者）」が 39.4%（前回 38.6％）となっており、順位やその占める割合に関し

て前回とほぼ同様の結果となっている。職種に関しては大幅な選択肢の変更により、前回、前々

回の調査では共にサービス業が全体の３割近くを占めている点で共通していたが、今回の結果

では「医療・福祉関係」が 25.2%で最も多く、次いで「卸売・小売業」が 11.8%、「宿泊・飲

食サービス」が 9.2%となっている。「就労していない」の割合は前回 15.3％であったが今回は

12.0％と減少し、「就労している」割合が 87.5％（前回 81.0％）と 6.5 ポイントの増加となっ

ている。 
 

世帯の経済状況について暮らしの状態に関する意識をみると、「苦しい（合計）」（「大変苦し

い」「苦しい」「やや苦しい」という回答の合計）は 80.9％であり、前回までは微増傾向が継続

していた状況に変化がみられ（前回 84.1％、前々回 82.6％、平成 10 年度 79.2％）、3.2 ポイン

ト減少している。これは「苦しい」とする回答が前回は 33.5％であったが今回 26.6％と 6.9 ポ

イント減少したことによってもたらされている。また、「ふつう」の 2.9 ポイント増加や「やや

ゆとりがある」の 1.0 ポイントの増加も生じている。この数字を全国的な「児童のいる世帯」

の生活意識と比較すると、「平成 24 年 国民生活基礎調査の概況」（厚生労働省）では、児童

のいる世帯の生活意識で「苦しい（合計）」（「大変苦しい」「やや苦しい」の合計）という回答

は 65.3％であり、沖縄県内の母子世帯の「苦しい（合計）」という回答の割合は約 15 ポイント

高くなっているが、これも前回調査結果の「平成 19 年 国民生活基礎調査の概況」（厚生労働

省）との比較で「苦しい（合計）」という回答の割合が約 20 ポイント高かった状況よりも差が

縮まっている。この生活意識に関する回答は、周囲との比較によって主観的に変化が生じる部
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分もあり、全般的な「経済不況」を背景に、他の世帯との差が縮まっていると感じる影響も含

まれると考えられる。より客観的な収入に関する質問は回答方式に変更があり、前回まで「月

平均勤労収入」を選択肢から選ぶ形式であったものが、今回調査では「自身の年間就労収入」

や「自身の年間総収入」として分け、かつ具体的金額を記入する方式へと変更されている。「平

成 23 年度全国調査」と比較すると、沖縄県の母自身の平均収入は年間 155 万円であり、「平成

23 年度全国調査」の平均年間就労収入 181 万円と 26 万円の差、「世帯の年間総収入」平均は

259 万円（全国 291 万円）と 32 万円の差がある。回答方式の変更により沖縄県における前回

までの調査と単純に比較することはできず、あくまで参考程度の比較であるが、前回までの「月

平均勤労収入」を 12 倍して年間就労収入として換算した上で比較すると、前回調査における

「月平均勤労収入」の「なし」は 8.9％であったが、今回調査における「自身の年間就労収入」

の「0 万円以上～50 万円未満」は 5.3％となっている。前回調査で最も収入が高額の選択肢は

「20 万円以上」（月平均）であり 4.5％であったが、これを 12 倍した「240 万円以上」に該当

する今回の回答は「250 万円～300 万円未満」（1.8％）、「300 万円～400 万円未満」（4.2％）、

「400 万円～500 万円未満」（1.5％）、「500 万円～」（0.5％）があげられ、これらを合計した

割合は 8.0％と前回よりも 3.5 ポイント高くなっている。関連して、世帯の主な収入（2 つまで

の複数回答）に関してであるが、今回・前回調査ともに最も高い割合を示す回答は「あなたの

勤労収入」であり、今回は 79.0％（前回 72.4％）と 6.6 ポイント高くなっている。次に高い割

合を示す回答は「児童扶養手当等」であり、今回は 58.5％（前回 51.7％）と、こちらも 6.8 ポ

イント高くなっている。これら以外では、「あなたと家族の勤労収入」は今回 9.1％（前回 10.1％）

とほぼ微減、「家族の勤労収入」とする回答（今回 4.0％、前回 4.8％）や「生活保護」（今回

4.2％、前回 4.7％）とする回答は微減、「年金収入」とする回答（今回 5.2％、前回 4.7％）は

微増となっている。 
 

このような状況において、仕事に関する支援で望むものに関する回答は、「技術・資格取得

の支援」が 41.7%で最も多く、次いで「訓練受講の際の経済的援助」が 33.9%、「仕事の紹介」

が 20.3%と前回調査とほぼ同様な回答となっている。今後取得したいと考えている資格として

は「パソコンの資格」が 24.8%で最も多く、次いで「看護師・准看護師の資格」が 19.9%、「医

療事務の資格」が 18.8%となっている。前回調査では｢パソコン・ワープロなど｣（34.4％）、｢介

護福祉士・ホームヘルパー｣（17.8％）、｢栄養士・調理師｣（17.7％）の順で取得希望の割合が

高かった。今回 2 番目に取得希望の割合が多い「看護師・准看護師の資格」は前回調査では「看

護師・保健師など」という選択肢で 6.2％であったものから 10 ポイント以上高くなっており、

全国的にも深刻な看護師不足を背景により就職に結びつきやすい資格として「准看護師の資

格」取得へのニーズが高い状況となっていることが推測される。関連して、「平成 23 年度全国

調査」における取得している資格等に関する質問において、母数が 28 名（取得率 2.1％）と少

ない状況ではあるが「准看護師」を取得している者における「資格が役立っている」とする回

答は 96.4％となっている。沖縄県が実施している「高等技能訓練促進費」は、母子家庭、父子

家庭の親が就職に有利な資格を取得するために２年以上養成機関に修学する場合に生活費の

補助として支給され（平成 25 年度より父子家庭も対象となる）、看護師や准看護師、保育士等

の国家資格を対象としている。このように、すでに沖縄県ではニーズに沿った支援事業を展開
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しているが、課題はその認知度と実際に利用しやすいかどうかといった制度の詳細の検討であ

ろう。母子世帯においてこのサービスを「知っている」とする回答は 12.7％で「相談窓口や支

援施設」「相談事業」全体において最も低い割合となっている。さらに、本事業へのニーズが

高い母子世帯に限定した場合でも、つまり、仕事に関する支援で特に望むものへの回答として、

「職業訓練の機会の充実」や「訓練受講の際の経済的援助」と回答している者に限定した場合

でも、その認知度はそれぞれ 9.3％、11.7％と逆に低くなり 1 割以下となっている。本事業は

開始からすでに 10 年以上が経過しており（平成 15 年度開始）、母子世帯への周知方法につい

ての再検討や利用を躊躇する要因の分析も今後必要である。 
 

離婚の場合の養育費の受取等に関する状況としては、多くの世帯で養育費を受け取っていな

いという状況が継続しているが、「最初から全く受け取っていない」（今回調査 75.8％、前回調

査 79.1％）は若干であるが減少し、「受け取っている」（「現在も、定期的に受け取っている」

「現在も、定期的ではないが、ときどき受け取っている」の合計）は 12.3%（前回調査 10.5％）

と微増している。また、養育費の取り決めの有無に関して「取り決めをしていない」が 48.3%
（前回調査 56.7％）と減少しており、離婚後の養育費受取に関する意識が高まっている傾向が

うかがえる。しかし、「平成 23 年度全国調査」と比較すると、全国調査において「現在も養育

費を受けている」は 19.7％であり沖縄県の母子世帯の方が低い割合であり、「最初から全く受

け取っていない」割合は全国調査の「養育費を受けたことがない」（60.7％）と比較すると、

引き続き約 15ポイント高い割合である（前回調査の比較ではその差は約 20ポイントであった）。

受け取っている場合の月平均月額も沖縄県の母子世帯で 36.5 千円で、全国調査の約 43.5 千円

よりも低い。今回の調査においても母子世帯となる理由の約８割が「離婚」であり、養育費の

取り決め及びその履行に関する法律の整備も含めた公的支援は引き続き今後の課題といえる。

今回調査より離婚後の子どもの面会交流に関する設問が追加されているが、「行っている」（「現

在、定期的に行っている」「現在、定期的ではないが、ときどき行っている」の合計）は 26.8%
であり、「最初から全く行っていない」（47.8%）で、全国調査の「現在も面会交流を行ってい

る」（27.7％）や「面会交流を行ったことがない」（50.8％）とほぼ同様の傾向である。 
 

居住状況に関しては、現在の不安・悩みとして「住宅」をあげる世帯の割合は、平成 10 年

9.7％、前々回 13.9％、前回 16.3％、今回 15.3％と前回と比較すると微減しているが、社会福

祉制度等への今後の利用希望として「公営住宅優先入居・家賃減免」の利用希望が最も高い

（26.0％）状況や、国や県及び市町村等に特に要望したいことにおいても、「公営住宅・団地

の優先入居」が 35.1％と 3 分の１以上を占める状況は継続している。上述しているように現在

の不安・悩みとして「家計（生活費）」が 75.7%で群を抜いて多い状況は今回調査でも継続し

ており、家計負担の軽減へと直結する公営住宅への優先入居や家賃減免に関するニーズが引き

続き高い。今回の調査より公営住宅への入居意向に関連して、「希望する（応募した経験なし）」

と回答した者にその理由を自由回答で求めている。「現在の居住近くに公営住宅がない」や「家

賃の支払い等の金銭面の理由」に加えて、「手続きがわからない」「募集のタイミングがあわな

い」「応募の手続きが煩雑で対応が難しい」などの手続きに関連する事柄も理由としてあがっ

ており、情報周知の方法に加えて手続き支援に関しても検討する必要がある。 
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今回の調査では「近所づきあい」に関する質問が追加されたが、「挨拶をする程度の人はい

る」が 37.0%で最も多く、以下「世間話する程度の人はいる」（22.7%）、「困ったこと等を相談

し助け合える人がいる」（20.2%）、「ほとんどつきあいをしていない」（18.8%）となっている。

この「ほとんどつきあいをしていない」と回答している者に、暮らしの状態に関する意識にお

いて「大変苦しい」と回答する割合が高い傾向がある（平均 22.6％、該当者 28.2％）。生活が

苦しい状況においては、近所づきあいをする精神的・物理的余裕がない状況にある可能性があ

り、そのような状況のまま何らかの支援を活用できない状況が継続してしまうとさらに孤立し、

他の生活上の問題が深刻化してしまう可能性が高い。この「大変苦しい」とする回答は、子ど

もの数が 3 人以上の世帯で最も高い割合を示し（32.8％）、特に子どもの人数が多い母子世帯

に関して、社会的な孤立という観点からもニーズ把握も行っていく必要がある。 
 

次に育児状況に関してであるが、現在の不安・悩みとして「子育て・教育」をあげる世帯の

割合は 40.4％となっており（前回 35.2％）、「仕事」（34.2％）を抜いて「家計（生活費）」（75.7%）

に次いで 2 番目に高い割合となっている。具体的な子どもに関する不安・悩みにおいては「進

学」が 36.5%（前回 30.2％）、「しつけ」が 32.2%（前回 37.8％）で群を抜いて多く、特に前

回は 2 番目に高い割合であった「進学」が最も高い割合へ順位を上げている。子どもの就学状

況と不安・悩みとの関連をみると、中学生や高校生をもつ世帯において「進学」を不安・悩み

とする回答が高く（それぞれ、60.3％、53.8％）、就学前や小学生をもつ世帯において「しつけ」

を不安・悩みとする回答が高い（それぞれ、48.9％、47.0％）。子育てに関して負担に感じるこ

ととしても、「進学にかかる費用」が 57.9%で群を抜いて多く、「塾代」（25.0％）がこれに続

く。通塾していない場合のその理由としては、「塾代が高い」が 81.2%で群を抜いて多くなっ

ているが、その他の自由回答として本人が塾に興味を持たないなどの回答も複数みられる。子

育てについての悩み・不安として「学校の成績」（17.4％）が「就職」（17.4％）と同率で 3 番

目に高い割合であり、小学生をもつ家庭の 21.7％が「学校の成績」を不安・悩みとして回答し

ていることも含めて類推すると、進学に関する悩みが本格化する中学生段階ではすでに基礎学

力に何らかの課題を抱える状況になっている場合も少なくないと考えられ、より早期の支援開

始を検討する必要がある。これらの状況から判断すると、国や県及び市町村等に特に要望した

いことにおける「しつけ」に対する不安・悩みを軽減する「認可保育所への優先入所」（12.5％）

や「学童保育等の充実」（16.2％）への対応とともに、就学前や小学生をもつ母子世帯への育

児相談などの支援活動を、小学校高学年以降に引き続き提供する学習支援とセットで告知・募

集することで、より早期の段階からスムーズにひとり親世帯に対する育児支援を実施できる可

能性があると考えられる。その点で、すでに沖縄県が平成 24 年度から開始している「沖縄県

母子家庭生活支援モデル事業」の今後の展開が注目される。 
 

母子寡婦福祉連合会への入会状況と入会意向に関する回答によると、「入会している」とす

る回答は 16.9％と前回調査の 29.9％から 13 ポイント減少し、「入会していない」とする回答

は 49.0％（前回 29.8％）と約 19 ポイント増加している。認知度に関しては、「市町村母子寡

婦福祉会」を「知っている」とする回答は 36.3％（前回 38.8％）、「県母子寡婦福祉連合会（母
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子福祉センター）」が 35.3％（前回 27.7％）と「県母子寡婦福祉連合会（母子福祉センター）」

の認知度が向上している。また、相談窓口や支援施設に関して、「利用した」と回答した人の

うち「満足している」と回答した人の割合でみると、「市町村母子寡婦福祉会」が 29.1%で最

も多く、次いで「児童相談所」が 23.5%、「県母子寡婦福祉連合会（母子福祉センター）」が 23.4%
となっている。上述の母子寡婦福祉連合会への入会状況に関して「入会していない」「会につ

いて知らなかった」と回答した人への今後の入会希望の有無に関する回答としては、「わから

ない」が 64.9%で群を抜いて多くなっており、「入会したい」は 9.0%となっている。上述の利

用した者の満足度を更に向上させる取組とともに、会の活動自体を更に周知させるための取組

を継続して行う必要性がある。特に認知度の低い、29 歳以下の母子世帯と、その他離島地域の

母子世帯への周知活動の必要性が高い。また、情報を周知し、それとともに入会を打診するタ

イミングとしては、「ひとり親になってからの期間」が「2 年未満」の時期が最も適切であると

判断される。「市町村母子寡婦福祉会」「県母子寡婦連合会（母子福祉センター）」を利用した

いとする回答は、「2 年未満」の場合それぞれ 14.7％（平均 7.7％）、17.9％（平均 9.9％）と平

均を大きく上回り、他の年数に比較して最も高い割合である。生活状況が苦しくなれば何らか

の支援を求めて母子寡婦福祉会等を利用したいという希望が高まるのではないかという考え

方があるかもしれないが、実際には暮らしの状態に関する意識において「大変苦しい」と回答

した者のそれぞれを利用したいとする回答は 9.9％と 11.1％、「苦しい」と回答した者において

は 6.0％と 7.5％であり、このような状況になると逆に、近所づきあい同様にこれらを利用する

精神的・物理的余裕がない状況となる可能性がある。予防という観点からも、最も入会意欲の

ある「ひとり親になってからの期間」が「2 年未満」の母子世帯に焦点を絞った周知方法や勧

誘方法を検討する必要性がある。 
 

平成 25 年度より沖縄県では新たに「ひとり親家庭技能習得支援事業」を開始している。本

事業は、今後沖縄県で成長が期待出来る観光分野等における中国語を必要とするサービス業に

特化した技能習得・研修等を実施し、併せて現場実習（ＯＪＴ）や技能習得時における子育て

支援を行い、ひとり親世帯の親の就労環境の改善及び生活基盤の安定を図るものである。本事

業の制定にあたっては、平成 20 年度の沖縄県ひとり親世帯等実態調査の調査結果に現れてい

た、「資格・技術取得の支援」や「学費等の費用の確保」を望む声の高さも反映されており、

沖縄県として本調査等を通して把握されたニーズを実際のサービス事業向上に活かしていく

姿勢が現れており、平成 24 年度から開始されている「沖縄県母子家庭生活支援モデル事業」

とともに今後の展開が注目される。このような新しい取り組みの開始とともに、従来からある

事業を含めて個々の母子世帯へのこれら事業の周知方法や、ニーズが高い世帯が実際にサービ

スを受けることが出来ているかどうか等についての検討も併せて行う事で、より母子世帯のニ

ーズに沿った事業展開が行われると考えられる。 
 

（文責：琉球大学法文学部 本村真） 

 


