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第１章 計画の概要

１ 計 画 策 定 の 趣 旨

母 子 家 庭 及 び 父 子 家 庭 並 び に 寡 婦 （ 以 下 「 ひ と り 親 家 庭 等 」 と

い う 。） の 生 活 で は ,子 育 て と 生 計 の 担 い 手 と い う 役 割 を 一 人 で 担

う こ と が 多 く ， 経 済 的 な 不 安 ， 健 康 面 で の 不 安 ， 子 ど も の 将 来 へ

の 不 安 等 を 抱 え て い る こ と か ら ， ひ と り 親 が そ れ ら の 困 難 を 克 服

し ， よ り 良 い 生 活 を 持 続 す る こ と が で き る 支 援 施 策 が 求 め ら れ て

い ま す 。

そ こ で 柏 市 で は ，母 子 及 び 寡 婦 等 の 生 活 の 安 定 と 向 上 を 目 的 に ，

第 １ 期 「 柏 市 母 子 家 庭 等 自 立 促 進 計 画 」 を 平 成 ２ ２ 年 度 か ら ２ ６

年 度 ま で の 計 画 期 間 と し て 策 定 ， 施 策 を 実 施 し て き ま し た 。

し か し な が ら ， 近 年 の 社 会 経 済 環 境 の 変 化 ， 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ

の 希 薄 化 な ど に よ る 子 育 て の 孤 立 感 ・ 負 担 感 の 増 加 ， 非 正 規 雇 用

の 増 加 等 に よ る 就 労 環 境 変 化 な ど ，様 々 な 社 会 環 境 の 変 化 に よ り ，

ひ と り 親 家 庭 等 を 取 り 巻 く 環 境 は 依 然 と し て 厳 し い 現 状 が あ り ま

す 。

平 成 ２ ５ 年 国 民 生 活 基 礎 調 査 で は ， ひ と り 親 世 帯 の 相 対 的 貧 困

率 は ５ ４ ． ６ ％ と 大 変 高 い 数 字 が 示 さ れ て お り ， ま た ， 平 成 ２ ６

年 １ 月 に は「子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」が 施 行 さ れ ，

同 年 ８ 月 ２ ９ 日 に は 「 子 供 の 貧 困 対 策 に 関 す る 大 綱 」 が 閣 議 決 定

さ れ た こ と を 受 け て ， 貧 困 の 様 々 な 要 因 に 対 す る ， よ り き め 細 や

か な 就 業 支 援 ， 生 活 支 援 及 び 経 済 的 支 援 な ど の 各 種 施 策 実 行 が

求 め ら れ て お り ま す 。こ の た め 柏 市 で は ，市 民 や 地 域 ，関 係 機 関 ，

行 政 等 が 密 接 な 連 携 を と り ， ひ と り 親 家 庭 等 の 自 立 支 援 を 促 進 す

る 第 ２ 期 計 画 を 策 定 す る も の で す 。

２ 計 画 の 位 置 付 け

本 計 画 は ， 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 第 １ ２ 条 の 規 定 及 び

国 の 基 本 方 針 に 基 づ き ,ま た ，子 ど も ・子 育 て 支 援 事 業 計 画 等 を 上

位 計 画 と し ， 各 種 子 ど も ， 子 育 て 支 援 施 策 等 と 整 合 性 を 図 り 策 定

す る も の で す 。
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３ 計 画 の 対 象

本 計 画 の 対 象 は 母 子 家 庭 及 び 父 子 家 庭 並 び に 寡 婦 と し ま す 。

母 子 家 庭 と は ， 配 偶 者 の い な い 女 性 と 20歳 未 満 の 子 ど も が い る

世 帯 で ，同 居 親 族 が い る 場 合 を 含 み ま す 。ま た，配 偶 者 が 精 神 上 ，

身 体 上 の 障 害 に よ り 長 期 に 渡 り 労 働 能 力 を 失 っ て い る 場 合 等 も 含

み ま す 。

父 子 家 庭 と は ， 配 偶 者 の い な い 男 性 と 20歳 未 満 の 子 ど も が い る

世 帯 で ，同 居 親 族 が い る 場 合 を 含 み ま す 。ま た，配 偶 者 が 精 神 上 ，

身 体 上 の 障 害 に よ り 長 期 に 渡 り 労 働 能 力 を 失 っ て い る 場 合 等 も 含

み ま す 。

寡 婦 と は ， 配 偶 者 の な い 女 性 で あ っ て ， か つ て 母 子 家 庭 と し て

20 歳 未 満 の 児 童 を 扶 養 し て い た こ と の あ る か た を 言 い ま す 。

４ 計 画 の 期 間

本 計 画 の 期 間 は ， 平 成 ２ ７ 年 度 か ら３ １ 年 度 ま で の ５ 年 間 と し

ま す 。

た だ し ， 国 等 の ひ と り 親 家 庭 等 に 関 す る 法 改 正 ， 施 策 動 向 や 社

会 経 済 状 況 等 の 変 動 に よ り ， 必 要 に 応 じ て 見 直 し を 行 い ま す 。
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第２章 ひとり親家庭を取り巻く現状と課題

１ 第 １ 期 計 画 の 実 施 状 況 と 評 価

(1) 就 業 支 援

ひ と り 家 庭 等 が ，自 立 し 十 分 な 収 入 を 得 ，安 定 し た 生 活 を 営 め る

こ と を 目 指 し ， 職 業 能 力 育 成 の た め の 講 習 会 や セ ミ ナ ー の 実 施 ，資

格 取 得 の た め の 教 育 訓 練 給 付 金 支 給 ，自 立 支 援 プ ロ グ ラ ム 策 定 な ど

に よ る 就 労 相 談 事 業 等 の 就 業 支 援 を 実 施 し ま し た 。

ア ． 就 業 支 援 講 習 会 等 （ 就 業 ・ 自 立 支 援 ）

就 業 ･転 職 等 を 希 望 す る 母 子 家 庭 の 母 を 対 象 に ， 就 業 に 繋 が る

講 習 会 等 を 実 施 (受 講 人 数 )

内 容

平 成

22 年 度

平 成

23 年 度

平 成

24 年 度

平 成

25 年 度

パ ソ コ ン 講 習 会
６ ２

(修 了 者 ４ ５ )

５ １

(修 了 者 ３ ９ )

３ ２

(修 了 者 ２ ０ )

介 護 職 員 初 任 者 研 修 (旧

ホ ー ム ヘ ル パ ー ２ 級 )

１ １

(全 員 修 了 )

※ 父 子 家 庭 の 父 に つ い て も 平 成 ２ ５ 年 度 か ら 対 象

イ ． 就 業 支 援 セ ミ ナ ー （ 就 業 ・ 自 立 支 援 ）

(受 講 人 数 )

内 容
平 成

22 年 度

平 成

23 年 度

平 成

24 年 度

平 成

25 年 度

母 子 家 庭 の 母 を 対 象 に ， 履 歴 書

等 の 書 き 方 ， 面 接 の マ ナ ー な ど

就 職 ・ 離 転 職 に 役 立 つ セ ミ ナ ー

を 開 催

４ ０ ０ ９
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ウ ． 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 （ 母 子 家 庭 等 自 立 支 援 給 付 金 ）

（ 平 成 ２ ５ 年 ８ 月 ひ と り 親 等 就 業 資 格 等 助 成 と 統 合 ※ ）

市 が 指 定 す る 教 育 訓 練 講 座 を 受 講 し た 母 子 家 庭 の 母 に 給 付 金 を

支 給 。 市 単 独 事 業 で あ っ た ， ひ と り 親 等 就 業 資 格 等 取 得 事 業 と 統

合 し ， 補 助 率 ２ ０ ％ を ５ ０ ％ に ， 上 限 額 を １ ０ 万 円 か ら ２ ０ 万 円

に 引 き 上 げ 。

※ 父 子 家 庭 の 父 に つ い て も 平 成 ２ ５ 年 度 か ら 対 象

※ 平 成 ２ ３ 年 の 第 ３ 回 柏 市 版 事 業 仕 分 け に お い て ，「 市 改 善 （ 維 持 ）」 と

最 終 判 断 が さ れ ， 国 の 基 準 に 合 わ せ て ， 市 制 度 も 一 体 的 に 統 合 し 支 援

し て い く 方 針 が 決 定 さ れ た 。

エ ． 高 等 技 能 訓 練 促 進 費 （ 母 子 家 庭 等 自 立 支 援 給 付 金 ）

看 護 師 ・准 看 護 師 ・介 護 福 祉 士 ・保 育 士 ・理 学 療 法 士 ・作 業 療 法

士 の 資 格 を 取 得 す る た め ２ 年 以 上 養 成 期 間 で 修 業 す る 場 合 に ，修 業

期 間 中 の 上 限 ２ 年 間 に つ い て ， 訓 練 促 進 費 を 支 給 。

平 成

22 年 度
28 件 33,06 4 , 50 0 円

看 護 師 16（ 就 業 4,次 年 度 以 降 修 了 12）

准 看 護 師 5(次 年 度 以 降 修 了 5)

保 育 士 6(次 年 度 以 降 修 了 6)

介 護 福 祉 士 1(就 業 1)

平 成

23 年 度
44 件 55,48 3 , 50 0 円

看 護 師 19( 就 業 3, 次 年 度 以 降 修 了 13,

休 学 2,資 格 喪 失 1)

准 看 護 師 13(就 業 3,次 年 度 以 降 修 了 5,

進 学 1,休 学 1,未 決 定 1,資 格 喪 失 2)

保 育 士 10(次 年 度 以 降 修 了 8,資 格 喪 失

2)

介 護 福 祉 士 1(次 年 度 以 降 修 了 1)

理 学 療 法 士 1(次 年 度 以 降 修 了 1)

平 成 22 年 度 1 件 18,05 0 円 ホ ー ム ヘ ル パ ー ２ 級

平 成 23 年 度 1 件 7,60 0 円 調 剤 薬 局 事 務

平 成 24 年 度 0 件 － －

平 成 25 年 度 0 件 － －

支 給 額
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平 成

24 年 度
37 件 50,34 7 , 50 0 円

看 護 師 20( 就 業 7, 次 年 度 以 降 修 了 11,

転 出 1,資 格 喪 失 1)

准 看 護 師 7(就 業 3,次 年 度 以 降 修 了 2,

進 学 2)

保 育 士 7(次 年 度 以 降 修 了 5,転 出 1， 未

決 定 1,)

介 護 福 祉 士 2(次 年 度 以 降 修 了 1,転 出 1)

理 学 療 法 士 1(次 年 度 以 降 修 了 1)

平 成

25 年 度
31 件 35,9 4 3 ,5 0 0 円

看 護 師 14(就 業 5,次 年 度 以 降 修 了 7,未

決 定 1,進 学 1)

准 看 護 師 10(就 業 2,次 年 度 以 降 修 了 7,

進 学 1)

保 育 士 5(就 業 1,次 年 度 以 降 修 了 4)

介 護 福 祉 士 1(転 出 1)

理 学 療 法 士 1(次 年 度 以 降 修 了 1)

オ ． ひ と り 親 等 就 業 資 格 等 取 得 助 成 金

（ 平 成 ２ ５ 年 ８ 月 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 に 統 合 ）

ひ と り 親 家 庭 の 母 若 し く は 父 等 が 就 業 を 目 的 に 市 が 定 め る 資 格

を 取 得 し た 場 合 ， そ の 資 格 の 取 得 に 関 す る 経 費 の ２ 分 の １ を 助

成 。

※ ()は ア ン ケ ー ト 回 答 記 入 者 で ，就 労 条 件 が 改 善 し た 数

平 成 22 年 度 10 件 707,0 0 0 円

ホ ー ム ヘ ル パ ー 3(1),

医 療 事 務 2(1),パ ソ コ ン 2,調 理 師 1,

美 容 師 1,Ｃ Ａ Ｄ 1

平 成 23 年 度 11 件 803,0 0 0 円

ホ ー ム ヘ ル パ ー 4,准 看 護 師 1,医 療

事 務 3(2) ,パ ソ コ ン 1,介 護 事 務 管 理

士 1， 鍼 灸 師 1

平 成 24 年 度 ９ 件 523,0 0 0 円
ホ ー ム ヘ ル パ ー 5,歯 科 衛 生 士 1,パ

ソ コ ン 2,保 険 請 求 事 務 1

平 成 25 年 度 ４ 件 362,0 0 0 円 ホ ー ム ヘ ル パ ー 3,言 語 聴 覚 士 1
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【 評 価 】（ １ ） 就 業 支 援 の 推 進

ひ と り 親 家 庭 等 が 経 済 的 に 自 立 し た 生 活 を 送 る た め に は ，収 入 面

で 安 定 し た 仕 事 に 就 く こ と が 重 要 で す 。

講 習 会 事 業 と し て 従 前 は パ ソ コ ン 講 習 会 を 実 施 し て い ま し た が ，

よ り 就 業 に つ な が り や す い 講 座 と し て ，平 成 ２ ５ 年 度 か ら 介 護 職 員

初 任 者 研 修（ 旧 ホ ー ム ヘ ル パ ー ２ 級 ）を 実 施 し て お り ，少 子 高 齢 化

社 会 に 対 応 し ，ニ ー ズ に あ っ た 内 容 の 講 習 会 事 業 を 今 後 と も 検 討 し

て い く 必 要 が あ り ま す 。

資 格 取 得 支 援 事 業 で あ る 高 等 技 能 訓 練 促 進 費 事 業 は ， 支 給 額 ，支

給 期 間 の 手 厚 さ や ，自 立 に 役 立 つ 資 格 を 取 得 で き る こ と な ど か ら 多

く の 受 給 者 の 利 用 が あ り ，ひ と り 親 家 庭 等 の 就 業 に 関 し て 、一 定 の

成 果 が あ っ た と 考 え ら れ ま す 。一 方 ，自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 制 度

は 利 用 者 が ほ と ん ど 無 く ，よ り 広 報 宣 伝 な ど 周 知 に 工 夫 が 必 要 と 思

わ れ ま す 。

ま た ，就 業 支 援 セ ミ ナ ー で は 周 知 方 法 を 見 直 し た 結 果 ，受 講 人 数

増 加 と な り ，県 と も 連 携 を 図 り ，よ り 一 層 の 支 援 策 の 周 知 ，充 実 を

図 っ て い く 必 要 が あ り ま す 。

カ ． 自 立 支 援 プ ロ グ ラ ム （ 就 業 機 会 創 出 支 援 ）

内 容
平 成

22 年 度

平 成

23 年 度

平 成

24 年 度

平 成

25 年 度

就 職 ，転 職 ，就 労 に 対 す る 不 安 等 を

母 子 自 立 支 援 員 が 相 談 に 応 じ ，個 々

に 対 応 し た 助 言 や 支 援 制 度 紹 介 ，ハ

ロ ー ワ ー ク 求 職 相 談 同 行 等 の 支 援

18 件 20 件 22 件 14 件

※ 相 談 終 了 後 の 聞

き 取 り 等 で 就 職 が

が 確 認 で き た も の

正 社 員 ３ ５ ３ １

派 遣 社 員 － １ １ －

パ ー ト 等 ４ ５ ５ ６
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(2) 生 活 ・ 子 育 て 支 援

ひ と り 親 家 庭 で は ，子 ど も を 養 育 す る た め に 就 労 が 困 難 な 場 合 が

あ り ま す 。学 校 放 課 後 に 安 心 し て 預 け る こ と が で き る こ ど も ル ー ム

な ど ，ひ と り 親 家 庭 の 母 ま た は 父 が 安 心 し て 働 く こ と が で き る 環 境

づ く り の た め の 子 育 て 支 援 施 策 を 実 施 し ま し た 。ま た ，子 ど も の 社

会 性 を 育 む た め に も 子 ど も の 居 場 所 づ く り の 確 保 に 努 め ま し た 。

ア ． 保 育 園 の 優 先 入 所

就 学 前 の 子 ど も が い る た め ， 就 労 の 機 会 を 逃 し て い る ひ と

り 親 家 庭 の 子 ど も の 保 育 園 へ の 優 先 的 入 所 。

エ ． 母 子 家 庭 等 日 常 生 活 支 援 事 業

ひ と り 親 家 庭 の 世 帯 で ，病 気 ・事 故 ・冠 婚 葬 祭 な ど や む を 得 な

い 事 情 に よ り ， 一 時 的 に 生 活 の 支 援 が 必 要 な と き に ， 生 活 支 援

員 を 派 遣 す る 。（ 実 施 検 討 ）

イ ． 子 ど も の 居 場 所 （ こ ど も ル ー ム 等 ）

就 学 児 童 の 放 課 後 の 安 全 や 子 ど も の 社 会 性 を 育 む た め ， こ

ど も ル ー ム ，放 課 後 子 ど も 教 室 ，児 童 セ ン タ ー ，フ ァ ミ リ ー ・

サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー 事 業 な ど 子 ど も の 居 場 所 の 確 保 。

（ こ ど も ル ー ム 設 置 数 ，児 童 数 ）

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度 平 成 ２ ５ 年 度

３ ６ か 所

１ ， ９ ９ ２ 人

３ ７ か 所

１ ， ９ ５ ７ 人

３ ８ か 所

１ ， ９ １ ７ 人

３ ９ か 所

２ ， １ ０ ２ 人

ウ ． 公 営 住 宅 の 優 先 入 居

配 偶 者 の な い 母 子 ， 父 子 世 帯 で ２ ０ 歳 未 満 の 子 を 扶 養 し て

い る か た に 入 居 抽 選 で の 優 遇 措 置 を 実 施 。
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【 評 価 】（ ２ ） 生 活 ・ 子 育 て 支 援

ひ と り 親 家 庭 等 が ，就 業 と 子 育 て と の 両 立 を 図 り ，安 心 し て 生 活

を 送 る た め に は ， 生 活 面 に お け る 支 援 を 行 う こ と が 必 要 で す 。

そ の た め に は 保 育 所 の 優 先 入 所 や 預 か り 保 育 の 充 実 な ど ，待 機 児

童 解 消 ア ク シ ョ ン プ ラ ン に よ る 各 種 施 策 と 合 わ せ ，保 育 環 境 の 充 実

に 努 め ま し た 。

さ ら に ， 一 時 的 に 育 児 等 の 支 援 を 必 要 と す る ひ と り 親 家 庭 に 対

し ，病 後 児 保 育 事 業 や フ ァ ミ リ ー ・サ ポ ー ト ・セ ン タ ー 事 業 ，子 育

て 短 期 支 援 事 業 等 を 実 施 し ，個 別 状 況 に 応 じ た 利 用 が で き る よ う 子

育 て 支 援 策 を 実 施 し ま し た 。

今 後 も ，こ の よ う な 各 種 支 援 策 の 必 要 性 は 高 ま る 見 通 し で あ る た

め ，引 き 続 き ，ひ と り 親 家 庭 の ニ ー ズ に 対 応 し た 各 種 支 援 の 提 供 に

努 め て い く 必 要 が あ り ま す 。

(3) 経 済 的 支 援

ひ と り 親 家 庭 の 経 済 的 自 立 の た め に は ，就 業 し 自 立 に 十 分 な 収 入

を 得 る こ と が 最 良 で は あ る が ，様 々 な 事 情 に よ り 十 分 な 収 入 を 得 ら

れ ず ，生 活 に 困 窮 す る 家 庭 等 に つ い て ，経 済 的 支 援 を 実 施 し ま し た 。

ア ． 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 の 貸 付

母 子 及 び 寡 婦 家 庭 に お い て ， 子 ど も の 修 学 及 び 就 学 支 度 や

母 親 の 技 能 習 得 ・ 就 職 な ど 資 金 が 必 要 な と き に ， 無 利 子 ま た

は 低 利 で の 各 種 資 金 貸 付 。

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度 平 成 ２ ５ 年 度

３ ８ 件

19,11 6 千 円

５ ０ 件

26,01 3 千 円

４ １ 件

21,63 0 千 円

３ １ 件

19,3 3 8 千 円
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イ ． 児 童 扶 養 手 当

１ ８ 歳 以 下 の 子 ど も を 養 育 （ 監 護 ） し て い る 母 子 家 庭 の 母 親 に 対

し て ， 手 当 を 扶 助 。 ※ 父 子 家 庭 は ， 平 成 ２ ２ 年 ８ 月 か ら 対 象 ， ()内 表 記 。

（ 対 象 者 数 は 4 月 現 在 ,全 部 停 止 者 含 む ）

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度 平 成 ２ ５ 年 度

2,482 人

928 ,9 1 3 千 円

（ 66 人 ）

（ 6,21 0 千 円 ）

2,573 人

986 ,0 3 8 千 円

（ 82 人 ）

（ 22,13 2 千 円 ）

2,639 人

1,0 19 , 9 05 千 円

（ 102 人 ）

（ 24,43 1 千 円 ）

2,69 7 人

1,03 9 , 64 0 千 円

（ 111 人 ）

（ 29,2 2 6 千 円 ）

※ 人 数 ： 児 童 数

※ 平 成 ２ ３ 年 の 第 ３ 回 柏 市 版 事 業 仕 分 け に お い て ，市 改 善（ 抜 本 的 見 直 し ）

方 針 で ， 県 基 準 に 合 わ せ た 所 得 制 限 額 と 自 己 負 担 額 の 見 直 し の 最 終 方 針 が

示 さ れ ， 平 成 ２ ４ 年 ８ 月 規 則 改 正 を 行 い ， 所 得 制 限 額 及 び 養 育 者 の 自 己 負

担 額 を 1 件 あ た り 1,000 円 へ 制 度 改 正 実 施

ウ ． 遺 児 等 養 育 手 当

父 母 ま た は 父 若 し く は 母 と 死 別 し た 義 務 教 育 ま で の 子 ど も

と 同 居 し ， 養 育 し て い る か た に 養 育 手 当 を 扶 助 。

平 成 ２ ２ 年 度 １ ５ ８ 世 帯 ２ ２ ３ 人 21,73 2 , 50 0 円

平 成 ２ ３ 年 度 １ ７ ０ 世 帯 ２ ３ ７ 人 22,90 8 , 50 0 円

平 成 ２ ４ 年 度 １ ６ ５ 世 帯 ２ ２ ０ 人 21,61 8 , 00 0 円

平 成 ２ ５ 年 度 １ ５ １ 世 帯 ２ ０ ０ 人 19,50 3 , 00 0 円

エ ． ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 助 成

ひ と り 親 家 庭 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 す る た め ， 医 療 費 の 患 者

負 担 金 を 支 給 。

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度 平 成 ２ ５ 年 度

32,78 8 件

80,0 5 9 ,6 5 5 円

31, 83 9 件

78,6 7 1 ,7 9 5 円

30, 97 0 件

75, 34 8 , 65 0 円

22, 17 7 件

56, 34 8 , 23 5 円
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オ ． フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー 利 用 料 助 成

小 学 ６ 年 生 ま で の 児 童 を 預 か る 「 か し わ フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ

ー ト ・ セ ン タ ー 」 の 利 用 者 で ひ と り 親 ま た は 養 育 者 の か た の

経 済 的 負 担 を 軽 減 す る た め ，利 用 料 金 の 半 額（上 限 月 3 万 円 ）

を 助 成 。

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度 平 成 ２ ５ 年 度

５ ３ 世 帯

666,6 4 0 円

３ １ 世 帯

404,8 8 0 円

６ ２ 世 帯

365,1 5 0 円

９ ４ 世 帯

704,8 6 0 円

カ ． 父 子 家 庭 に 対 す る 支 援

父 子 家 庭 に 対 す る 支 援 に つ い て は ， 窓 口 業 務 等 を 通 じ ， 支

援 ニ ー ズ の 方 向 性 の 聴 取 ，ま た ，父 子 家 庭 の 実 情 把 握 に 努 め ，

今 後 の 効 果 的 な 施 策 に 繋 げ る こ と も 想 定 し な が ら 相 談 業 務 を

実 施 。

【 評 価 】（ ３ ） 経 済 的 支 援

相 対 的 に 所 得 水 準 が 低 い ひ と り 親 家 庭 等 の 経 済 的 支 援 の た め ，母

子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 制 度 や 児 養 扶 養 手 当 の 適 正 な 支 給 及 び き め 細

や か な 情 報 提 供 の 実 施 に 取 り 組 ん で い ま す 。

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 に つ い て は ，貸 付 件 数 の 増 減 は あ り ま す

が ，毎 年 ２ 千 万 円 程 度 の 貸 付 額 が あ り ，貧 困 の 連 鎖 防 止 対 策 の 観 点

か ら も ，児 童 の 修 学 資 金 な ど ，ひ と り 親 家 庭 の 経 済 的 支 援 を 図 る 制

度 と し て 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る こ と か ら ，引 き 続 き ，適 正 な 貸 付

業 務 を 行 っ て い く 必 要 が あ り ま す 。な お ，県 事 業 引 継 ぎ 前 か ら 存 在

し て い る 債 権 滞 納 分 に つ い て は ，公 平 性 の 観 点 か ら も 積 極 的 に 回 収

に 努 め て い く 必 要 が あ り ま す 。

児 童 扶 養 手 当 に つ い て は ，受 給 者 数 ，給 付 額 と も に 増 加 傾 向 で あ

り ，ひ と り 親 家 庭 の 自 立 促 進 と 生 活 の 安 定 を 図 る た め に も ，引 き 続

き ，国 の 制 度 改 正 も 注 視 し つ つ ，適 正 に 給 付 事 業 を 行 っ て い く 必 要

が あ り ま す 。

ま た ，母 子 自 立 支 援 員 の 父 子 家 庭 対 象 拡 大 な ど 父 子 家 庭 に 対 す る

支 援 施 策 の 啓 発 等 に も 努 め て い く 必 要 が あ り ま す 。
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(4) 養 育 費 確 保

ひ と り 親 家 庭 等 の 子 ど も が 養 育 費 を 受 け 取 れ る よ う ，養 育 費 に つ

い て の 取 り 決 め の 促 進 ， 養 育 費 支 払 に つ い て の 社 会 的 意 識 の 醸 成 ，

相 談 や 情 報 提 供 な ど 養 育 費 確 保 へ の 支 援 を 行 な い ま し た 。

ア ． 離 婚 前 の 相 談 等 ・ 情 報 提 供

離 別 し た ひ と り 親 が 同 居 し て い る 子 ど も の た め に ， 養 育 費

を 受 け 取 れ る よ う 法 テ ラ ス （ 日 本 司 法 支 援 セ ン タ ー ） ※ 等 を

紹 介 す る と と も に ， 離 婚 前 の 相 談 に お い て も ， 養 育 費 の 取 得

に つ い て の 助 言 等 を 進 め ま し た 。

（ 母 子 自 立 支 援 員 ：養 育 費 に 関 す る 相 談 ）

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度 平 成 ２ ５ 年 度

６ ７ 件 １ ５ １ 件 １ ３ ４ 件 １ ４ ９ 件

※ 国 に よ っ て 設 立 さ れ た 法 人 で ， 法 的 ト ラ ブ ル を 解 決 す る た め の 情 報 や

サ ー ビ ス を 提 供

【 評 価 】（ ４ ） 養 育 費 の 確 保

養 育 費 確 保 の 支 援 に つ い て は ，母 子 自 立 支 援 員 が ，関 係 機 関（ 法

テ ラ ス 等 ）と 連 携 を 図 り ，そ の 相 談 ，手 続 き 等 の き め 細 や か な 案 内

等 に 対 応 し て い ま す 。ま た ，国 や 養 育 費 相 談 支 援 セ ン タ ー が 実 施 す

る 養 育 費 相 談 に 関 す る 研 修 会 に 母 子 自 立 支 援 員 が 参 加 し ，最 新 の 事

例 研 究 や 対 策 等 を 学 び ， そ の 資 質 向 上 に 努 め て い ま す 。

現 状 で は ，養 育 費 を 受 け 取 っ て い な い ひ と り 親 家 庭 が 多 数 で あ る

こ と に 対 し ，経 済 的 自 立 と 児 童 の 健 や か な 成 長 の た め ，母 子 家 庭 の

母 が 養 育 費 を そ の 父 親 等 か ら 確 保 す る こ と が 重 要 で ，引 き 続 き 支 援

施 策 を 行 っ て い く 必 要 が あ り ま す 。

(5) 相 談 業 務

母 子 家 庭 等 の 抱 え る 様 々 な 悩 み や 不 安 に ，プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 し

た き め 細 や か な 相 談 を 実 施 し ま し た 。
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ア ． 母 子 自 立 支 援 員 等 に よ る 相 談

母 子 自 立 支 援 員 が 母 子 家 庭 の 母 親 の 抱 え る 様 々 な 悩 み や 不

安 を 取 り 除 く よ う 相 談 を 受 け ， ま た ， 就 労 や 各 種 制 度 説 明 な

ど の 案 内 ， 支 援 を 実 施 。

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度 平 成 ２ ５ 年 度

１ ， ３ ３ ７ 件 ２ ， ０ ９ ２ 件 １ ， ８ ９ ４ 件 ２ ， １ ３ ０ 件

イ ． 情 報 提 供 の 充 実

各 種 制 度 の 紹 介 や 改 正 点 な ど を 窓 口 で の き め 細 や か な 説

明 ， ホ ー ム ペ ー ジ や 広 報 ， パ ン フ レ ッ ト 等 を 使 っ て 情 報 提 供

の 充 実 を 図 り ま し た 。

【 評 価 】（ ５ ） 相 談 業 務

近 年 の 離 婚 世 帯 増 加 ，Ｄ Ｖ 等 社 会 問 題 の 影 響 か ら も ，ひ と り 親 に

関 す る 相 談 件 数 は 増 加 傾 向 に あ り ま す 。多 く の 相 談 に 適 切 に 対 応 す

る た め ， 平 成 ２ ５ 年 度 に 母 子 自 立 支 援 員 を １ 名 増 員 （ 計 ３ 名 ） し ，

相 談 体 制 の 充 実 に 努 め て い ま す 。

引 き 続 き ，就 業 相 談 ，Ｄ Ｖ 相 談 ，離 婚 相 談 等 に つ い て ，各 ケ ー ス

の 課 題 を 正 確 に 把 握 ・整 理 し ，適 切 な 支 援 メ ニ ュ ー に つ な げ る よ う ，

ま た ，父 子 家 庭 に も 経 済 的 困 難 は 高 ま っ て お り ，父 子 家 庭 へ の 支 援

推 進 ， 施 策 の 周 知 徹 底 を 図 っ て い く 必 要 が あ り ま す 。

市 子 育 て サ イ ト「 は ぐ は ぐ 柏 」の ス マ ー ト フ ォ ン 化 対 応 な ど 多 様

な 媒 体 を 使 い ，支 援 施 策 の 周 知 ，相 談 体 制 の 強 化 に 努 め て い く 必 要

が あ り ま す 。
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２ 統 計 デ ー タ で み る 現 状

○ 離 婚 件 数 と 離 婚 率 の 推 移

本 市 の 離 婚 件 数 は ， 平 成 ２ ２ 年 の 722 件 を ピ ー ク に 減 少 に 転 じ ま

し た 。全 国 の 離 婚 件 数 も 平 成 ２ １ 年 を ピ ー ク に 減 少 が 続 い て い ま す 。

ま た ，本 市 に お け る 平 成 ２ ４ 年 の 人 口 千 人 あ た り の 離 婚 率 は 1.77

で 全 国 の 1.87 を 下 回 っ て い ま す 。

柏 市 の 離 婚 件 数 ・ 離 婚 率 の 推 移
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２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年
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1.6
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1.8

1.9
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704
1.71

1.75

1.81 1.8
1.77

資 料 ： 柏 市 統 計 書
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全 国 の 離 婚 件 数 ・ 離 婚 率 の 推 移

 220,000 

 230,000 

 240,000 

 250,000 

 260,000 

 270,000 

２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年
1.7

1.8

1.9

2

2.1

 251,136 
 253,353 

 251,378 

 235,719  235,406 

1.99
2.01

1.99

1.87 1.87

資 料 ： 厚 生 労 働 省 「 人 口 動 態 統 計 」

（ 注 ） 離 婚 率 ： 人 口 千 人 あ た り の 離 婚 件 数

○ ひ と り 親 世 帯 数 の 推 移

本 市 の ひ と り 親 世 帯 数 は ， 母 子 世 帯 は ， 平 成 １ ７ 年 か ら 平 成 ２ ２

年 ま で の ５ 年 間 で 1,501 世 帯 か ら 847 世 帯 増 加（ 56.4％ 増 ）し ，2,348

世 帯 と な っ て お り ， 全 世 帯 数 に 占 め る 割 合 も 増 加 し て い ま す 。

父 子 世 帯 も ， 増 加 し て お り ， 平 成 １ ７ 年 か ら 平 成 ２ ２ 年 ま で の ５

年 間 で 229 世 帯 か ら 252 世 帯 増 加（ 110％ 増 ）し ，481 世 帯 と な っ て

お り ， 全 世 帯 数 に 占 め る 割 合 も 増 加 し て い ま す 。

年度 全世帯数
母子世帯 父子世帯

世帯数 割合 世帯数 割合

Ｈ17   144,013       1,501 1.04%         229 0.16%

Ｈ22   162,108       2,348 1.45%         481 0.30%

資 料 ： 総 務 省 統 計 局 「 国 勢 調 査 報 告 」
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○ 児 童 扶 養 手 当 受 給 状 況 の 推 移

本 市 の 児 童 扶 養 手 当 の 受 給 者 数 は ， 平 成 ２ ０ 年 か ら 年 々 増 加 し て

い ま す 。 平 成 ２ ４ 年 度 の 受 給 者 数 は 平 成 ２ ０ 年 度 に 比 べ ， 18.2％ 増

加 し て お り ， 2,267 人 と な っ て い ま す 。

年度 受給者数
全部支給停

止者数
計

20 1,918 370 2,288

21 1,996 360 2,356

22 2,142 340 2,482

23 2,216 357 2,573

24 2,267 372 2,639

資 料 ： 柏 市 統 計 書

○ 生 活 保 護 受 給 母 子 世 帯 数 の 推 移

本 市 の 生 活 保 護 を 受 け て い る 母 子 世 帯 数 は ， 全 保 護 世 帯 数 の 増 加

と と も に 増 え ， 平 成 ２ ４ 年 度 は 237 世 帯 と な っ て い ま す 。 ま た ， 全

体 に 占 め る 割 合 は ， 8％ 前 後 で 推 移 し て い ま す 。

年度
全保護
世帯数

母子世帯

世帯数 割合

H20             1,752         125 7.13%

H21             2,094         157 7.50%

H22             2,431         196 8.06%

H23             2,631         211 8.02%

H24             3,092         237 7.66%

資 料 ： 厚 生 労 働 省 「 福 祉 行 政 報 告 例 」

○ 母 子 自 立 支 援 員 に よ る 母 子 相 談 件 数 の 推 移

本 市 の 母 子 自 立 支 援 員 に よ る 相 談 件 数 は ， 平 成 ２ ４ 年 度 を 除 く 全

て の 年 度 で 増 加 傾 向 に あ り ま す 。

平 成 ２ １ 年 度 の 942 件 に 比 べ 平 成 ２ ５ 年 度 は 2,130 件 で 126.1％ の
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増 加 と な っ て い ま す 。 相 談 内 容 は 夫 か ら の 暴 力 や 求 職 に 関 す る 相 談

が 多 く 寄 せ ら れ て い ま す 。

年度 住宅 夫暴力 求職 養育費 教育 貸付
生活
保護

その他 計

H21 40 45 282 27 29 77 28 414 942

H22 86 74 169 67 25 140 66 710 1,337

H23 128 117 216 151 87 98 90 1,205 2,092

H24 115 191 152 134 44 63 71 1,124 1,894

H25 99 219 155 149 81 107 70 1,250 2,130
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３ ひとり親アンケート調査結果

調査目的

本調査は、ひとり親家庭等の世帯構成員の状況、就労の状況等生活全般について、対象者の調査・分析を

行い、今後の取り組むべき課題を明らかにし、ひとり親家庭等の支援計画に反映させることを目的とする。

調査対象と方法

調査対象と方法は以下の通りである。

ひとり親家庭等実態調査（アンケート）

児童扶養手当対象世帯から無作為抽出（父子家庭は全員対象とした）。

調査時期

平成２６年６月１０日～８月４日（回答期限設定は６月３０日）

前回調査：平成２０年１２月１日～１２月１７日

回収状況

配布数 有効回収数 有効回収率

ひとり親家庭等実態調査（アンケート） 1,000 471 47.1％

前回調査：1,000 441 44.1％

地区区分について

本調査では居住地区の郵便番号により、以下のような地区区分で集計した。

北部・・・高田，松葉，田中，

西原，富勢

中央・・・柏中央，新田原，永楽

台，富里，豊四季台，

旭町，新富

南部・・・土，藤心，光ヶ丘，酒

井根，南部

沼南・・・旧沼南町全域
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調調調調査結果査結果査結果査結果詳細詳細詳細詳細

１．回答者の属性１．回答者の属性１．回答者の属性１．回答者の属性

問 1．年齢について

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 無回答 計

平成20年
実数 2 39 183 181 25 0 11 441

割合 0.5% 8.8% 41.5% 41.0% 5.7% 0.0% 2.5% 100.0%

平成26年
実数 2 46 183 199 31 2 8 471

割合 0.4% 9.8% 38.9% 42.2% 6.6% 0.4% 1.7% 100.0%

・回答者の年齢構成は、30 代・ 40 代が大半を占めており（H20：82.5％，H26：81.1％），

50 代にかけて若干の高齢化が見られる。

問２・３．居住地域，母子家庭などの状況について

北部地区 中央地区 南部地区 沼南地区 無回答 計

平成20年
実数 82 171 101 60 27 441

割合 18.6% 38.8% 22.9% 13.6% 6.1% 100.0%

平成26年
実数 112 138 130 71 20 471

割合 23.8% 29.3% 27.6% 15.1% 4.2% 100.0%

・居住地区別では、中央地区が一番多いが，前回に比較して１０ポイント近く減っており，北部や

南部地区に居住が移っている傾向がうかがえる。
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・家庭状況では母子家庭が H20：91.4％であったものが H26：85.4％で，父子家庭回答者が増

加した。（前回調査時は父子家庭が児童扶養手当対象ではなく調査対象として少人数であった）

問 4．同居家族の人数について

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上 無回答 計

平成20年
実数 3 120 134 116 45 14 9 441

割合 0.7% 27.2% 30.4% 26.3% 10.2% 3.2% 2.0% 100.0%

平成26年
実数 9 124 155 111 48 19 5 471

割合 1.9% 26.3% 32.9% 23.6% 10.2% 4.0% 1.1% 100.0%

・ 3 人家庭が最も多く、全体の 3 割を占める。次いで 2 人，４人暮らしである。４人暮らしは前

回より 2.7 ポイント減少しており，多子大家族等に比較し，より核家族化への傾向がうかがえる。

問 5．同居家族の続柄について

自分の子

ども

兄弟

姉妹
父 母 祖父母 その他 無回答

母子父子

家庭数

平成20年
実数 420 27 92 141 17 8 1 423

割合 99.3% 6.4% 21.7% 33.3% 4.0% 1.9% 0.2%

平成26年
実数 451 32 88 143 23 10 7 471

割合 95.8% 6.8% 18.7% 30.4% 4.9% 2.1% 1.5%

・複数回答により同居続柄の回答ポイントが減っているが，自分の子どもと同居が最も多く，次
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いで，自分の母親，自分の父親と，両調査とも同傾向となっており，祖父母や兄弟姉妹との同

居はそれほど多くなく，変化も少ない。

問 6．ひとり親になってからの期間について

1年

未満

5年

未満

10年

未満

15年

未満

20年

未満

20年

以上
無回答 計

平成20年
実数 27 167 164 59 11 1 12 441

割合 6.1% 37.9% 37.2% 13.4% 2.5% 0.2% 2.7% 100.0%

平成26年
実数 54 174 134 86 18 1 4 471

割合 11.5% 36.9% 28.5% 18.3% 3.8% 0.2% 0.8% 100.0%

・ひとり親になってからの期間は、5 年未満，10 年未満の方が多い。10 年未満は 8.7 ポイント

減少し，15 年未満が 4.9 ポイント増加しており，前回調査から年代のスライドがあったと推測

され，20 年未満の 1.3 ポイント増加と併せ，ひとり親の期間が長くなっている傾向もうかがえ

る。

問 7．ひとり親になった理由について

離婚 死別 長期別居 未婚 その他 無回答 計

平成20年
実数 387 11 0 26 3 14 441

割合 87.7% 2.5% 0.0% 5.9% 0.7% 3.2% 100.0%

平成26年
実数 417 12 1 32 6 3 471

割合 88.5% 2.6% 0.2% 6.8% 1.3% 0.6% 100.0%
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・ひとり親になった理由は離婚が最も多く，死別は 2.6％と少ない。また，未婚のひとり親が６％

程度確認できる。その他の理由は，配偶者が重い障害，DV，行方不明等である。

家庭状況別（平成２６年）

離婚 死別 長期別居 未婚 その他 家庭別数

母子家庭
実数 360 6 1 31 4 402

割合 89.6% 1.5% 0.2% 7.7% 1.0% 100.0%

父子家庭
実数 49 6 0 1 2 58

割合 84.5% 10.4% 0.0% 1.7% 3.4% 100.0%

・父子家庭の離婚が母子家庭より 5.1 ポイント少なく，死別が 8.9 ポイント多いことが確認できる。

また，未婚は，母子家庭が父子家庭より 6 ポイント多いことが確認できる。

問８・９．ひとり親になったときの子どもの状況について

0～5歳
6～12歳

（小学生）

13～15歳

（中学生）

16～18歳

（高校生）

19～22歳

（大学生）
23歳以上 無回答

母子父子

家庭数

平成20年
実数 373 235 41 22 8 3 28 441

割合 84.6% 53.3% 9.3% 5.0% 1.8% 0.7% 6.3%

平成26年
実数 346 258 52 21 9 6 19 471

割合 73.5% 54.8% 11.0% 4.5% 1.9% 1.3% 4.0%
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・ひとり親になったときの子どもの性別は，男女ともほぼ同数。

・年齢は，就学前の 5 歳児までが大半を占める（H20：84.6％，H26：73.5％，11.1％ポイント

減）。6～12 歳は 1.5 ポイント増加しており，多数が子どもが小学生以下のときにひとり親になっ

ていることがわかる。

・一方で，成長そのものには手がかからなくなってきているが，就学や就業支援が必要な中学生から

大学生までの子どもがいた割合は 17％程度いることが確認できる。

問 10 ・１１．子どもの進学希望先と保護者の最終学歴について

中学校 高校
高等専

門学校
短大

大学・

大学院

専修学校・

各種学校
その他 無回答 計

子どもの

進学希望

実数 0 104 17 18 261 52 14 5 471

割合 0.0% 22.1% 3.6% 3.8% 55.4% 11.0% 3.0% 1.1% 100.0%

保護者の

最終学歴

実数 46 190 18 61 58 95 0 3 471

割合 9.8% 40.3% 3.8% 13.0% 12.3% 20.2% 0.0% 0.6% 100.0%

・保護者の最終学歴は高校（40.3％），次いで専修学校等（20.2％）となっている。また，中学

校も（9.8％）確認できる。

・一方，子どもに対する進学希望は，大学等が（55.4％）となっており，半数以上のひとり親が

子どもは大学まで行かせたいと希望している，次いで高校（2２.1％）であり，中学校と答えた

かたは０人であった。
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２２２２．．．．就労状況就労状況就労状況就労状況

問 12．ひとり親になったときの就業形態について

平成20年 平成26年

実数 割合 実数 割合

事業主・会社役員 1 0.2% 4 0.9%

会社員（正社員） 74 16.8% 108 22.9%

公務員 5 1.1% 1 0.2%

派遣・契約社員 24 5.4% 36 7.7%

臨時職員 7 1.6% 1 0.2%

パート・アルバイト 161 36.5% 163 34.6%

自営業 6 1.4% 19 4.0%

自由業 3 0.7% 3 0.6%

専業主婦（主夫） 65 14.7% 60 12.7%

無職 81 18.4% 69 14.7%

その他 4 0.9% 5 1.1%

無回答 10 2.3% 2 0.4%

計 441 100.0% 471 100.0%

・ひとり親になったときの就労状況をみると、ほとんどが何らかの形で就業しており、この中では，

パート・アルバイトが（H26：34.6％）と最も多く、次いで会社員となっている。

・前回調査と比較し，会社員は 6.1 ポイント増加しており，雇用情勢として正規雇用の増加はうかが

える。

・無職については 3.7 ポイント減少しており，専業主婦等の減少と併せ，就業が増加している傾向が

うかがえる。

・一方で派遣・契約社員は 2.3 ポイント増加しており，不安定な要素も垣間見える。

・学生という回答も数人いた。
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問 13 ・１４．現在の就業形態及びひとり親家庭となった後の変化について

平成20年 平成26年

実数 割合 実数 割合

事業主・会社役員 3 0.7% 7 1.5%

会社員（正社員） 156 35.4% 174 36.9%

公務員 9 2.0% 0 0.0%

派遣・契約社員 60 13.6% 57 12.1%

臨時職員 10 2.3% 5 1.1%

パート・アルバイト 150 34.0% 144 30.6%

自営業 14 3.2% 18 3.8%

自由業 3 0.7% 2 0.4%

専業主婦（主夫） 4 0.9% 12 2.5%

無職 24 5.4% 39 8.3%

その他 6 1.4% 10 2.1%

無回答 2 0.4% 3 0.7%

計 441 100.0% 471 100.0%

・ひとり親になったことのよる仕事環境の変化としては，やはり新しく仕事を始めたかたが約３割，

転職したかたが約 2 割と５割強が生計中心等になったことによる仕事環境の変化があった。

・現在の就労状況とひとり親になった時点を比較すると，H26 で会社員が 14 ポイント増加，パート

等が 4 ポイント減少，また，専業主婦や無職の大幅な減少など，ひとり親が生計

中心になったため，正規雇用職などへ就業を移している状況がうかがえる。

・一方で，問１２の傾向と同様に派遣・契約社員は 4.4 ポイント増加しており，不安定な雇用環境も

推測される。
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家庭状況別（平成２６年）

母子家庭 父子家庭 無回答

実数 割合 実数 割合 実数 割合

事業主・会社役員 6 1.5% 1 1.7% 0 0.0%

会社員（正社員） 140 34.8% 32 55.2% 2 18.1%

公務員 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

派遣・契約社員 50 12.4% 4 6.9% 3 27.3%

臨時職員 4 1.0% 1 1.7% 0 0.0%

パート・アルバイト 137 34.1% 4 6.9% 3 27.3%

自営業 8 2.0% 9 15.5% 1 9.1%

自由業 0 0.0% 2 3.5% 0 0.0%

専業主婦（主夫） 11 2.7% 0 0.0% 1 9.1%

無職 34 8.5% 5 8.6% 0 0.0%

その他 10 2.5% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 0.5% 0 0.0% 1 9.1%

計 402 100.0% 58 100.0% 11 100.0%

・父子家庭は５割以上が正社員だが，母子家庭では約３割に止まる。一方パート・アルバイトでは，

父子家庭 6.9％に対し，母子家庭 34.1％となっている。就労環境について男女で差が見られる。

問 15．勤務地について

柏市内
県内他

市町村
県外 その他 無回答 就労者計

平成20年
実数 231 100 67 2 10 410

割合 56.3% 24.4% 16.3% 0.5% 2.5% 100.0%

平成26年
実数 247 104 56 3 22 432

割合 57.2% 24.1% 12.9% 0.7% 5.1% 100.0%
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・勤務地傾向については前回調査と大きな変化はない。市内に職場があるかたが 5 割強。県外が

３.4 ポイント減少している。多くが市内及び近隣市町村で就業していることが理解できる。

・県外回答のほとんどは東京都勤務である。

問 16．通勤時間について

30分

以内

１時間以

内

２時間以

内

２時間以

上
無回答 就労者計

平成20年
実数 256 96 44 8 6 410

割合 62.4% 23.4% 10.7% 2.0% 1.5% 100.0%

平成26年
実数 258 108 37 4 25 432

割合 59.7% 25.0% 8.6% 0.9% 5.8% 100.0%

・市内勤務が多いこともあり、通勤時間は30 分以内が最も多い（H26：59.7％）。家事等を考

えると通勤時間が短い必要があるものとも考えられる。

問 17．就業継続年数について

１年

未満

３年

未満

５年

未満

10年

未満

20年

未満

20年

以上
無回答 計

平成20年
実数 80 108 87 91 30 10 4 410

割合 19.5% 26.3% 21.2% 22.2% 7.3% 2.5% 1.0% 100.0%

平成26年
実数 87 107 65 99 38 13 23 432

割合 20.1% 24.8% 15.1% 22.9% 8.8% 3.0% 5.3% 100.0%
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・ 3 年未満のボリュームが多いのは，ひとり親になってからのこの期間の対象数が多いためと推測

される。5 年未満が前回より 6.1 ポイント減少している。景気低迷時期を経過して，出来るだけ

長く勤務したい意向ではないかと推測される。

家庭状況別（平成２６年）

１年未満 ３年未満 ５年未満 10年未満 20年未満 20年以上 無回答 計

母子家庭
実数 79 94 57 81 27 9 21 368

割合 21.5% 25.5% 15.5% 22.0% 7.3% 2.5% 5.7% 100.0%

父子家庭
実数 6 10 6 16 10 3 2 53

割合 11.3% 18.9% 11.3% 30.2% 18.9% 5.6% 3.8% 100.0%

無回答
実数 2 3 2 1 0 1 2 11

割合 18.2% 27.2% 18.2% 9.1% 0.0% 9.1% 18.2% 100.0%

・父子家庭が 10 年，20 年未満と就業期間が長いのに対し，母子家庭は１年，3 年未満を合わせると

半数近くにのぼり，父子家庭に比較し短期間しか就業が続かない不安定な雇用環境が推測される。



28

問 18．転職希望，転職したい理由について

現在の仕事を続けたい 転職したい その他 無回答 計

平成20年
実数 225 163 14 8 410

割合 54.9% 39.8% 3.4% 1.9% 100.0%

平成26年
実数 250 152 6 63 471

割合 53.1% 32.3% 1.3% 13.3% 100.0%

家庭状況別（平成２６年）

現在の仕事を続けたい 転職したい その他 無回答 計

母子家庭
実数 209 131 5 23 368

割合 56.8% 35.6% 1.4% 6.2% 100.0%

父子家庭
実数 35 17 1 0 53

割合 66.0% 32.1% 1.9% 0.0% 100.0%

無回答
実数 5 4 0 2 11

割合 45.4% 36.4% 0.0% 18.2% 100.0%

・全体では，現在の仕事を続けたいとする意見が全体の 5 割強を占めている。父子家庭では，より高

く仕事を変えたくないことがうかがえる。

・全体で転職したいが 7.5 ポイント減少し，仕事環境の安定を求める姿勢がうかがえる。

・その他回答では，仕事を続けたいが収入と今後の支出面での不安を抱えつつ，仕事を続けていく

か，より良い職を探すか悩んでいる状況がうかがえるものや，勉強して資格をとりたい，子ども

の成長等状況によるなどの回答があった。



29

転職したい理由

・転職したい理由については，収入，身分不安定，社会保険など雇用条件等への不満がうかがえる。

特に，収入がよくないとの理由が前回より 4.4 ポイント増加しており，ひとり親としての家計等

での不安を持ち，より良い収入を得られる職を意向していることがうかがえる。

・前回より身分が安定していないが 3.8 ポイント減少しているのは，正規雇用が増えている「問 13」

の結果等ともリンクしているが，身分は安定しているが収入が伸び悩んでいるとも推測される。

収
入
が

よ
く
な
い

身
分
が
安
定

し
て
い
な
い

社
会
保
険
が

な
い
等

勤
め
先
が
自

宅
か
ら
遠
い

勤
務
時
間
が

合
わ
な
い

休
み
が

少
な
い

仕
事
の
内
容

が
よ
く
な
い

職
場
環
境
に

な
じ
め
な
い

経
験
や
能
力

が
発
揮
で
き

な
い

健
康
が
す
ぐ

れ
な
い

そ
の
他

無
回
答

計

平成

20年

実数 97 30 19 20 17 11 6 5 5 4 15 1 230

割合 42.2% 13.0% 8.3% 8.7% 7.4% 4.8% 2.6% 2.2% 2.2% 1.7% 6.5% 0.4% 100.0%

平成

26年

実数 91 18 15 13 10 9 8 7 5 5 7 7 195

割合 46.6% 9.2% 7.7% 6.7% 5.1% 4.6% 4.1% 3.6% 2.6% 2.6% 3.6% 3.6% 100.0%
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家庭状況別（平成２６年）

問 19．仕事をしていない（できない）理由について

休職中
職業訓練中

等

子どもの世話

人がいない

自分・子ども

の事情
その他 無回答 計

平成20年
実数 9 2 1 11 6 0 29

割合 31.0% 6.9% 3.5% 37.9% 20.7% 0.0% 100.0%

平成26年
実数 16 4 3 15 1 0 39

割合 41.0% 10.2% 7.7% 38.5% 2.6% 0.0% 100.0%

収
入
が

よ
く
な
い

身
分
が
安
定

し
て
い
な
い

社
会
保
険
が

な
い
等

勤
め
先
が
自

宅
か
ら
遠
い

勤
務
時
間
が

合
わ
な
い

休
み
が

少
な
い

仕
事
の
内
容

が
よ
く
な
い

職
場
環
境
に

な
じ
め
な
い

経
験
や
能
力

が
発
揮
で
き

な
い

健
康
が
す
ぐ

れ
な
い

そ
の
他

無
回
答

計

母子

家庭

実数 77 14 13 13 9 9 8 6 5 5 7 0 166

割合 46.4% 8.4% 7.9% 7.9% 5.4% 5.4% 4.8% 3.6% 3.0% 3.0% 4.2% 0.0% 100.0%

父子

家庭

実数 10 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 18

割合 55.5% 22.2% 11.1% 0.0% 5.6% 0.0 0.0 5.6% 0.0% 0.0 0.0 0.0 100.0%

無回

答

実数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11

割合 36.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 63.6% 100.0%
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家庭状況別（平成２６年）

・就労できない理由として多いのは，病気，障害など健康状態によるところが大きい。

・休職中が全体で前回より 10 ポイント増加している。

・学校等に通うなど職業訓練中等の方が前回より全体で 3.3 ポイント増加し，就業意欲の向上は見ら

れる。

休職中
職業訓練中

等

子どもの世話

人がいない

自分・子ども

の事情
その他 無回答 計

母子家庭
実数 13 3 3 15 0 0 34

割合 38.3% 8.8% 8.8% 44.1% 0.0% 0.0% 100.0%

父子家庭
実数 2 1 0 2 0 0 5

割合 40.0% 20.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100.0%
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・子どもの世話をする人がいないため仕事をできないというかたが全体で 4.2 ポイント増加し，子育

て支援のニーズが確認できる。

問 20．就職の希望について

就職したい
就職は考え

ていない
わからない 無回答 計

平成20年
実数 21 4 4 0 29

割合 72.4% 13.8% 13.8% 0.0% 100.0%

平成26年
実数 36 1 2 0 39

割合 92.3% 2.6% 5.1% 0.0% 100.0%

・未就労者のうち 9 割強が就職したいとしており，前回からも 19.9 ポイント上昇している。一方，

考えていないとした方は 11.2 ポイント減少しており，就労意欲の高まりがうかがえる。
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問 21．仕事探しの問題点について

・複数回答実数で，多くのかたが希望する条件に合う仕事が見つからないことを問題点として挙げて

いる。

・子育てや家事の時間と仕事の両立を問題としているかたが多かった。

・また，就職の際に子どもが小さいこと，年齢制限があること等就業に際する雇用の問題が上位を

占める。次いで，求職中の保育に困ったということが問題となっている。

問 22．新しく仕事を始めるときに必要な支援について

・全体の傾向は前回調査と変わらず。条件に適した仕事の斡旋の支援要望が多く，次いで職業訓練

中の経済的支援，就業中の保育環境の整備等が必要であるとしている。
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問 23．希望している（していた）職種について

・希望職種としては事務が一番多い。次いで，店員や介護職員などのサービス業，看護師等の専門

的職業を希望していることがうかがえる。

問 24．取得している資格について

・普通自動車免許に次いでパソコン関係，簿記等となっている。

・その他では教諭が多く，電気技師等専門的資格などの回答があった。
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問 25．あなたが取得している資格は，現在活用されていますか？（1 つに○）

十分に活用

している

十分に活用してい

るとはいえない

まったく活用

していない
その他

計

(無回答除く)

平成20年
実数 168 108 116 5 397

割合 42.3% 27.2% 29.2% 1.3% 100.0%

平成26年
実数 176 92 147 11 426

割合 41.3% 21.6% 34.5% 2.6% 100.0%

・資格については，「十分に活用している」は前回と概ね変わらずだが，「まったく活用してい

ない」の 5.3 ポイント増加が確認でき，資格をとったにもかかわらず，活かされていない状況

もがうかがえる。
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問 26．今後身につけたい資格・技術について

・パソコン関係とする回答が最も多いが，前回より回答数は 69 減少しており，社会環境の変化等に

あわせ，身につけたい資格ニーズの変化が確認できる。

・介護職員初任者研修や看護師，保育士，調理師等のニーズは増加しており，他に社会的ニーズも高

まっていると思われる医療・福祉関係や子育てに関する資格を志向している状況がうかがえる。

・その他ではケアマネージャーという回答が多く，語学関連（英語），アロマ・マッサージ関係，宅

建，社会福祉士などがあった。
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３３３３．．．．家庭の収入の状況家庭の収入の状況家庭の収入の状況家庭の収入の状況

問 27．世帯の収入源について

・ひとり親の収入及び児童扶養手当を収入源としている状況が確認できる。次いで，同居家族収入，

養育費となっているが，それほど高い割合で受けていない様子がうかがえる。

・生活保護の増加も確認できる。
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問 28．世帯の総収入

100

万円

未満

100

~

200

200

~

300

300

~

400

400

~

500

500

~

600

600

~

700

700

~

800

800

~

900

900

~

1000

1000

万円

以上

無回

答
計

平成

20年

実数 42 110 112 63 28 15 6 6 5 1 7 46 441

割合 9.5% 24.9% 25.4% 14.3% 6.4% 3.4% 1.4% 1.4% 1.1% 0.2% 1.6% 10.4% 100%

平成

26年

実数 47 113 128 82 32 12 9 7 5 0 4 32 471

割合 10.0% 24.0% 27.2% 17.4% 6.8% 2.5% 1.9% 1.5% 1.1% 0.0% 0.8% 6.8% 100%

・ 100～300 万円未満が約６割を占める。前回調査より 200 万円～400 万円台が上昇している傾

向がうかがえる。

・ H26 で 400 万円未満から 500 万円未満の割合を見ると 10.6 ポイント差が確認でき，500 万円

以上を見ても，高収入世帯が少ない現状がうかがえる。
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家庭状況別（平成２６年）

100

万円

未満

100

~

200

200

~

300

300

~

400

400

~

500

500

~

600

600

~

700

700

~

800

800

~

900

900

~

1000

1000

万円

以上

無回

答
計

母子

家庭

実数 44 105 111 67 25 8 6 6 2 0 3 25 402

割合 10.9% 26.1% 27.6% 16.7% 6.2% 2.0% 1.5% 1.5% 0.5% 0.0% 0.% 6.2% 100%

父子

家庭

実数 5 7 16 13 8 1 1 1 1 0 0 5 58

割合 8.6% 12.1% 27.6% 22.5% 13.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 8.6% 100%

無回

答

実数 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11

割合 9.1% 9.1% 45.4% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.3% 100%

問 29．回答者の年間収入

100

万円

未満

100

~

200

200

~

300

300

~

400

400

~

500

500

~

600

600

~

700

700

~

800

800

~

900

900

~

1000

1000

万円

以上

無回

答
計

平成

20年

実数 97 128 102 52 21 5 5 2 0 0 2 27 441

割合 22.0% 29.0% 23.1% 11.8% 4.8% 1.1% 1.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 6.1% 100%

平成

26年

実数 98 144 100 65 21 6 4 2 1 1 1 28 471

割合 20.8% 30.6% 21.2% 13.8% 4.6% 1.3% 0.8% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 5.9% 100%
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・前回調査より 100 万円未満，300 万円未満は減少し，200 万円未満，400 万円未満が増加して

いる。

・ 400 万円以上となると数はかなり少なくなり，収入面では高くない現状がうかがえる。

問 30．現在の暮らし向きについて

苦しい やや苦しい 普通
ややゆとりが

ある
ゆとりがある 計

平成20年
実数 219 153 54 5 1 432

割合 50.7% 35.4% 12.5% 1.2% 0.2% 100.0%

平成26年
実数 215 174 68 4 1 462

割合 46.5% 37.7% 14.7% 0.9% 0.2% 100.0%

（無回答を除く）
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・「苦しい」，「やや苦しい」と合わせてH20とH26とも約85％で大半をしめ，依然として経済的

困難な状況が続いていることが推測される。

問 31．家計を圧迫する支出

食費 住宅費 衣服費
育児費・

教育費
医療費 その他 無回答

計(複数

回答)

平成20年
実数 130 200 50 210 41 43 28 702

割合 18.5% 28.5% 7.1% 29.9% 5.9% 6.1% 4.0% 100.0%

平成26年
実数 151 209 49 244 35 26 19 733

割合 20.6% 28.5% 6.7% 33.3% 4.8% 3.5% 2.6% 100.0%

負担の大きい育児費・教育費の内容

塾・お稽古ごと
学費（幼稚園・

学校）
学資保険など

保育・託児費

（保育所など）
その他 無回答 回答者数

平成20年
実数 88 73 14 13 16 6 122

割合 72.1% 59.8% 11.5% 10.7% 13.1% 4.9%

平成26年
実数 113 114 38 24 4 6 186

割合 60.8% 61.3% 20.4% 12.9% 2.2% 3.2%
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・・・・もっとも費用負担の高い育児費・教育費の内訳を見ると，学費（H26：61.3％），塾やお稽古ごと

（60.8％）となっている。

・学資保険が 8.9 ポイントの増加となっている。

４４４４．．．．養育費の取り決め養育費の取り決め養育費の取り決め養育費の取り決め

問 32．養育費に関する取り決め及び受領状況について

取り決めを行った後の受領状況

文書で取り

決めを行っ

た

文書なしで口頭

による取り決め

を行った

取り決めをして

いない
その他 無回答 計

平成20年
実数 153 73 162 18 35 441

割合 34.7% 16.6% 36.7% 4.1% 7.9% 100.0%

平成26年
実数 150 88 188 11 34 471

割合 31.9% 18.7% 39.9% 2.3% 7.2% 100.0%

現在も受け

ている

途中から守られ

なくなった

一度も受け取っ

ていない
その他 無回答 計

平成20年
実数 78 58 63 16 11 226

割合 34.5% 25.6% 27.9% 7.1% 4.9% 100.0%

平成26年
実数 91 51 70 15 11 238

割合 38.3% 21.4% 29.4% 6.3% 4.6% 100.0%
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・養育費について何らかの取り決めを行っているのは H20，H26 とも全体の約 51％（文書による取

り決め H20：34.7％，H26：31.9％，口頭による取り決め H20：16.6％，H26：18.7％）で

あり，半数は子どもの将来を見据えた対応等を図ろうとしていることがうかがえる一方で，「話し

合いにならなかった」，「関わりたくない」など，取り決めたくともできなかったという回答もあ

った。

・取り決めを行ったかたの中で，「一度も受け取っていない」が 1.５ポイント増加しており，「途中

から守られなくなった」と併せて 50%を超えており，養育費は取り決めたが履行がなされていない

現状が確認できる。

・その他としては，「気が向いた時にくれる」など不安定な受領状況の回答も見られた。
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問 33．養育費に関する相談経験

相談した 相談しなかった 無回答 計

平成20年
実数 166 135 140 441

割合 37.7% 30.6% 31.7% 100.0%

平成26年
実数 178 147 146 471

割合 37.8% 31.2% 31.0% 100.0%

相談の相手

離別した

相手

自分の両親

兄弟姉妹

離婚した相

手の両親

弁護士

法テラス

母子自立

支援員

市相談

窓口
その他 無回答 延回答数

平成20年
実数 76 61 15 39 0 10 9 0 210

割合 36.2% 29.0% 7.1% 18.6% 0.0% 4.8% 4.3% 0.0% 100.0%

平成26年
実数 76 64 14 32 7 17 4 0 214

割合 35.5% 29.9% 6.5% 15.0% 3.3% 7.9% 1.9% 0.0% 100.0%

内円：平成２０年 外円：平成２６年

相談の相手
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・相談しなかった理由としては「相手の経済力不足」「自立して生きていくと決めた」「関わりを

持ちたくない」「連絡先・行方不明」「DV」の他に「考える精神的余裕がなかった」や「相談

先が良く分からなかった」などの回答もあり，相談支援施策のニーズが確認できる。

・相談した相手としては，離別した相手に相談をしたというのが最も多い。これは、養育費の金額

設定，支払い方法など当事者同士が決めているためと考えられる。

・次いで，自分の家族，弁護士等となっている。弁護士等が前回から 3.6 ポイント減少しており，

一方，市相談窓口は 3.1 ポイント増加している。母子自立支援員は前回質問項目なし。市相談窓口

の増加と合わせて，より身近な相談機関を志向しているニーズもうかがえる。

５５５５．．．．居住状況居住状況居住状況居住状況

問 34．居住状況について

持ち家（本

人名義）

持ち家（そ

の他名義）

公営

住宅

公社賃貸・

ＵＲ賃貸

社宅

など

民間

賃貸
その他 無回答 計

平成20年
実数 65 152 16 21 3 162 11 11 441

割合 14.7% 34.5% 3.6% 4.8% 0.7% 36.7% 2.5% 2.5% 100.0%

平成26年
実数 62 146 7 13 4 203 10 26 471

割合 13.2% 31.0% 1.5% 2.8% 0.8% 43.1% 2.1% 5.5% 100.0%

・前回に比較し，持ち家（本人・その他名義）が 5 ポイント減少し，民間賃貸が 6.4 ポイント増加

している。また，公営住宅，公社・ UR 賃貸も 4.1 ポイント減少している。

・ひとり親になった過程の居住変化では，離婚等により夫等他人名義持ち家から民間アパート等に

転居（一回実家に居住等を経て）するという傾向が強いことがうかがえる。
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家庭状況別（平成２６年）

持ち家（本

人名義）

持ち家（そ

の他名義）

公営

住宅

公社賃貸・

ＵＲ賃貸

社宅

など

民間

賃貸
その他 無回答 計

母子家庭
実数 44 130 7 9 3 179 9 21 402

割合 11.0% 32.3% 1.8% 2.3% 0.7% 44.5% 2.2% 5.2% 100.0%

父子家庭
実数 18 13 0 1 1 20 1 4 58

割合 31.0% 22.4% 0.0% 1.7% 1.7% 34.6% 1.7% 6.9% 100.0%

・父子家庭は本人名義持ち家が多く，それに比較して母子家庭では持ち家（その他名義）及び民間賃

貸が多いことが確認できる。

問 35．将来の住宅の希望について

公営住宅に

転居したい

民間の賃貸

住宅に転居

したい

一戸建ての

借家に転居

したい

改築し

たい

新築し

たい

特に希望

はない

そ

の

他

無

回

答

回答者

計

平成20年
実数 151 228 35 414

割合 36.5% 55.1% 8.4% 100.0%

平成26年
実数 75 38 33 40 65 177 35 8 471

割合 15.9% 8.1% 7.0% 8.5% 13.8% 37.6% 7.4% 1.7% 100.0%

※平成２０年調査は公営住宅転居希望有無のみ
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・現在の住宅から特に移動希望はないとした回答が（H26）３分の１強であった。しかし，現在の生

活で手一杯で将来のことまで考えられないとした補足回答も少数ながらあった。

・回答の傾向では，将来は安定した住居環境を求め，新築，又，中古でも構わないから一戸建て，

若しくはマンションという希望があるが，現実的には経済的理由で困難であるとした回答もあった。

・公営住宅等への優先入居希望（抽選で当たらないため）や家賃負担など経済的支援を要望する回答

も見られた。

問 36．住宅ローンについて

～5万円未満 ～10万円未満 ～15万円未満 15万円以上 無回答 ローン有回答者計

平成20年
実数 12 28 4 0 0 44

割合 27% 64% 9% 0% 0% 100%

平成26年
実数 8 19 11 1 5 44

割合 18% 43% 25% 2% 12% 100%

内円：平成２０年

外円：平成２６年
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・住宅ローン保有の有無については、本人名義の持ち家のローンを抱えているのは全体の約 2/3。

・ローンの月額支払額では 5～10 万円未満が最も多く，H26：43％である。一方，10 万円以上も

27％を占め，家計への負担が大きい状況が推測される。

住宅ローンの状況

家計を圧迫

している

なんとか耐

えられる

それほど家計を

圧迫していない

まったく

問題ない
その他 無回答 回答者計

平成20年
実数 18 19 2 0 0 5 44

割合 40.9% 43.2% 4.5% 0.0% 0.0% 11.4% 100.0%

平成26年
実数 22 21 3 0 1 13 60

割合 36.6% 35.0% 5.0% 0.0% 1.7% 21.7% 100.0%

６６６６．．．．保育の状況保育の状況保育の状況保育の状況

問 37 ・３８．就学前の子どもの有無と保育の状況について

（就学前の子どもがいる家庭は，H20，H26 とも全体の約２３％）

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

幼稚園に通園している 19 14.0% 18 15.1%

幼稚園とほかの方法で二重保育している 4 2.9% 7 5.9%

保育園に通園している 78 57.4% 65 54.6%

保育園とほかの方法で二重保育している 17 12.5% 18 15.1%

保育ママやベビーシッター等利用 0 0.0% 0 0.0%
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NPO 等の預かりサービスを利用 0 0.0% 0 0.0%

終日，親や兄弟姉妹，親族に預けている 8 5.9% 3 2.5%

終日，友人や知人に預けている 1 0.7% 0 0.0%

仕事場に連れていく 4 2.9% 2 1.7%

その他 5 3.7% 6 5.1%

回答者計 136 100.0% 119 100.0%

・全体的な傾向は前回調査と変わらず保育園・保育所への通所が過半数を占め，二重保育を含

めると 2/3 が保育園・保育所利用を基本としている。幼稚園利用も二重保育を含め約2 割

程度ある。

・ベビーシッタやＮＰＯの利用は確認できない。

・その他回答では，近くに親族や面倒を見てくれる友人がいない，自分で保育をしている等があった。

問 39．小学校の子どもの有無

いる いない 無回答 計

平成20年
実数 221 139 81 441

割合 50.1% 31.5% 18.4% 100.0%

平成26年
実数 209 204 58 471

割合 44.4% 43.3% 12.3% 100.0%
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・小学校の子どもがいるは 5.7 ポイント減少し，いないが 11.8 ポイント増加している。年代

が上にシフトしている状況が推測される。

問 40．小学生の放課後の過ごし方について

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

放課後児童クラブ（こどもルーム） 63 18.0% 63 16.2%

かしわファミリー・サポート・センターの協力会員に預けている 2 0.6% 3 0.8%

児童センターを利用している 5 1.4% 3 0.8%

塾や習い事 55 15.8% 47 12.1%

友達と遊んでいる 75 21.5% 88 22.7%

学校のクラブ活動に参加している 33 9.4% 46 11.8%

親や兄弟姉妹，親族に預けている 69 19.8% 60 15.5%

友人・知人に預けている 2 0.6% 2 0.5%

子どもだけで家にいる 22 6.3% 62 16.0%

その他 22 6.3% 12 3.1%

無回答 1 0.3% 2 0.5%

回答者計 349 100.0% 388 100.0%

・放課後の子ども過ごし方は友達と遊ぶ，こどもルーム，親族へ預けている，塾や習い事等が上位で

あるが，今回調査で「子どもだけで家にいる」が 9.7 ポイントと大きく増加している。

・子どもの年齢や就業環境にもよるが，ある程度高学年であることや夕方帰宅が可能な場合は，自宅

で遊ばせておくことが増えている状況が推測される。

・ファミリー・サポート・センターや児童センターの公的機関サービスの利用状況が少ないことが確

認できる。
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７７７７．．．．困りごと・悩みごと困りごと・悩みごと困りごと・悩みごと困りごと・悩みごと

問 41．ひとり親になったときの子どもへの悩みについて

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

しつけ・育て方のこと 85 19.3% 75 15.9%

健康状態，発育・発達のこと 27 6.1% 16 3.4%

教育・進学など勉強にかかわること 24 5.4% 32 6.8%

学費等子どもにかかるお金のこと 192 43.5% 187 39.7%

食事や栄養のこと 4 0.9% 12 2.5%

非行やいじめなど学校生活や素行のこと 16 3.6% 28 6.0%

子どもの将来のこと 58 13.2% 72 15.3%

特に悩みはなかった 18 4.1% 25 5.3%

その他 11 2.5% 16 3.4%

無回答 6 1.4% 8 1.7%

計 441 100.0% 471 100.0%

・子どもへに関する悩みとして，一番大きいのは，子どもにかかるお金のこと，次いで，しつけ・

育て方，子どもの将来と続き，前回と変動はない。

・しつけやお金に関する悩みが減少している中，いじめや子どもの将来などに対する悩みが増加し

ており，補足回答でも，離婚や自分の身体・精神の虚弱による子どもへの精神的影響の心配や明

るい将来が見通せなく，全ての項目に関して不安だとする回答があった。
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問 42．ひとり親になったときの回答者自身の悩みについて

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

お金のこと 265 60.1% 297 63.1%

仕事のこと 71 16.1% 52 11.0%

住居のこと 9 2.0% 4 0.9%

自分の健康のこと 7 1.6% 15 3.2%

子育てのこと 35 7.9% 53 11.3%

家事のこと 2 0.5% 1 0.2%

老後のこと 3 0.7% 2 0.4%

ひとり親家庭に対する偏見 26 5.9% 20 4.2%

親族の健康・介護 2 0.5% 3 0.6%

特に悩みはなかった 9 2.0% 15 3.2%

その他 7 1.6% 5 1.1%

無回答 5 1.1% 4 0.8%

計 441 100.0% 471 100.0%

・金銭的な悩みが圧倒的であり，仕事の悩みは前回調査からは減少しているが，一方で子育てに関す

る悩みが 3.4 ポイント増加しており，ひとり親になったことによる子育ての孤立感・負担感が増

加していることなども推測できる。
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問 43．子どもに対する現在の悩みについて

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

しつけ・育て方のこと 67 15.2% 67 14.2%

健康状態，発育・発達のこと 22 5.0% 18 3.8%

教育・進学など勉強にかかわること 59 13.4% 64 13.6%

学費等子どもにかかるお金のこと 175 39.7% 186 39.5%

食事や栄養のこと 6 1.3% 5 1.0%

非行やいじめなど学校生活や素行のこと 14 3.2% 21 4.5%

子どもの将来のこと 56 12.7% 70 14.9%

特に悩みはない 28 6.3% 29 6.2%

その他 7 1.6% 4 0.8%

無回答 7 1.6% 7 1.5%

計 441 100.0% 471 100.0%

・現在の悩みも，ひとり親になったときの悩みと同様の傾向（お金，しつけ，将来）であり，前回

とも同傾向である。

問 44．回答者の現在の悩みについて

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

お金のこと 238 54.0% 264 56.1%

仕事のこと 57 12.9% 68 14.4%

住居のこと 19 4.3% 6 1.3%
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自分の健康のこと 14 3.2% 16 3.4%

子育てのこと 34 7.7% 41 8.7%

結婚のこと 13 2.9% 7 1.5%

家事のこと 2 0.5% 4 0.8%

老後のこと 15 3.4% 17 3.6%

親族の健康・介護 7 1.6% 16 3.4%

ひとり親家庭に対する偏見 8 1.8% 2 0.4%

特に悩みはない 14 3.2% 16 3.4%

その他 15 3.4% 7 1.5%

無回答 5 1.1% 7 1.5%

計 441 100.0% 471 100.0%

・同様の傾向（お金，仕事，子育て）である。ひとり親になった当時と比較し，ひとり親家庭に対

する偏見は減少しており（H26：4.2％→0.4％），ひとり親家庭であることで偏見を持たれる

状況が心配していたよりは少ないということを読み取ることができる。

・親族の健康・介護が前回より増加（1.6％→3.4％）しており，親の高齢化等の影響が推測される。

問 45．子どもの将来の心配事

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

健康状態，発育・発達のこと 31 7.0% 23 4.9%

教育・進学など勉強にかかわること 102 23.1% 113 24.0%

学費等子どもにかかるお金のこと 189 42.9% 202 42.9%

就職のこと 46 10.4% 55 11.7%
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食事や栄養のこと 0 0.0% 0 0.0%

非行やいじめなど学校生活や素行のこと 37 8.4% 29 6.2%

結婚のこと 7 1.6% 2 0.4%

特に悩みはない 18 4.1% 27 5.7%

その他 7 1.6% 12 2.5%

無回答 4 0.9% 8 1.7%

計 441 100.0% 471 100.0%

・子どもの将来に関して，金銭的な問題は変わらずあるが，教育，就職への心配が将来的に不安要

素として確認できる。

・ひとり親のため，自分の他界後の心配をしている回答も見られた。

問 46．回答者自身の将来の心配事

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

お金のこと 173 39.2% 203 43.1%

仕事のこと 50 11.3% 49 10.4%

住居のこと 13 3.0% 15 3.2%

自分の健康のこと 39 8.8% 37 7.8%

結婚のこと 15 3.4% 9 1.9%

家事のこと 1 0.2% 1 0.2%

老後のこと 81 18.4% 96 20.4%

子どもからの自立 13 3.0% 10 2.1%

親族の健康・介護 31 7.0% 22 4.7%
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ひとり親家庭等に対する偏見 5 1.1% 1 0.2%

特に悩みはない 10 2.3% 13 2.8%

その他 4 0.9% 5 1.1%

無回答 6 1.4% 10 2.1%

計 441 100.0% 471 100.0%

・全体的には前回調査と同様の傾向でお金，老後，仕事の心配が高い。加齢に伴う自身の健康

や老後問題については，現状の収入やひとり親という家庭事情などから不安に感じていること

があると推測される。

問 47．困ったときの相談相手について

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

家族・親戚 308 38.8% 305 36.1%

友人・知人 277 34.9% 282 33.4%

職場の同僚・上司 80 10.1% 97 11.5%

民生・児童委員 5 0.6% 2 0.2%

保育所・幼稚園 13 1.7% 15 1.8%

学校 11 1.4% 13 1.5%

市の相談窓口（母子自立支援員等） 12 1.5% 17 2.0%

離別した相手 9 1.1% 7 0.8%

児童相談所 3 0.4% 8 1.0%

民間の相談機関 4 0.5% 2 0.2%

相談相手はいない 49 6.2% 70 8.3%
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インターネットを利用した匿名の不特定多数 5 0.6% 14 1.7%

その他 11 1.4% 4 0.5%

無回答 6 0.8% 8 1.0%

複数回答計 793 100.0% 844 100.0%

・・・・相談相手は自身の家族や親戚，友人・知人が圧倒的に多く，職場の同僚や上司への相談も確認でき

る。

・民生委員・児童委員，市窓口を始めとした他の相談相手の実数は少ない。

・相談相手がいないとする回答が増加している。「相談はしない」や「自分で解決」するといった回

答も見られ，一人で悩んでいる状況もうかがえ，相談しやすい環境づくり，孤立化を防ぐ支援体制，

ネットワークづくり等の検討も必要である。
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８．行政サービス行政サービス行政サービス行政サービス

問 48．ひとり親家庭支援制度の利用状況等について

支援施策

知っていた 知らなかった

無

回

答

利
用
し
た
こ
と
が

あ
る

利
用
し
た
こ
と
は

な
い

今
後
利
用
し
て

み
た
い

今
後
も
利
用

し
な
い
と
思
う

利
用
は
別
と
し
て

サ
�
ビ
ス
内
容

を
知
り
た
い

ひとり親家庭等医療費助成
297 103 18 4 17 32

ファミリー・サポートセンター利用料助成
36 263 30 53 59 30

自立支援教育訓練給付金
23 267 39 32 73 37

高等技能訓練促進費
14 218 42 58 100 39

就業支援講習会
10 211 53 78 83 36

就職支援セミナー
8 202 41 124 59 37

母子自立支援プログラム策定事業
5 182 29 106 106 43

母子自立支援相談
21 196 30 83 84 57

母子寡婦福祉資金の貸付
9 199 38 63 104 58

柏市母子寡婦福祉会
6 169 32 78 126 60

無回答を除く
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・「利用したことがある」の圧倒的に多い支援施策は，ひとり親家庭等医療費助成である。その他の

支援施策については，かなり利用者は減少となる。

・就職支援セミナーについては，今後の利用意向無しの多さが見られる。

・母子寡婦福祉会については，「利用するしないは別として，内容をしりたい」の回答が一番多く，

次いで，母子自立支援プログラム，母子福祉資金貸付，高等技能訓練促進費であり，これらの制度

等の分かりやすい周知宣伝も課題であると考えられる。

問 49．充実・拡大が必要な公的支援制度について

平成２０年 平成２６年

実数 割合 実数 割合

母子自立支援員による相談体制の充実・拡大 25 2.1% 48 4.2%

【子どもを安心して一時的に預けられる制度の充実・拡大】 184 15.1% 198 17.5%

放課後児童クラブ（こどもルーム）の充実・拡大 77 6.3% 107 9.4%

公営住宅への優先入居 110 9.1% 175 15.4%

一時的な生活援助を必要とする際のホームヘルパーの派遣 18 1.6%

ひとり親家庭でお互いに悩みを打ち明けたりイベント等交流 45 4.0%

子どもを対象とした大学生等による学習支援・進学相談 130 11.5%

【就業支援制度の充実】 135 11.1% 102 9.0%

母子家庭等対策の充実・拡大 73 6.0% 89 7.8%

父子家庭等対策の充実・拡大 10 0.8% 26 2.3%

関係福祉団体の活動強化 1 0.1% 2 0.2%

経済支援制度の充実・拡大 564 46.4% 143 12.6%

その他 17 1.4% 12 1.1%

無回答 20 1.6% 39 3.4%

複数回答計 1,216 100.0% 1,134 100.0%

【子どもを安心して一時的に預けられる制度の充実 【就業支援制度の充実】の具体的選択

・拡大】の具体的選択

実数 割合

就業支援講習会 5 7.0%

就職支援セミナー 7 9.9%

自立支援教育訓練給付金 31 43.7%

高等技能訓練促進費 28 39.4%

回答者計 71 100.0%

実数 割合

保育所の優先入所 43 29.0%

休日・夜間保育 36 24.3%

病時保育 42 28.4%

病後時保育 16 10.8%

ファミリー・サポート・センター 5 3.4%

子ども短期入所（ショートステイ） 6 4.1%

回答者計 148 100.0%
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・前回調査から設問を増やした影響で，支援施策の拡大等要望は全体的に分散化している。

・一時的に子どもを預ける制度は前回より増加しており，気軽に子どもを預け，子育ての負担感等か

ら開放されるような子育て支援施策を求めていると推測される。

・公営住宅の優先入居拡大要望は，前回より 6.3 ポイント増加しており，安くて安定した住居の要望

が高まっているものと考えられる。

一時的に預けられる制度の充実・拡大 就業支援制度の充実・拡大

・保育所優先入居，病時保育，休日・夜間保育が一時的預けとして要望が高い。

・就業支援制度では，自立支援教育訓練給付金及び高等技能訓練促進費の要望が高い。
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補足意見

・｢現行ひとり親支援制度の拡充要望」では，児童扶養手当について，支給額の増額，支給期間の延長

に関する要望が多く，就労状況を加味した支給額の決定や同居親族の所得審査に関する意見も見ら

れた。また，ひとり親家庭等医療費助成制度については，全額助成に関する要望が多い。

・「保育・こどもルームに関する要望」では，保育園及び放課後児童クラブ（こどもルーム）の祝

日・夜間等の利用時間延長や病児保育に関する要望が多い。また，待機児童の解消やＰＴＡ役員の

免除に関する意見が見られた。

・「新規ひとり親支援制度実施の要望」では，児童への学習支援の実施要望が多い。

問 50．福祉団体等の活動参加の有無について

ある ない 無回答 計

平成20年
実数 11 411 19 441

割合 2.5% 93.2% 4.3% 100.0%

平成26年
実数 11 426 34 471

割合 2.3% 90.5% 7.2% 100.0%

・ほとんどの回答者が福祉団体の活動に参加したことがなく，傾向も前回と変わりはない。

平成２０年



62

参加しない理由

どんな団体があるの

か知らない

団体の活動に興味が

ない

活動に興味があるが，

時間がない
無回答 回答計

平成20年
実数 242 28 91 50 411

割合 58.9% 6.8% 22.1% 12.2% 100.0%

平成26年
実数 209 65 79 118 471

割合 44.4% 13.8% 16.8% 25.0% 100.0%

・「団体を知らない」の回答は 14.5 ポイントと大幅な減少なので，一定の知名度は上がっている

ことがうかがえる。

・一方で，活動に興味がないとする回答が 7 ポイント増加しており，活動内容等の魅力化の検討余

地も考えられる。

・時間がないという回答は，仕事と子育てに追われている現状の想定ができる。

問 51．その他意見・要望の分類について

・｢現行ひとり親支援制度の拡充要望」では，児童扶養手当について，支給額の増額，支給期間の延長

に関する要望が多く，就労状況を加味した支給額の決定や同居親族の所得審査に関する意見も見ら

れた。また，ひとり親家庭等医療費助成制度については，全額助成に関する要望が多い。

・「行政全般に対する不満・提案」では，市役所職員の対応への不満，国民健康保険料・市税に関す

る意見等が見られた。

・「その他」では，生活に関する不安や不満等が見られた。

4
その他，13.4％
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４ 課題等考察

(1) 回答者の属性からの考察

アンケート調査属性から，３０～４０歳代の働きざかりの世代

がひとり親家庭の中心層で，母子家庭の割合は 85.4%で す。世帯

人数は，子どもとの３人暮らしが中心的な世帯像で，ひとり親に

なったときの末子の年齢が就学前５歳以下が全体の 73.5%です。

小学校入学前という育児にも大変な時期にひとり親になり，子

育てや家事と家計を支えなくてはいけないという多大な負担が

かかっている現状がうかがえ，生活支援，経済的支援等を通じて

自立に向けた支援が必要であると思われます。

回答者本人の最終学歴では「高校」が最も多いが，子どもの進

学希望先は「大学・大学院」が 55.4%と最も高く，子どもに十分

な高等教育を受けさせることで，多様な職業選択ができる環境を

推進し，貧困の連鎖を防止するためにも，子どもに対する学習支

援や就学貸付金などきめ細やかな支援が求められています。

また，子供の貧困対策に関する大綱でも盛り込まれた「親の学

び直しの支援」等で高等学校卒業認定講座・試験の費用一部助成

の支給も検討が考えられます。

子育て世帯全体に共通する課題ですが，特に多忙であると思わ

れるひとり親に対しては，子育ての孤立化や不安感，負担感の増

加が懸念されるため，身近に相談できる場所やフォロー体制整備

が求められています。

(2) 就労状況からの考察

ひとり親になったときの就労状況ではパート・アルバイトが多

いが，ひとり親になってからは，家計を支えなくてはならないた

め，会社員（正社員）の割合が増加する傾向が前回調査からも引

き続いています。父子家庭では会社員（正社員）が多いが，母子

家庭では正社員とパート・アルバイトが同率程度で，母子家庭は

男性と比較し，就業経験の少なさや子どもを抱えているため就業

時間に制約があるなど，正社員就業についての障害があり，この

ため収入面でも不利な状況にさらされています。一方，父子家庭

では，残業などによる家事と育児の両立が困難である現状もあり，
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ファミリー・サポート・センターなどの子育て支援が必要である

と考えられます。

労働環境の問題ともなりますが，就労時間の柔軟化等による

「正規雇用での就労機会の拡充」や「ひとり親家庭に対する雇用

側の配慮」といった社会的意識の改善，雇用側への啓発も必要で

あると思われます。

正規雇用等の促進，また，アンケート結果で収入面での不満か

ら転職要望があることからも，資格取得支援制度の周知や充実を

図りながら，ハローワークなどの関係機関と連携を強化し，就労

支援を進めることが求められています。

働けども経済的に楽にならない現実もあり，「親の学び直し」

支援策を検討することなども考えられます。

相談事業では，離婚直後で不安定な時期であるからこそ，個々

のニーズを良く聞き，本人適正も良く勘案し，自立支援プログラ

ム策定事業等により，仕事に必要な知識，情報提供や資格取得支

援など円滑な就業につながるよう支援することが求められてい

ます。

また，職業訓練中の経済的支援や就業中の保育問題，子どもの

病気時の保育サービスの充実についてもアンケート結果から求

められている支援策であり，充実を検討していく必要があります。

資格取得要望に関しては，医療・福祉分野での資格取得が比較

的多く望まれており，少子高齢化時代のニーズにあった就労先等

支援策を検討する必要があります。

(3) 家庭の収入の状況からの考察

総体的なアンケート結果では経済的支援の充実及び拡大要望

が多い。経済力がそれほど高くないひとり親家庭に対しては，

就労支援や生活支援などと併せ，個々の家庭内経済環境を支える

手段（経済的自立を図るためのきめ細やかな就労斡旋等）の充実

が求められています。

家計を圧迫する支出項目では，塾や学費などが多く，学習支援

や就学援助の充実も求められています。

経済的な子育て支援政策では，市の財政状況も勘案し，諸手当
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や助成制度などの要件の見直しや拡大についての検討や必要性

の確認を行い，選択と集中の施策展開を図る必要があります。

(4) 養育費の取り決め状況からの考察

養育費を取り決めたにも関わらず，現在受けていると回答した

かたは３割程度しかいなく，このことは子が離別した親と同等の

生活を営む権利が履行されていないことやひとり親家庭の家計

に与える影響も大きく，子どもの将来への健やかな成長のため

にも養育費確保の支援策が求められています。

アンケートで養育費を受け取らない理由としては「相手と関わ

りたくない」などの回答も多く，養育費確保に関する相談体制の

充実を図るとともに養育費の必要性など社会的認知を向上させ

るためにも広報啓発活動を積極的に推進することも考えられま

す。

気軽に相談でき，個々人の実情にあった細やかな対応ができ

る窓口の充実や養育費の社会的理解の向上周知にも努める必要

があります。

(5) 居住状況からの考察

民間賃貸住宅が増加している傾向にあり，一般的に家賃が高い

ことによる家計の負担，また，持ち家の住宅ローンでも家計を圧

迫していると見られる現状から，より居住環境が安定し，かつ安

価な家賃等の住居要望があります。

ひとり親家庭では所得の不利な面からも，公営住宅優先入居な

どの居住支援や，ＵＲなど子育て世帯を支援する住宅事業者など

の情報提供，周知などが求められています。

公的住宅の活用とともに，住宅取得のための貸付や補助などの

経済的支援拡充等についても検討が必要になると思われます。

(6) 保育の状況からの考察

安心して就労等に望むため，保育所の優先入所が要望として高

く，行政としては待機児童解消等と併せ，引き続き保育環境の整

備，子育て支援環境の充実が必要と考えられます。
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子どもを一時的に預けることができる制度の充実要望として，

病時保育，休日保育等が挙げられ，検討が必要と考えられます。

また，子どもセンターのような保育と保健相談，さらに就労相

談，法律相談ができる家庭総合支援拠点のような施設も検討に値

します。一方，待つ支援から届ける支援として，ボランティア等

が訪問する「家庭訪問型子育て支援」ホームスタート事業などの

研究も必要であると考えられます。

アンケート調査から子どもだけで家にいるという家庭が増加

しており，放課後等の子どもの居場所の確保は，子どもの健全育

成面でも重要なことであり，居場所づくりと同時に学習支援の場

として教育委員会との連携など検討していくべき課題でありま

す。

ファミリー・サポート・センターや児童センターなどは利用が

少なく，利便性の向上やサービス内容の向上，情報提供の強化等

が必要と考えられます。

(7) 困りごと，悩み事からの考察

最大の悩みごとはお金，経済的なことであり，経済的支援と就

労支援，また，貧困を連鎖させないための学習支援，生活支援な

ど総合的に支援を実施していくべきと考えられます。

相談体制としては，初期段階から，ひとり親やその家族に対す

る情報の十分な周知，ひとりで悩まず相談しやすい環境づくり，

相談後も継続してサポートできる体制整備などが重要と思われ

ます。

スマートフォンなどの IT 機器を活用し，身近で気軽に相談で

きる制度の検討も考えられます。

民生委員・児童委員，ＮＰＯ等とも協働し，子育てのしやすい

社会作り，福祉的に暖かいコミュニティづくりなども推進してい

く必要があります。

アンケート回答者の中には様々な悩みのため，ある程度悲観的

になっている現状もうかがえ，子育て世帯全般にも言えますが，

悩みを抱えこまないように精神的サポートをする体制も必要と

考えられます。
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(8) 必要な行政サービスからの考察

ひとり親への支援施策としては，ひとり親医療費助成が多く活

用されていますが，利用がそれほど多くない制度もあり，サービ

ス内容等の周知については，多様なメディアを使い積極的に周知

していく必要があります。

父子家庭への支援が拡大されたことにも伴い，父子家庭への制

度周知と相談体制の充実なども必要と思われます。

各制度ともに内容を把握したい意向が認められるため，より分

かりやすい情報発信等による周知強化が必要と考えられます。ま

た，要件や時間帯など利用しやすい制度内容の検討等も必要であ

ります。

市財政状況と住民ニーズとを勘案し，経済的支援やサービス支

援について必要に応じて見直しや再構築について検討すること

も考えられます。

福祉団体の存在や内容を知らない，興味があっても時間的に余

裕が無いため実行に移せない等の回答が確認できることから，各

種福祉団体の活動内容や支援策の見直し，利用方法等など基本的

情報の周知強化も必要とも考えられます。

子供の貧困対策に関する大綱でも示されたスクールソーシャ

ルワーカーの活用等により，地域と学校を結び，福祉と教育が一

体となった支援も求められています。
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第３章 支援施策の方向性

１ 基本目標

子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることなく，

子どもの最善の利益が確保され，ひとり親家庭等の親子の人権が

尊重され，様々な支援のもと自立を図り生活を安定，向上させ，

子育ての楽しさや喜びを感じることができるようなまちを目指し

ます。

２ ひとり親家庭等が育児や家事，仕事を両立するうえで直面する

困難を解消し，自立への意欲及び将来への希望を持ち続けるため

に，子育てや経済的支援など様々な支援施策を提供できるよう，

市関係部署や教育委員会を始めとした関係機関との連携を強化し，

総合的な支援を推進します。

第１期計画から実行している各施策を引き続き着実に実行しな

がら，新たに制定された「子供の貧困対策に関する大綱」によ

り，国の省庁が実施していく各施策を注視しつつ，補助金など財

源の確保をしっかり図りながら各種支援策を実施していきます。

このため，次の４つの推進体系を設定し，各自立支援施策につ

いて計画的に推進します。

２ 施策の体系と方向性

(1) 子育て・生活支援の推進

ひとり親家庭等が，仕事などと両立し，安心して子育てができ

る環境と生活の安定を図り，子どもの健全な発達，育成が推進さ

れるよう，保育サービスを始めとした多様なニーズに対応した子

育て支援サービスや公共住宅入居への配慮など，自立に向けた生

活に関する支援施策の充実を図ります。

ひとり親家庭等の子育てや仕事などに対する多様な悩みや困難

に関する相談に対応するため，支援相談体制の充実を図り，ひと

り親家庭等が安心して日常生活を送ることができるよう支援しま

す。
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(2) 就業支援の推進

ひとり親家庭等が子育てと両立しながらより良い収入・雇用条

件で就業することで，安定した収入を得ることにより，自立した

生活を送ることができるよう就業支援施策を推進します。

就労活動が円滑に進むよう，ハローワークなどの関係機関との

連携を強化し，就職情報の提供や雇用の促進など就業面での支援

体制を整備します。

さらに，ひとり親家庭等のそれぞれの実情に応じてきめ細かな

就労支援ができるよう，ひとり親となった早期の段階での機会を

利用して母子・父子自立支援プログラムなどの支援施策を図って

いきます。

(3) 養育費確保のための支援の推進

ひとり親家庭等の児童等に対する養育費は，児童の当然の権利

であると同時に生計を支えるうえで重要であることから，必要な

養育費を確保できるよう養育費に関する取り決めなど法律相談等

による支援体制の充実を図るとともに，養育費は親としての当然

の責務であるなど社会的認識を高める普及啓発を推進します。

また，生活や精神面でのサポートを重視し，養育費確保を盛り

こんだ，より分かりやすいガイドブック等の作成・配布を行い，

ひとり親家庭のサポート，支援に努めます。

(4) 経済的支援の推進

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を推進するため，児童扶養

手当の給付等経済的支援を推進します。

母子家庭は，収入面で不利な点が多く，経済的に厳しい生活を

余儀なくされている状況にあることから，各種手当や貸付・助成

などの制度に関する情報提供や相談支援などにより制度の有効

活用を促進し，ひとり親家庭等の経済的自立を図るための支援体

制を充実します。

福祉資金貸付制度について，父子家庭への対象が拡充されたこ

とから，父子家庭に対する周知等を徹底し，支援策の拡充を実施

します。
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市では，国の施策方針と合わせ自立促進計画の施策「子育て・生活支援」「就業支援」

「養育費の確保支援」「経済的支援」の４本柱で支援施策を推進します。

第２期柏市ひとり親家庭等自立促進計画

就業支援

○自立支援プログラ

ム策定事業

○自立支援教育訓練

給付金

○母子父子寡婦福祉

資金貸付

養育費確保支援

○母子・父子自立支援

員による養育費相

談の推進

○法テラス等との連

携

子育て・生活支援

○児童の学習支援

○母子・父子自立支援

員による相談・支援

○保育所優先入所

○公営住宅優先入居

経済的支援

○児童扶養手当

○ひとり親家庭等医

療費助成

○ファミサポ利用料

助成

○遺児等養育手当

柏市ひとり親家庭等の自立支援策の体系

)
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第４章 支援施策の展開

子育て・生活支援の推進

１ 保育サービス等の充実 ※ 母 子 ・父 子 家 庭 等 限 定 事 業 以 外 も 有

事 業 名 等 事 業 内 容 ・ 方 針
※

対 象
所 管 課

保 育 所 の 優 先 入 所 就 業 や 求 職 活 動 ， 職 業 訓 練 を

十 分 に 行 う こ と が で き る よ

う ， ひ と り 親 家 庭 の 児 童 の 優

先 入 所 に 配 慮 し ま す 。

母 子

父 子

保 育 運 営 課

延 長 保 育

一 時 保 育

幼 稚 園 預 か り 保 育

病 後 児 保 育

ひ と り 親 家 庭 の 親 が 仕 事 と 子

育 て の 両 立 が で き る よ う ， 各

種 保 育 事 業 の 充 実 に 努 め ま

す 。

母 子

父 子

保 育 運 営 課

そ の 他 保 育 サ ー ビ ス

（ 病 児 保 育 ，休 日 保 育

な ど ）

保 護 者 の 多 様 な 就 労 形 態 ， ニ

ー ズ の 多 様 化 ， 社 会 環 境 変 化

等 を 考 慮 し な が ら ， 新 た な 保

育 サ ー ビ ス を 検 討 し ま す 。

母 子

父 子

保 育 運 営 課

放 課 後 児 童 ク ラ ブ（ こ

ど も ル ー ム ）の 優 先 入

所

放 課 後 子 ど も 総 合 プ

ラ ン の 推 進

児 童 の 安 全 ・ 安 心 な 居 場 所 を

確 保 す る た め ， 放 課 後 児 童 ク

ラ ブ の 優 先 入 所 及 び 放 課 後 子

供 教 室 と の 一 体 型 も 含 め た 居

場 所 ・ 学 習 支 援 事 業 を 推 進 し

ま す 。

母 子

父 子

学 童 保 育 課

生 涯 学 習 課

２ 子育て支援の充実

フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー

ト ・ セ ン タ ー 事 業

会 員 制 で 児 童 の 送 迎 な ど ， ひ

と り 親 家 庭 の 生 活 支 援 事 業 を

実 施 し ま す 。

母 子

父 子

子 育 て 支 援 課
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子 育 て 短 期 支 援 事 業 一 時 的 に 家 庭 で の 養 育 が 困 難

な 子 ど も の 生 活 の 安 定 を 図 る

た め シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 を 実

施 し ま す 。

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課

学 習 支 援 事 業 高 校 進 学 学 習 支 援 プ ロ グ ラ ム

や 放 課 後 子 ど も 教 室 ， 大 学 生

ボ ラ ン テ ィ ア 等 に よ る 学 習 支

援 事 業 な ど で 児 童 に 対 す る 学

習 支 援 や 相 談 支 援 を 実 施 し ，

学 力 の 底 上 げ 等 を 図 り 貧 困 の

連 鎖 等 を 防 ぎ ま す 。

母 子

父 子

生 活 支 援 課

生 涯 学 習 課

こ ど も 福 祉 課

公 的 住 宅 へ の 入 居 の

優 遇

市 営 住 宅 の 入 居 に 際 し ， 抽 選

時 の 当 選 確 率 を 高 め る 優 遇 制

度 を 実 施 ， 又 ， 低 廉 で 安 定 し

た 住 居 情 報 等 の 情 報 提 供 を 図

り ま す 。

母 子

父 子

住 宅 課

就業支援

母 子 家 庭 等 就 業 ・自 立

支 援 セ ン タ ー 事 業

就 業 に 関 す る 専 門 的 な 知 識 や

相 談 経 験 者 に よ る 職 業 相 談 の

就 業 支 援 講 習 会 実 施 。 就 業 情

報 提 供 等 の 一 貫 し た 就 業 支 援

サ ー ビ ス の 充 実 を 図 り ま す 。

母 子

父 子

寡 婦

こ ど も 福 祉 課

自 立 支 援 教 育 訓 練 給

付 金 事 業

市 長 が 指 定 す る 教 育 訓 練 講 座

に つ い て ， 講 座 修 了 後 に 入 学

料 及 び 受 講 料 の 一 部 を 支 給 す

る こ と で 就 業 を 支 援 し ま す 。

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課

高 等 職 業 訓 練 促 進 給

付 金 事 業

看 護 師 等 の 経 済 的 自 立 に 効 果

的 な 資 格 を 取 得 す る た め に ，

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課
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修 業 期 間 が ２ 年 以 上 あ り ， 就

業 及 び 育 児 と 修 学 の 両 立 が 困

難 な 場 合 に 生 活 費 の 負 担 軽 減

を 目 的 と し た 給 付 金 で ， 安 定

し た 修 業 環 境 を 提 供 し ま す 。

就 業 相 談 事 業 母 子 家 庭 の 母 等 の 就 業 相 談 に

応 じ ，ハ ロ ー ワ ー ク と 連 携 し ，

職 業 の 適 性 に 関 す る 助 言 や ，

求 人 ・ 職 業 訓 練 に 関 す る 情 報

の 提 供 等 を 行 い ま す 。 ま た ，

状 況 に 応 じ て ハ ロ ー ワ ー ク の

窓 口 へ 同 行 支 援 を 行 い ま す 。

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課

母 子 ・父 子 自 立 支 援 プ

ロ グ ラ ム 策 定 事 業

児 童 扶 養 手 当 受 給 者 の 就 業 ニ

ー ズ 等 に 対 応 し た 自 立 支 援 プ

ロ グ ラ ム を 策 定 し ま す 。 ハ ロ

ー ワ ー ク と の 連 携 ， 就 業 支 援

事 業 等 を 活 用 し な が ら ， き め

細 か で 継 続 的 な 自 立 ・ 就 業 支

援 を 実 施 す る こ と で ひ と り 親

家 庭 の 自 立 を 促 進 し ま す 。

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課

特 定 求 職 者 雇 用 開 発

助 成 金 ,ト ラ イ ア ル 雇

用 奨 励 金 等 の 活 用 促

進

母 子 家 庭 の 母 等 を 雇 用 す る こ

と に よ り ， 事 業 主 に 対 し て 助

成 金 が 支 給 さ れ る 制 度 の 周 知

を 図 り ，雇 用 促 進 を 図 り ま す 。

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課
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養育費確保の支援

母 子 ・父 子 自 立 支 援 員

相 談 事 業

養 育 費 取 得 手 続 き や 面 会 交 流

取 り 決 め な ど の 専 門 的 相 談 ，

法 律 問 題 の 相 談 先 紹 介 な ど 養

育 費 確 保 支 援 事 業 を 推 進 し ま

す 。

母 子

父 子

寡 婦

こ ど も 福 祉 課

養 育 費 ・面 会 交 流 に 関

す る 専 門 相 談 事 業

外 部 団 体 の 専 門 相 談 員 を 招 い

て ， 養 育 費 ・ 面 会 交 流 の 相 談

事 業 を 実 施 し ， よ り 専 門 的 な

養 育 費 確 保 等 に 関 す る 知 識 の

普 及 に 努 め ま す 。

母 子

父 子

寡 婦

こ ど も 福 祉 課

養 育 費 確 保 に 関 す る

広 報 ・ 啓 発 の 推 進

養 育 費 負 担 は 親 と し て 当 然 の

義 務 で あ る こ と を ， 社 会 全 体

で 認 識 を 高 め る た め ， 様 々 な

機 会 や 方 法 で 広 報 ， 啓 発 ， 周

知 に 努 め ま す 。

母 子

父 子

寡 婦

こ ど も 福 祉 課

ひ と り 親 家 庭 向 け サ

ポ ー ト ガ イ ド ブ ッ ク

の 作 成 事 業

ひ と り 親 家 庭 に 関 す る 手 続

き ， 生 活 ・ 精 神 面 に お け る 支

援 ， 養 育 費 確 保 等 の 情 報 を 盛

り 込 ん だ ガ イ ド ブ ッ ク を 作

成 ・ 配 布 を 行 い ， 広 報 ， 周 知

に 努 め ま す 。

母 子

父 子

寡 婦

こ ど も 福 祉 課

経済的支援の推進

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資

金 の 貸 付

修 学 資 金 等 の 福 祉 資 金 貸 付 制

度 に 関 す る 情 報 提 供 を 積 極 的

に 行 い ， ひ と り 親 家 庭 の 生 活

の 向 上 を 図 り ま す 。 父 子 家 庭

母 子

父 子

寡 婦

こ ど も 福 祉 課
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対 象 拡 大 に 伴 い ， 制 度 周 知 等

を 徹 底 し ま す 。

児 童 扶 養 手 当 制 度 の 周 知 及 び 適 正 な 支 給 事

業 を 通 じ ， ひ と り 親 家 庭 の 経

済 的 支 援 を 推 進 し ま す 。 公 的

年 金 併 用 制 度 改 正 に よ り ， 漏

れ の な い 支 給 事 務 を 実 施 し ま

す 。

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課

遺 児 等 養 育 手 当 父 母 と 死 別 し た 世 帯 に 対 し ，

手 当 を 支 給 す る こ と に よ り ，

子 ど も の 養 育 に 関 す る 経 済 的

支 援 を 実 施 し ま す 。

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課

ひ と り 親 家 庭 等 医 療

費 助 成

ひ と り 親 家 庭 の 医 療 費 助 成 を

通 じ ， 経 済 的 支 援 と 子 育 て 世

帯 の 保 健 福 祉 の 向 上 を 図 り ま

す 。

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課

フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー

ト ・セ ン タ ー 利 用 料 助

成

小 学 ６ 年 ま で の 児 童 の 送 迎 ，

預 か り な ど で ひ と り 親 家 庭 利

用 者 に 対 し ， 利 用 料 金 の 半 額

を 助 成 し 経 済 的 負 担 を 軽 減 し

ま す 。

母 子

父 子

こ ど も 福 祉 課

寡 婦 (夫 ) 控 除 み な し

適 用

保 育 料 ， こ ど も ル ー ム 保 育 料 ,

市 営 住 宅 入 居 基 準 等 の 算 定 に

あ た り ， 未 婚 の 父 母 も 婚 姻 父

母 と 同 等 の 寡 婦 (夫 )控 除 の み

な し 適 用 を 実 施 し ， ひ と り 親

家 庭 の 経 済 的 支 援 を 図 り ま

す 。

母 子

父 子

保 育 運 営 課

学 童 保 育 課

住 宅 課
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第５章 計画の推進に向けて

１ 支援制度の周知

ひとり親家庭等への支援策が有効に活かされるためには，支援

を必要とする人に的確に必要とされる情報が行き届く必要があり

ます。そのため，これまでの各種相談窓口やパンプレットをより

分かりくした「ひとり親サポートガイド」等の作成，配布を検討

するとともに電子化を行いホームページに掲載，又，ひとり親対

象の情報をメール配信システムで情報提供することを検討するな

ど，効果的な周知方法を検討し，各種支援策のさらなる充実を図

り，ひとり親家庭等の自立支援を促進します。

２ 関係機関との連携

ひとり親家庭等の自立支援を推進していくためには，様々な人，

機関が連携をしていかなければなりません。母子・父子自立支援

相談を中心とし，「柏市ひとり親（母子、父子、寡婦）福祉会」や

社会福祉協議会，民生委員児童委員など福祉団体・関係者，保育

園や幼稚園などの保育関係者，ハローワークなどの就労相談機関，

養育費確保のための法律等相談機関など連携・協力が不可欠とな

ります。

ＮＰＯや民間企業に対してもひとり親家庭等に対する理解や事

業協力を求めるとともに連携し，総合的に施策を推進していきま

す。

３ 計画の進行管理

平成２６年８月２９日「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議

決定され，県においても「子どもの貧困対策計画」が策定が予定

されています。また，平成２７年４月からは子ども・子育て関連

新制度による子育て支援等が本格にスタートします。国や県のひ

とり親に関連する施策進行に対応しながら，市においても「子ど

もの貧困対策に関する検討会議」や関連団体の意見を伺うなど，

関連機関が密接に連携を図りながら，施策の進捗状況，社会状況

の変化に併せた施策の見直しなど適切な進行管理に努めます
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こども福祉課 保育運営課 子育て支援課
住宅課 生涯学習課

子どもの貧困対策検討会議他 庁内各部署
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柏 市 ひとり親 家 庭 等 自 立 支 援 施 策 の充 実 について柏 市 ひとり親 家 庭 等 自 立 支 援 施 策 の充 実 について柏 市 ひとり親 家 庭 等 自 立 支 援 施 策 の充 実 について柏 市 ひとり親 家 庭 等 自 立 支 援 施 策 の充 実 について

1 第 ２期 計 画 おけるひとり親 家 庭 支 援 施 策 2 ひとり親 家 庭 の現 状

3 支 援 施 策 の方 向 性
ひとり親 を取 り巻 く状 況 は以 前 として厳 しく，引 き続 き自 立 支 援 施 策 の充 実 を図 る

子 どもの将 来 が生 まれ育 った環 境 に左 右 されることなく自 立 を図 り，生 活 を向 上 ・安 定 させる支 援 を実 施
「子 供 の貧 困 対 策 に関 する大 綱 」等 による国 や県 の施 策 と並 行 し，１の４本 柱 の支 援 策 を実 施

就 業 ⽀ 援
■⺟ ⼦ 家 庭 等 就 業 ・⾃ ⽴ ⽀
援 センター事 業

■⾃ ⽴ ⽀ 援 教 育 訓 練 給 付 ⾦
■⾼ 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 ⾦
■⺟ ⼦ ・⽗ ⼦ ⾃ ⽴ ⽀ 援 プロ
グラム策 定 事 業

■特 定 求 職 者 雇 ⽤ 開 発 助 成
⾦ 等 の活 ⽤ 促 進

○貧 困 率
⼦ どもがいる現 役 世 帯 の貧

困 率 15 .1 ％ ， そ の う ち 「 ⼤
⼈ が⼀ ⼈ 」世 帯 は 54 .6 ％ で
先 進 国 中 ワースト。
（H25国 ⺠ ⽣ 活 基 礎 調 査 ）
○柏 市 のひとり親 家 庭 世 帯
⺟ ⼦ 世 帯 2,348 世 帯
⽗ ⼦ 世 帯 481 世 帯
（H22 国 勢 調 査 ）

○世 帯 の収 ⼊
⺟ ⼦ 世 帯 の 200 万 円 未 満

が 37％，⽗ ⼦ 世 帯 は 20 .7％
全 体 で 300 円 未 満 が 61 .2％
○就 労 率
⺟ ⼦ 世 帯 85 .8％，⽗ ⼦ 世

帯 91 .4 ％ , 全 体 の 就 労 率 は
前 回 調 査 より減 少 している。
○就 業 形 態
⾮ 正 規 雇 ⽤ は⺟ ⼦ 世 帯 で

47 .5％，⽗ ⼦ 世 帯 で 15 . 5％ ,
前 回 調 査 より減 少 している。

経 済 的 ⽀ 援
■⺟ ⼦ ⽗ ⼦ 寡 婦 福 祉 資 ⾦ 貸
付

■児 童 扶 養 ⼿ 当
■遺 児 等 養 育 ⼿ 当
■ひとり親 家 庭 等 医 療 費 助
成

■ファミリー・サポート・セン
ター利 ⽤ 料 助 成

■寡 婦 (夫 )控 除 みなし適 ⽤

養 育 費 確 保 ⽀ 援
■⺟ ⼦ ・⽗ ⼦ ⾃ ⽴ ⽀ 援 員 相
談 事 業

■養 育 費 ・⾯ 会 交 流 専 ⾨ 相
談 事 業

■養 育 費 確 保 に関 する広 報
・啓 発 推 進

■ひとり親 サポートガイドブ
ック

⼦ 育 て・⽣ 活 ⽀ 援
■保 育 所 優 先 ⼊ 所
■延 ⻑ 保 育 等
■こどもルーム優 先 ⼊ 所
■ファミリー・サポート・セン
ター事 業

■⼦ 育 て短 期 ⽀ 援 事 業
■学 習 ⽀ 援 事 業
■公 的 住 宅 への優 先 ⼊ 居

○困 りごと
アンケート回 答 では「お⾦

のこと」が56 .1 ％であり，経
済 的 に困 っている現 状 。
⼦ どもの将 来 の⼼ 配 事 では

「学 費 等 のお⾦ 」が 42 .9 ％
であり前 回 調 査 と同 じ傾 向 。
○相 談 相 ⼿
「相 談 相 ⼿ がいない」が前

回 6.2％，今 回 8.3％で，⼀
⼈ で悩 んでいる状 況 もうかが
える。
○養 育 費
養 育 費 を取 り決 めているの

は約 50％，しかし，「⼀ 度 も
受 け取 っていない」「途 中 か
ら払 われない」が半 数 であり
養 育 費 確 保 は順 調 ではない。
○⽀ 援 メニューの利 ⽤
ひとり親 家 庭 医 療 費 助 成

制 度 以 外 はあまり利 ⽤ が多 く
は無 い。
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