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６．参考 

(1) 子育て世帯生活支援特別給付金受給者アンケート調査結果 

  ア 実施概要 

   (ｱ) 調査対象者 

      子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支給対

象者 

   (ｲ) 調査の方法 

      調査対象者が上記給付金の申請手続をした際、配付・回収 

   (ｳ) 調査期間 

      令和３年６月 30 日 ～ 令和３年８月 31 日 

   (ｴ) 回収結果 

      120 件 

   (ｵ) 調査項目 

      児童扶養手当受給者を対象とするアンケート調査(第２部参照)の一部設問を準用 

      (児童扶養手当受給者を対象とするアンケート調査の設問のうち、概ね問１･２･８･12･13･

16･20･25･26･30･31･49･51･62 に対応) 

 

  イ 実施結果 

   (ｱ) 回答者の属性(問１) 

給付金の支給対象児童からみた回答者の属性は、「父親」が多くなっている。 

 

参考図表１ 回答者の属性 

 
 

   (ｲ) 世帯構成(問２) 

      ① 世帯人数 

回答者の世帯人数は、３人世帯が最多となっている。 

 

参考図表２ 世帯構成 
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      ② 世帯の種類 

回答者の世帯の属性は、ふたり親世帯が最多となっている。 

 

参考図表３ 世帯の種類 

 
 

      ③ 同居している子どもの状況 

同居している子どもの状況は、約半数の世帯が、乳幼児又は小学生のいる世帯とな

っている。 

 

参考図表４ 同居している子どもの状況 

 

 

   (ｳ) 現在の就業状況(問３) 

現在の就業状況は、「仕事をしている」が８割を超えている。 

 

参考図表５ 現在の就業状況 

 

5.8% 88.3% 4.2%
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50.8%
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中学生のいる家庭

高校生相当以上の

子どもがいる家庭
N=120

85.0% 15.0%

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

仕事をしている 仕事をしていない N=120
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   (ｴ) 就労形態(問４) 

「仕事をしている」人(問３)にその就業形態を尋ねたところ、｢自営業主・家族従事者｣

(41.2％)が最多で、｢嘱託・契約社員・パート・アルバイト｣(30.4％)が続く。 

 

参考図表６ 就労形態 

 

 

   (ｵ) 現在の暮らし向き(問５) 

現在の暮らし向きは、「やや苦しい」と「大変苦しい」を合わせた割合が 83.3%で、「苦

しい」が 8 割を超えている。 

 

参考図表７ 現在の暮らし向き 
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   (ｶ) 主観的健康状態(問６) 

      ① 回答者 

        回答者の主観的健康状態(健康状態の自己評価)は、「よい」「まあよい」を合わせ

た割合が 63.4%の一方、「あまりよくない」「よくない」を合わせた割合が 10.0%とな

っている。 

 

参考図表８ 回答者の主観的健康状態 

 

 

 

 

      ② 子ども 

        子どもの主観的健康状態が「よい」「まあよい」を合わせた割合が 76.6%の一方、

「あまりよくない」「よくない」を合わせた割合が 2.5%となっている。 

 

参考図表９ 子どもの主観的健康状態 
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209 

 

   (ｷ) 子育てに関する情報の入手源(問７) 

      子育てに関する情報の入手源は、「インターネット」(60.0%)が最多で、「知人・友人、近

所・地域の人」(47.5%)が続く。 

 

参考図表 10 子育てに関する情報の入手源(複数回答) 

 

 

 

 

   (ｸ) 子どもに関する悩みを相談できる相手の有無(問８) 

      子どもに関する悩みの相談相手について、「相談相手がいる」が８割を超える一方、「相

談相手はいないが、ほしい」が約 1 割あった(11.7%)。 

 

参考図表 11 子どもに関する悩みの相談相手の有無 
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   (ｹ)  新型コロナウイルス感染症に関して、現在抱えている不安(問９) 

      新型コロナウイルス感染症に関し､現在抱えている不安は､｢収入が減少する不安｣

(80.8％)が最多で､｢家計についての不安｣･｢新型コロナウイルス感染症への感染不安｣

(56.7%)が続く。 

 

参考図表 12 新型コロナウイルス感染症に関して現在抱えている不安（複数回答） 

 

 

 

 

  

20.8%

80.8%

10.0%

56.7%
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17.5%
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12.5%

4.2%

56.7%

15.8%
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0.0%
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収入が減少する不安
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家計についての不安

住居についての不安

子どもの発達についての不安

子どもの学びについての不安

子どもの居場所のないことへの不安
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上記以外の病気や健康についての不安
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つながりが薄れることへの不安

その他の不安や漠然とした不安

特に不安はない

無回答 N=120
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   (ｺ) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大前後の家庭生活の変化(問 10) 

      新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前後の家庭生活の変化は、「世帯全体の収入」が

「減った」とする割合(90.8％)、回答者自身が「イライラや不安を感じたり、気分が沈む

こと」が「増えた」とする割合(63.3％)が特に高い。 

 

参考図表 13 コロナ拡大前後の家庭生活の変化 

 

 

   (ｻ) 地域の子どもの居場所の利用経験(問 11) 

      地域の人が運営する子ども食堂・無料学習塾・多世代交流等の居場所について、｢知って

いる｣(知っていて利用したことがある･知っているが利用したことはない)が 58.3％と６割

近いが、実際に利用したことがあるのは 5.8％となっている。 

 

参考図表 14 子ども食堂､無料学習塾､多世代交流の場などの居場所の認知度・利用経験 
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   (ｼ) 地域の子どもの居場所の利用意向・理由(問 12) 

      ① 子ども食堂 

        地域の子どもの居場所のうち、子ども食堂の利用意向を尋ねたところ、｢わからな

い｣(46.7％)が最多で、「利用したい」(28.3％)が続く。 

 

参考図表 15 子ども食堂の利用意向 

 

 

 

 

 

      ② 無料学習塾 

        地域の子どもの居場所のうち、無料学習塾の利用意向を尋ねたところ、｢わからな

い｣(43.3％)が最多で、「利用したい」(42.5％)が続く。 

 

参考図表 16 無料学習塾の利用意向 
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      ③ 利用したい理由 

        地域の子どもの居場所を「利用したい」と回答した者に対し、その理由を尋ねたと

ころ、「地域の人とのつながりができるから」･「新しく友だちができそうだから」

(50.0％)が最多となっている。 

 

参考図表 17 地域の子どもの居場所を利用したい理由 
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  ウ アンケート票 
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  エ アンケート単純集計表 

 

 

 

 

 

 

 

  

問１　回答者の属性 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 父親 67       55.8 55.8
2 母親 52       43.3 43.3
3 祖父母 1        0.8 0.8
4 その他 0        0.0 0.0

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
120

問２　(1)世帯人数 (SA)
№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 2人世帯 3        2.5 2.5
2 3人世帯 50       41.7 41.7
3 4人世帯 43       35.8 35.8
4 5人世帯 20       16.7 16.7
5 6人世帯 3        2.5 2.5
6 7人世帯 1        0.8 0.8

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
120

問２　(2)世帯の種類 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 父子世帯 0        0.0 0.0
2 母子世帯 7        5.8 5.9
3 ふたり親世帯 106      88.3 89.8
4 その他 5        4.2 4.2

無回答 2        1.7
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
118

問２　(3)子どもの年齢層 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 乳幼児(小学校入学前) 61       50.8 50.8
2 小学生 58       48.3 48.3
3 中学生 28       23.3 23.3
4 高校生以上 21       17.5 17.5

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100 120

問３　仕事の有無 (SA)
№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 仕事をしている 102      85.0 85.0
2 仕事をしていない 18       15.0 15.0

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
120

問４　就労形態 (SA)
№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 正社員・正規職員 26       25.5 25.5
2 派遣社員 2        2.0 2.0
3 嘱託･契約社員･パート･アルバイト 31       30.4 30.4
4 自営業主・家族従事者 42       41.2 41.2
5 その他 1        1.0 1.0

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 102      100 102
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問５　現在の暮らし向き (SA)
№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 大変苦しい 52       43.3 44.1
2 やや苦しい 48       40.0 40.7
3 ふつう 18       15.0 15.3
4 ややゆとりがある 0        0.0 0.0
5 大変ゆとりがある 0        0.0 0.0

無回答 2        1.7
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
118

問６(1) 健康状態(保護者) (SA)
№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 よい 53       44.2 44.2
2 まあよい 23       19.2 19.2
3 ふつう 32       26.7 26.7
4 あまりよくない 9        7.5 7.5
5 よくない 3        2.5 2.5

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
120

問６(2) 健康状態(子ども) (SA)
№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 よい 73       60.8 61.9
2 まあよい 19       15.8 16.1
3 ふつう 23       19.2 19.5
4 あまりよくない 3        2.5 2.5
5 よくない 0        0.0 0.0

無回答 2        1.7
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
118

問７ 子育てに関する情報源 (MA)
№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 親族 45       37.5 37.5
2 知人･友人、近所･地域の人 57       47.5 47.5
3 保護者仲間 33       27.5 27.5
4 保育園･幼稚園･学校等 45       37.5 37.5
5 区役所･区民事務所･地域センター 13       10.8 10.8
6 区の広報物(広報いたばし等) 14       11.7 11.7
7 区のホームページ 22       18.3 18.3
8 テレビ･ラジオ･新聞 16       13.3 13.3
9 子育て雑誌･育児書 7        5.8 5.8
10 インターネット 72       60.0 60.0
11 情報の入手手段がわからない 2        1.7 1.7
12 その他 0        0.0 0.0

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100 120

問８　悩みの相談相手 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 相談できる相手がいる 99       82.5 82.5
2 相談相手はいないが、ほしい 14       11.7 11.7
3 必要ない 7        5.8 5.8

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
100
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問９　コロナ禍の不安 (MA)
№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 失業・失職する不安 25       20.8 21.6
2 収入が減少する不安 97       80.8 83.6
3 上記以外の仕事についての不安 12       10.0 10.3
4 家計についての不安 68       56.7 58.6
5 住居についての不安 26       21.7 22.4
6 子どもの発達についての不安 21       17.5 18.1
7 子どもの学びについての不安 34       28.3 29.3
8 子どもの居場所がないことへの不安 15       12.5 12.9
9 上記以外の子どもについての不安 5        4.2 4.3

10
新型コロナウイルス感染症への
感染不安

68       56.7 58.6

11 上記以外の病気や健康についての不安 19       15.8 16.4

12
親族･友人･地域など､人とのつながりが薄れるこ
とへの不安

33       27.5 28.4

13 その他の不安や漠然とした不安 8        6.7 6.9
14 特に不安はない 0        0.0 0.0

無回答 4        3.3
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100 116              

問10(1) コロナ拡大前後の生活の変化
　　　　世帯全体の収入 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 増えた 3        2.5 2.6
2 減った 109      90.8 93.2
3 変わらない 5        4.2 4.3

無回答 3        2.5
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
117

問10(2) コロナ拡大前後の生活の変化
　　　　生活に必要な支出 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 増えた 45       37.5 39.1
2 減った 19       15.8 16.5
3 変わらない 51       42.5 44.3

無回答 5        4.2
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
115

問10(3) コロナ拡大前後の生活の変化
　　　　食料や衣服を買えないこと (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 増えた 55       45.8 48.2
2 減った 8        6.7 7.0
3 変わらない 51       42.5 44.7

無回答 6        5.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
114

問10(4) コロナ拡大前後の生活の変化
　　　　子どもと話をすること (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 増えた 45       37.5 39.5
2 減った 7        5.8 6.1
3 変わらない 62       51.7 54.4

無回答 6        5.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
114



219 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

問10(5) コロナ拡大前後の生活の変化
　　　　家庭内での言い争い・もめごと (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 増えた 25       20.8 22.1
2 減った 9        7.5 8.0
3 変わらない 79       65.8 69.9

無回答 7        5.8
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
113              

問10(6) コロナ拡大前後の生活の変化
　　　　イライラ･不安･気分が沈むこと (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 増えた 76       63.3 66.7
2 減った 4        3.3 3.5
3 変わらない 34       28.3 29.8

無回答 6        5.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
114              

問11 子どもの居場所の認知･利用経験 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 知っていて利用したことがある 7        5.8 6.1
2 知っているが利用したことはない 63       52.5 54.8
3 知らない 45       37.5 39.1

無回答 5        4.2
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
115

問12(1)　子どもの居場所の利用意向
　　　　 ①子ども食堂 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 利用したい 34       28.3 30.1
2 利用したくない 23       19.2 20.4
3 わからない 56       46.7 49.6

無回答 7        5.8
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100

%
113

問12(1)　子どもの居場所の利用意向
　　　　 ②無料学習塾 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 利用したい 51       42.5 44.7
2 利用したくない 11       9.2 9.6
3 わからない 52       43.3 45.6

無回答 6        5.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 120      100 114

問12(2) 子どもの居場所を利用したい理由 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 地域の人とのつながりができるから 28       50.0 52.8
2 新しく友だちができそうだから 28       50.0 52.8
3 子どもが一人でも行けるから 16       28.6 30.2
4 利用料金が安いから 22       39.3 41.5
5 健康的な食事を提供してもらえるから 15       26.8 28.3
6 アットホームな雰囲気の場所が多そうだから 8        14.3 15.1
7 子どもの生活習慣・成績が心配だから 17       30.4 32.1
8 その他 0        0.0 0.0

無回答 3        5.4
N （％ﾍﾞｰｽ） 56       100 53
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 (2) 子どもの居場所利用者アンケート調査結果 

  ア 実施概要 

   (ｱ) 調査対象者 

      区内の子どもの居場所(子ども食堂、多世代交流等)の利用者(子ども・保護者等) 

   (ｲ) 調査の方法 

      調査対象者が子どもの居場所を利用時に、アンケート票を配付・回収 

   (ｳ) 調査期間 

      令和３年７月 12 日 ～ 令和３年９月１日 

   (ｴ) 回収結果 

      32 件 

   (ｵ) 調査項目 

      居場所を利用する頻度、居場所を利用する理由、居場所の利用前後の変化等 

 

  イ 実施結果 

   (ｱ) 回答者の属性(問１) 

回答者の属性は、乳幼児の保護者が最多となっている(46.9％)。 

 

参考図表 18 回答者の属性(複数回答) 

 

 

   (ｲ) 居場所を利用する頻度(問２) 

      居場所を利用する頻度は、「たまに来ている」(34.4％)が最多となっている。 

 

参考図表 19 居場所の利用頻度 

 

46.9%

21.9%

34.4%

12.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

乳幼児(保護者)

小学生(本人)

小学生(保護者)

その他

25.0% 34.4% 18.8% 21.9%

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

いつも来ている たまに来ている あまり来ていない ほとんど来ていない N=32
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   (ｳ) 居場所を利用する理由(問３) 

居場所を利用する理由は、「ごはんを食べるため」･「友だちと遊ぶため」が最多となっ

ている(37.5％)。 

なお、「その他」の例として、「子どもが色々な体験ができる」、「親がおとなと会話でき

る」などがあった。 

 

参考図表 20 居場所を利用する理由 

 

 

 

  

37.5%

37.5%

28.1%

18.8%

3.1%

0.0%

18.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

ごはんを食べるため

友だちと遊ぶため

居場所にいるおじさん・おばさん・

お兄さん・お姉さんと話をするため

ここにいると安心できるため

勉強するため

家に誰もいないため

その他 N=32



222 

 

   (ｴ) 子どもが放課後に過ごす場所(問４) 

子どもが平日の放課後に過ごす場所は、「自宅」(62.5％)が最多で、「塾・習い事」

(37.5％)が続く。 

なお、「その他」の例として、「保育園」などがあった。 

 

参考図表 21 子どもが放課後に過ごす場所 

 

 

   (ｵ) 居場所の利用前後の変化(1)子どもの主観的健康(問５) 

居場所を利用した後は、その前よりも、子どもの主観的健康が「よい」割合が増えてい

る。 

 

参考図表 22 子どもの主観的健康状態の変化 

 
 

  

62.5%

37.5%

31.3%

9.4%

6.3%

6.3%

0.0%

18.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

自分の家

塾・習い事

公園・図書館等の

公共施設

学校(クラブ活動・

あいキッズ等)

おじいちゃん・

おばあちゃんの家

友だちの家

わからない

その他
N=32

59.4%

78.1%

6.3%

3.1%

15.6%

6.3%

0.0%

3.1%

0.0%

0.0%

18.8%

9.4%

居場所に来る前

居場所に来た後

主観的健康状態が「よい」 主観的健康状態が「まあよい」

主観的健康状態が「ふつう」 主観的健康状態が「あまりよくない」

主観的健康状態が「よくない」 無回答 N=32
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   (ｶ) 居場所の利用前後の変化(2)地域の行事への参加(問６) 

      居場所を利用した後は、その前よりも、地域の行事に「ほとんど参加しない」割合が増

えている。注記として「コロナ」などの記載が散見されることから、新型コロナウイルス

感染症が、社会的接触を減少させているのではないかと思われる。 

 

参考図表 23 地域の行事(お祭り･ボランティア活動など)への参加の変化 

 
 

 

 

 

   (ｷ) 居場所の利用前後の変化(3)読書習慣(問７) 

      居場所を利用した後は、その前よりも、本を「よく読む」割合が増えている。 

 

参考図表 24 読書習慣の変化 

 
 

 

  

31.3%

31.3%

21.9%

25.0%

12.5%

12.5%

21.9%

28.1%

12.5%

3.1%

居場所に来る前

居場所に来た後

地域行事によく参加する 地域行事にたまに参加する

地域行事にあまり参加しない 地域行事にほとんど参加しない

無回答 N=32

43.8%

62.5%

28.1%

18.8%

6.3%

3.1%

12.5%

15.6%

9.4%

0.0%

居場所に来る前

居場所に来た後

本を「よく読む」 本を「たまに読む」 本を「あまり読まない」

本を「ほとんど読まない」 無回答 N=32
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   (ｸ) 居場所の利用前後の変化(4)自信(問８) 

      居場所を利用した後は、その前よりも、「自信がある」割合が増えている。 

 

参考図表 25 自信の変化 

 
 

 

   (ｹ) 居場所を利用してよかったか(問９) 

      居場所を利用してよかったかについて、「よかったと思う」(93.8％)が大半を占めた。 

 

参考図表 26 居場所を利用してよかったか 

 
 

 

12.5%

28.1%

37.5%

31.3%

21.9%

18.8%

12.5%

9.4%

15.6%

12.5%

居場所に来る前

居場所に来た後

自信がある どちらかというと

自信がある

どちらかというと

自信がない

自信がない 無回答
N=32

93.8% 3.1%

0.0%

0.0%

3.1%

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

よかったと思う どちらかというと

よかったと思う

どちらかというと

よかったと思わない

よかったと思わない 無回答
N=32
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  ウ アンケート票 
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  エ アンケート単純集計表 

 

 

 

 

 

  

問１　回答者の属性 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 小学生 7        21.9 21.9
2 中学生 0        0.0 0.0
3 高校生 0        0.0 0.0
4-ｱ 子どもの保護者(小学校入学前) 15       46.9 46.9
4-ｲ 子どもの保護者(小学生) 11       34.4 34.4
4-ｳ 子どもの保護者(中学生) 0        0.0 0.0
4-ｴ 子どもの保護者(高校生) 0        0.0 0.0
5 その他 4        12.5 12.5

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100

%
32

問２　居場所に来る頻度 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 あいているときは、いつも来ている 8        25.0 25.0
2 あいているときは、たまに来ている 11       34.4 34.4
3 あいていても、あまり来ていない 6        18.8 18.8
4 あいていても、ほとんど来ていない 7        21.9 21.9

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100

%
32

問３　居場所に来る理由 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 勉強するため 1        3.1 3.1
2 ここにいると安心できるため 6        18.8 18.8
3 ごはんを食べるため 12       37.5 37.5

4
居場所にいるおじさん･おばさん･
お兄さん･お姉さんと話をするため

9        28.1 28.1

5 友だちと遊ぶため 12       37.5 37.5
6 家に誰もいないため 0        0.0 0.0
7 その他 6        18.8 18.8

無回答 0        0.0 0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100

%
32

問４　放課後の居場所 (MA)
№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 自分の家 20       62.5 62.5
2 おじいちゃん･おばあちゃんの家 2        6.3 6.3
3 友だちの家 2        6.3 6.3
4 塾・習い事 12       37.5 37.5
5 ｢まなぶーす｣や｢学びｉプレイス｣ 0        0.0 0.0
6 学校(クラブ活動、あいキッズなど) 3        9.4 9.4
7 i-youth 0        0.0 0.0
8 公園・図書館等の公共施設 10       31.3 31.3
9 地域の子ども食堂や無料学習塾 0        0.0 0.0
10 商店街・ショッピングモール 0        0.0 0.0
11 ゲームセンター 0        0.0 0.0
12 わからない 0        0.0 0.0
13 その他 6        18.8 18.8

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100 32
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問５(1)　居場所に来る前後の変化
　　　 　(健康)：来る前 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 よい 19       59.4 73.1
2 まあよい 2        6.3 7.7
3 ふつう 5        15.6 19.2
4 あまりよくない 0        0.0 0.0
5 よくない 0        0.0 0.0

無回答 6        18.8
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100

%
26               

問５(2)　居場所に来る前後の変化
　　　　 (健康)：来た後 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 よい 25       78.1 86.2
2 まあよい 1        3.1 3.4
3 ふつう 2        6.3 6.9
4 あまりよくない 1        3.1 3.4
5 よくない 0        0.0 0.0

無回答 3        9.4
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100 29

問６(1)　居場所に来る前後の変化
　　　　 (地域行事への参加):来る前 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 よく参加する 10       31.3 35.7
2 たまに参加する 7        21.9 25.0
3 あまり参加しない 4        12.5 14.3
4 ほとんど参加しない 7        21.9 25.0

無回答 4        12.5
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100

%
28

問６(2) 居場所に来る前後の変化
　　　　(地域行事への参加):来た後 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 よく参加する 10       31.3 31.3
2 たまに参加する 8        25.0 25.0
3 あまり参加しない 4        12.5 12.5
4 ほとんど参加しない 9        28.1 28.1

無回答 1        3.1
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100

%
31

問７(1) 居場所に来る前後の変化
　　　　(読書):来る前 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 よく読む 14       43.8 48.3
2 たまに読む 9        28.1 31.0
3 あまり読まない 2        6.3 6.9
4 ほとんど読まない 4        12.5 13.8

無回答 3        9.4
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100

%
29

問７(2) 居場所に来る前後の変化
　　　　(読書):来た後 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 よく読む 20       62.5 62.5
2 たまに読む 6        18.8 18.8
3 あまり読まない 1        3.1 3.1
4 ほとんど読まない 5        15.6 15.6

無回答 0        0.0
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100 32
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問８(1)　居場所に来る前後の変化
　　　　 (自信):来る前 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 自信がある 4        12.5 14.8
2 どちらかというと自信がある 12       37.5 44.4
3 どちらかというと自信がない 7        21.9 25.9
4 自信がない 4        12.5 14.8

無回答 5        15.6
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100

%
27

問８(2)　居場所に来る前後の変化
　　　　 (自信):来た後 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 自信がある 9        28.1 32.1
2 どちらかというと自信がある 10       31.3 35.7
3 どちらかというと自信がない 6        18.8 21.4
4 自信がない 3        9.4 10.7

無回答 4        12.5
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100 28

問９ 居場所に来てよかったか (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (無回答を除く)％
1 よかったと思う 30       93.8 96.8
2 どちらかというとよかったと思う 1        3.1 3.2
3 どちらかというとよかったと思わない 0        0.0 0.0
4 よかったと思わない 0        0.0 0.0

無回答 1        3.1
N （％ﾍﾞｰｽ） 32       100

%
31


