
１．調査の目的

２．調査の対象

・就学前児童（０歳～５歳）の子どものいる保護者　４，４５０人

３．調査期間および調査方法

・調査期間：平成２５年１０月２８日から１１月２７日まで

・調査方法：無作為抽出によるサンプル調査，郵送による配布・回収

４．回収数および回収率

・回収数　２，６７４票（回収率　６０．１％）

５．その他

「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」（就学前児童の保護者）集計結果

・グラフ中に（MA）と表示している設問については，複数回答（あてはまる番号すべてに○）となっ
ているため，総回答数は回答者数を上回る。

「宮っこ　子育ち・子育て応援プラン」の前期計画の見直し・後期計画の改定にあたり，また，子ど
も・子育て支援新制度における「子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたっての基礎資料とする
ほか，子ども関連施策の推進に資することを目的とする。

データ① 



問１　お住まいの地域について

【回答した就学前児童のいる世帯の居住地域を，行政区で分類した。】
※本庁地区については，ＪＲ宇都宮駅を堺に，駅東と駅西に分類した。

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 321 315 238 139 143 123 97
比率(％） 12.0 11.8 8.9 5.2 5.3 4.6 3.6

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 318 175 285 86 13 7 86
比率(％） 11.9 6.5 10.7 3.2 0.5 0.3 3.2

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 95 175 43 0 15 2,674
比率(％） 3.6 6.5 1.6 0.0 0.6 100.0

問２　お子さまの年齢について

0歳 1～2歳 3歳～ 無回答 回答者数
実数(人) 668 907 1,081 18 2,674
比率(％） 25.0 33.9 40.4 0.7 100.0

【回答した世帯の６割弱が３歳未満の子どものいる世帯，約４割が３歳以上の子どものいる世帯となっている。】
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3.豊郷 
4.宝木 
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11.陽南 
12.富屋 
13.篠井 
14.国本 
15.城山 
16.河内 

17.上河内 
18.市外 
無回答 
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問３　子どもの数について

【子どもの数が１人または２人の世帯が約９割となっている。】

1人 2人 3人以上 無回答 回答者数
実数(人) 1,221 1,158 251 44 2,674
比率(％） 45.7 43.3 9.4 1.6 100.0

問４　子どもの両親や祖父母等との同居・近居の状況について

【概ね３０分以内に行き来できる範囲に，祖父母が近居している割合は約４割となっている。】

1.父母同居 2.父親同居 3.母親同居 4.祖父同居 5.祖母同居 6.祖父近居

実数(人) 2,324 79 122 179 248 972
比率(％） 86.9 3.0 4.6 6.7 9.3 36.4

7.祖母近居 8.その他 無回答 総回答数 回答者数
実数(人) 1,077 125 99 3,924 2,674
比率(％） 40.3 4.7 3.7 146.7 100.0
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無回答 （ＭＡ） 
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問４－２　同居している家族の人数

【３人家族または４人家族が全体の約８割を占めている。】

2人 3人 4人 5人以上 無回答 回答者数
実数(人) 23 1,001 1,119 462 69 2,674
比率(％） 0.9 37.4 41.8 17.3 2.6 100.0

問５　住居の状況について

【持ち家の一戸建てが６割強と最も多い。】

持家の一
戸建て

持家の集
合住宅

民間の賃
貸住宅

公営の賃
貸住宅

社宅・寮
など

その他 無回答 合計

実数(人) 1,728 148 666 43 75 4 10 2,674
比率(％） 64.6 5.5 24.9 1.6 2.8 0.1 0.4 100.0
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無回答 
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問６　調査票の回答者について

【調査の回答者は８割強が母親である。】

母親 父親 その他 無回答 回答者数
実数(人) 2,315 339 10 10 2,674
比率(％） 86.6 12.7 0.4 0.4 100.0

問７　配偶者の有無について

【配偶者のいる世帯が約９７％となっている。】

配偶者が
いる

配偶者は
いない

無回答 回答者数

実数(人) 2,602 52 20 2,674
比率(％） 97.3 1.9 0.7 100.0
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0.4% 

0.4% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

母親 

父親 

その他 

無回答 

97.3% 

1.9% 
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問８　理想の子どもの数について

【理想の子どもの数は「３人」が最も多く，４割強となっている。】

1人 2人 3人 4人 5人以上 わからな 無回答 回答者数
実数(人) 25 1,202 1,254 64 21 97 11 2,674
比率(％） 0.9 45.0 46.9 2.4 0.8 3.6 0.4 100.0

問９　予定の子どもの数について

【予定の子どもの数は「２人」が最も多く，６割弱となっている。】

1人 2人 3人 4人 5人以上 わからな 無回答 回答者数
実数(人) 256 1,584 474 33 9 309 9 2,674
比率(％） 9.6 59.2 17.7 1.2 0.3 11.6 0.3 100.0
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問１０　「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」よりも少ない理由について

【経済的な負担を理由とする割合が最も高く，次に心理的・体力負担が理由となっている。】

世間並み
の子どもの
数に合わ

せたいから

生むのは
体力的に
難しいか

ら

高年齢で
出産する
のはいや
だから

出産・育
児の心理
的・肉体
的負担

子どもの
教育にお
金がかか

るから

教育以外
でもお金
がかかる

から

家が狭い
から

定年退職
までに成
人してほ
しいから

実数(人) 4 357 234 511 719 670 109 96
比率(％） 0.1 13.4 8.8 19.1 26.9 25.1 4.1 3.6

仕事に差
し支える

から

自分の趣
味やレ

ジャーも楽
しみたい

これから
の世の中
が不安だ

から

何となく その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 149 88 190 26 219 1,394 4,766 2,674
比率(％） 5.6 3.3 7.1 1.0 8.2 52.1 178.2 100.0
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その他 

無回答 

（ＭＡ） 
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Ｑ１１　子育てを主に行っている方

【子育てを主に行っているのは，母親が約６割と最も高く，次に父母ともにが約４割となっている。】

父母とも
に

主に母親 主に父親
主に祖父

母
その他 無回答 回答者数

実数(人) 1,006 1,630 2 20 6 10 2,674
比率(％） 37.6 61.0 0.1 0.7 0.2 0.4 100.0

Ｑ１２　子育てに影響すると思われる環境について

【子どもの保護者の９割強が子育てには家庭が影響すると回答している。】

家庭 地域 幼稚園 保育所
認定こど

も園
その他 無回答 総回答数

回答者
数

実数(人) 2,562 1,646 1,647 1,198 409 88 14 7,564 2,674
比率(％） 95.8 61.6 61.6 44.8 15.3 3.3 0.5 282.9 100.0

37.6% 

61.0% 

0.1% 

0.7% 

0.2% 

0.4% 

0 10 20 30 40 50 60 70

父母ともに 

主に母親 

主に父親 

主に祖父母 

その他 

無回答 

95.8% 

61.6% 

61.6% 

44.8% 

15.3% 

3.3% 

0.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

家庭 

地域 

幼稚園 

保育所 

認定こども園 

その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Ｑ１３　子どもを見てもらえる親族・知人がいるか

日常的に
親族にみ
てもらえる

緊急時に
は親族に
みてもら

える

日常的に
みてもら

える友人・
知人がい

る

緊急時な
どにみて
もらえる
友人・知
人がいる

いずれも
いない

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 648 1,556 43 335 417 29 3,028 2,674
比率(％） 24.2 58.2 1.6 12.5 15.6 1.1 113.2 100.0

【約６割が緊急時には親族に子どもをみてもらえる状況である一方で，預かってもらえる親族・知人がいずれも
いない保護者が約１５％いる。】

24.2% 

58.2% 

1.6% 

12.5% 

15.6% 

1.1% 
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日常的に親族にみてもらえる 

緊急時には親族にみてもらえる 

日常的にみてもらえる友人・知人がいる 

緊急時などにみてもらえる友人・知人がいる 

いずれもいない 

無回答 （ＭＡ） 
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Ｑ１３－１　祖父母等の親族に子どもを見てもらっている際の状況

祖父母等
に安心し
てみても
らえる

祖父母等
の身体的
負担が心
配である

祖父母等
の精神的
負担が心
配である

親として
負担が心

苦しい

子どもに
とってふさ
わしい環
境である
か不安が

ある

その他 無回答 総回答数
回答者

数

実数(人) 986 514 599 523 146 82 25 2,875 2,204
比率(％） 44.7 23.3 27.2 23.7 6.6 3.7 1.1 130.4 100.0

Ｑ１３－２　友人・知人に子どもを見てもらっている際の状況

友人・知
人に安心
して見て
もらえる

友人・知
人の身体
的負担が
心配であ

る

友人・知
人の精神
的負担が
心配であ

る

親として
負担が心

苦しい

子どもに
とってふさ
わしい環
境である
か不安が

ある

その他 無回答 総回答数
回答者

数

実数(人) 116 55 142 126 7 26 18 490 378
比率(％） 30.7 14.6 37.6 33.3 1.9 6.9 4.8 129.6 100.0

【４割強が安心して子どもをみてもらえる状況である一方で，祖父母の身体的・精神的負担を心配する保護者
が２割強いる。】

【友人・知人に安心して子どもをみてもらっている割合よりも，友人等の精神的負担を心配する割合や親として
の負担を感じている割合が高い。】
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親として負担が心苦しい 
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無回答 
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友人・知人に安心して見てもらえる 
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親として負担が心苦しい 

子どもにとってふさわしい環境であるか不安がある 

その他 

無回答 

（ＭＡ） 

（ＭＡ） 
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Ｑ１４(１)　母親の就労状況

【専業主婦の割合が約５割，フルタイムで就労している割合は育休中等を含めて３割弱となっている。】

フルタイム
で就労して

いる

フルタイム
で就労して
いる（育休・
介護休業

中）

パートタイ
ムで就労し

ている

パートタイ
ムで就労し
ている（育
休・介護休

業中）

以前は就
労、現在は
就労してい

ない

これまで就
労したこと

がない
無回答 回答者数

実数(人) 525 237 446 33 1,320 72 41 2,674
比率(％） 19.6 8.9 16.7 1.2 49.4 2.7 1.5 100.0

1週あたり就労日数(平均) 4.7 日

1日あたり就労時間数(平均) 7.3 時間

出発時間(平均) 8:04 時

帰宅時間(平均) 17:30 時

Ｑ１４(２)　父親の就労状況

【父親の就労状況は，９５％以上がフルタイムで就労している。】

フルタイム
で就労して

いる

フルタイム
で就労して
いる（育休・
介護休業

中）

パートタイ
ムで就労し

ている

パートタイ
ムで就労し
ている（育
休・介護休

業中）

以前は就
労、現在は
就労してい

ない

これまで就
労したこと

がない
無回答 回答者数

実数(人) 2,555 6 3 1 7 1 101 2,674
比率(％） 95.5 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 3.8 100.0

1週あたり就労日数(平均) 5.3 日

1日あたり就労時間数(平均) 10.5 時間

出発時間(平均) 7:24 時

帰宅時間(平均) 19:24 時

19.6% 

8.9% 

16.7% 

1.2% 

49.4% 

2.7% 

1.5% 

0 10 20 30 40 50 60

フルタイムで就労している 

フルタイムで就労している（育休・介護休業中） 

パートタイムで就労している 

パートタイムで就労している（育休・介護休業中） 

以前は就労、現在は就労していない 

これまで就労したことがない 

無回答 

95.5% 

0.2% 

0.1% 

0.0% 

0.3% 

0.0% 

3.8% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

フルタイムで就労している 

フルタイムで就労している（育休・介護休業中） 

パートタイムで就労している 

パートタイムで就労している（育休・介護休業中） 

以前は就労、現在は就労していない 

これまで就労したことがない 

無回答 
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問１５　パートタイム・アルバイト等で就労している保護者のフルタイムへの転換希望について
（１）母親

【フルタイムへの転換希望が約３割ある。】

フルタイ
ムへの転
換希望が
あり、実現
できる見
込みがあ

る

フルタイ
ムへの転
換希望が
あるが、
実現でき
る見込み
はない

パートタイ
ム等の就
労を続け
ることを希

望

パートタイ
ム等をや
めて子育
て等に専
念したい

無回答 回答者数

実数(人) 33 107 208 21 110 479
比率(％） 6.9 22.3 43.4 4.4 23.0 100.0

（２）父親

【※回答者数３０人未満のため，比率は参考値とする。】

フルタイ
ムへの転
換希望が
あり、実現
できる見
込みがあ

る

フルタイ
ムへの転
換希望が
あるが、
実現でき
る見込み
はない

パートタイ
ム等の就
労を続け
ることを希

望

パートタイ
ム等をや
めて子育
て等に専
念したい

無回答 回答者数

実数(人) 1 1 2 0 0 4
比率(％） 25.0 25.0 50.0 0.0 0.0 100.0

6.9% 

22.3% 

43.4% 

4.4% 

23.0% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

フルタイムへの転換希望があるが、実現できる見込みは… 

パートタイム等の就労を続けることを希望 

パートタイム等をやめて子育て等に専念したい 

無回答 

25.0% 

25.0% 

50.0% 

0.0% 

0.0% 

0 10 20 30 40 50 60

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

フルタイムへの転換希望があるが、実現できる見込みはない 

パートタイム等の就労を続けることを希望 

パートタイム等をやめて子育て等に専念したい 

無回答 
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Ｑ１６　現在就労していない保護者の就労希望について
（１）母親

【５割強の母親が，末子の子どもが平均で約５歳になったころに就労したい希望がある。】

子育てや
家事に専
念したい

一番下の
子どもが
〇歳に

なったころ
就労した

い

すぐにで
も、もしく
は1年以
内に就労

したい

無回答 回答者数

実数(人) 280 770 277 65 1,392
比率(％） 20.1 55.3 19.9 4.7 100.0

一番下の子どもの年齢 5.2 歳

すぐにでも，もしくは１年以内に就労したい保護者の希望する就労形態について
【パートタイム・アルバイト等の希望が最も高く，７割強となっている。】

フルタイ
ム

パートタイ
ム、アル
バイト等

無回答 回答者数

実数(人) 40 208 29 277
比率(％） 14.4 75.1 10.5 100.0

1週あたり就労日数(平均) 4.0 日

1日あたり就労時間数(平均) 5.1 時間

20.1% 

55.3% 

19.9% 

4.7% 

0 10 20 30 40 50 60

子育てや家事に専念したい 

一番下の子どもが〇歳になったころ就労したい 

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい 

無回答 

14.4% 

75.1% 

10.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

フルタイム 

パートタイム、アルバイト等 

無回答 
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Ｑ１６　現在就労していない保護者の就労希望について
（２）父親

【※回答者数３０人未満のため，比率は参考値とする。】

子育てや
家事に専
念したい

一番下の
子どもが
〇歳に

なったころ
就労した

い

すぐにで
も、もしく
は1年以
内に就労

したい

無回答 回答者数

実数(人) 3 0 3 2 8
比率(％） 37.5 0.0 37.5 25.0 100.0

すぐにでも，もしくは１年以内に就労したい保護者の希望する就労形態について
【※回答者数３０人未満のため，比率は参考値とする。】

フルタイ
ム

パートタイ
ム、アル
バイト等

無回答 回答者数

実数(人) 3 0 0 3
比率(％） 100.0 0.0 0.0 100.0

100.0% 

0.0% 

0.0% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

フルタイム 

パートタイム、アルバイト等 

無回答 

37.5% 

0.0% 

37.5% 

25.0% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

子育てや家事に専念したい 

一番下の子どもが〇歳になったころ就労したい 

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい 

無回答 
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Ｑ１７　就労していた母親の出産前後（前後それぞれ１年以内）に伴う離職について

【出産を契機に離職した母親の割合が最も高く，約４割となっている。】

離職した
継続的に

働いていた

出産1年前
にすでに働
いていな
かった

無回答 回答者数

実数(人) 897 655 608 0 2,160
比率(％） 41.5 30.3 28.1 0.0 100.0

Ｑ１８　出産を契機に離職した母親の就労継続について

子育て
サービスが
確実に利

用できる見
込みがあ

れば、継続
して就労し

ていた

職場におい
て働き続け
やすい環

境が整って
いれば、継
続して就労
していた

子育て支援
サービスと
職場の両立
支援制度が
とちらも整っ
ていれば、
継続して就
労していた

家族の理
解が得られ
れば、継続
して就労し

ていた

いずれにし
てもやめて

いた
その他 無回答 回答者数

実数(人) 55 245 173 16 348 49 525 897
比率(％） 6.1 27.3 19.3 1.8 38.8 5.5 58.5 100.0

【職場環境や子育て支援サービス等が整っていれば就労を継続していた母親の割合が４割強となっている。。】

41.5% 

30.3% 

28.1% 

0.0% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

離職した 

継続的に働いていた 

出産1年前にすでに働いていなかった 

無回答 

6.1% 

27.3% 

19.3% 

1.8% 

38.8% 

5.5% 

58.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70

子育てサービスが確実に利用できる見込みがあれば、継続

して就労していた 

職場において働き続けやすい環境が整っていれば、継続して

就労していた 

子育て支援サービスと職場の両立支援制度がとちらも整って

いれば、継続して就労していた 

家族の理解が得られれば、継続して就労していた 

いずれにしてもやめていた 

その他 

無回答 
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Ｑ１９　現在利用している平日の定期的な教育・保育事業について

【就学前の子どものいる世帯のうち，約６割が定期的に教育・保育事業を利用している。】

利用して
いる

利用して
いない

無回答 回答者数

実数(人) 1,577 1,083 14 2,674
比率(％） 59.0 40.5 0.5 100.0

Ｑ１９－１　平日に定期的に利用している教育・保育事業について

【幼稚園の利用が約５割，次に認可保育所の利用が約４割となっている。】

幼稚園
幼稚園の

預かり保育
認可保育

所
認定こども

園
家庭的保

育
事業所内
保育施設

その他の
認可外の
保育施設

実数(人) 779 100 664 79 4 29 20
比率(％） 49.4 6.3 42.1 5.0 0.3 1.8 1.3

居宅訪問
型保育

ファミリー
サポートセ

ンター
その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 0 5 9 4 1,689 1,577
比率(％） 0.0 0.3 0.6 0.3 107.1 100.0

59.0% 

40.5% 

0.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70

利用している 

利用していない 

無回答 

49.4% 

6.3% 

42.1% 

5.0% 

0.3% 

1.8% 

1.3% 

0.0% 

0.3% 

0.6% 

0.3% 

0 10 20 30 40 50 60

幼稚園 

幼稚園の預かり保育 

認可保育所 

認定こども園 

家庭的保育 

事業所内保育施設 

その他の認可外の保育施設 

居宅訪問型保育 

ファミリーサポートセンター 

その他 

無回答 （ＭＡ） 
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平日に定期的に利用している教育・保育事業の地区
＜幼稚園＞

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 114 87 52 78 49 27 40
比率(％） 14.6 11.2 6.7 10.0 6.3 3.5 5.1

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 52 55 46 54 6 0 11
比率(％） 6.7 7.1 5.9 6.9 0.8 0.0 1.4

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 6 69 10 15 8 779
比率(％） 0.8 8.9 1.3 1.9 1.0 100.0

＜認可保育所＞
1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野

実数(人) 102 127 63 53 22 32 16
比率(％） 15.4 19.1 9.5 8.0 3.3 4.8 2.4

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 58 41 22 33 6 1 6
比率(％） 8.7 6.2 3.3 5.0 0.9 0.2 0.9

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 7 46 13 12 4 664
比率(％） 1.1 6.9 2.0 1.8 0.6 100.0

＜認定こども園＞
1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野

実数(人) 14 0 13 18 0 1 0
比率(％） 17.7 0.0 16.5 22.8 0.0 1.3 0.0

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 5 27 0 0 0 0 1
比率(％） 6.3 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 0 0 0 0 0 79
比率(％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Ｑ１９－２　平日に定期的に利用している教育・保育事業の現在の利用頻度と希望する利用頻度について
（１）現在

1週あたり利用日数(平均) 5.0 日

1日あたり利用時間数(平均) 7.1 時間

利用開始時間(平均) 8:37 時

利用終了時間(平均) 15:46 時

（２）希望
1週あたり利用日数(平均) 5.0 日

1日あたり利用時間数(平均) 7.9 時間

利用開始時間(平均) 8:32 時

利用終了時間(平均) 16:25 時

－16－



Ｑ１９－３　平日に利用している教育・保育事業の利用場所

宇都宮市
内

他の市町 無回答 回答者数

実数(人) 1,521 32 24 1,577
比率(％） 96.4 2.0 1.5 100.0

Ｑ１９－４　平日に定期的に教育・保育事業を利用している理由

【教育・保育事業を利用している理由は，「子どもの教育・発達のため」が７割弱，就労のためが５割強。】

子どもの
教育や発
達のため

現在就労
している

就労予定
がある・求
職中であ

る

家族・親
族などを
介護して

いる

病気や障
がいがあ

る

実数(人) 1,058 827 42 4 14
比率(％） 67.1 52.4 2.7 0.3 0.9

学生であ
る

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 2 28 23 1,998 1,577
比率(％） 0.1 1.8 1.5 126.7 100.0

96.4% 

2.0% 

1.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

宇都宮市内 

他の市町 

無回答 

67.1% 

52.4% 

2.7% 

0.3% 

0.9% 

0.1% 

1.8% 

1.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

子どもの教育や発達のため 

現在就労している 

就労予定がある・求職中である 

家族・親族などを介護している 

病気や障がいがある 

学生である 

その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Ｑ１９－５　平日に定期的に教育・保育事業を利用していない理由

利用する
必要がな

い

祖父母や
親戚の人
がみてい

る

近所の人
や父母の
友人など
がみてい

る

幼稚園・
保育所等
に空きが

ない

経済的な
理由で利
用できな

い

延長・夜
間等の時
間帯の条
件が合わ

ない
実数(人) 554 56 3 81 62 13
比率(％） 51.2 5.2 0.3 7.5 5.7 1.2

事業の質
や場所な
ど納得で
きる事業
がない

子どもが
まだ小さ
いため

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 17 590 87 11 1,474 1,083
比率(％） 1.6 54.5 8.0 1.0 136.1 100.0

子どもの年齢 2.8 歳

【利用していない理由は，「子どもがまだ小さいため」が最も高く５割強。利用したいと思う年齢の平均は約３歳
となっている。】

51.2% 

5.2% 

0.3% 

7.5% 

5.7% 

1.2% 

1.6% 

54.5% 

8.0% 

1.0% 

0 10 20 30 40 50 60

利用する必要がない 

祖父母や親戚の人がみている 

近所の人や父母の友人などがみている 

幼稚園・保育所等に空きがない 

経済的な理由で利用できない 

延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 

事業の質や場所など納得できる事業がない 

子どもがまだ小さいため 

その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Ｑ２０　平日に定期的に利用を希望する教育・保育事業について

幼稚園
幼稚園の

預かり保育
認可保育

所
認定こども

園
小規模な
保育施設

家庭的保
育

事業所内
保育施設

実数(人) 1,664 895 1,061 689 206 79 223
比率(％） 62.2 33.5 39.7 25.8 7.7 3.0 8.3

その他の
認可外の
保育施設

居宅訪問
型保育

ファミリー
サポートセ

ンター
その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 119 64 204 27 79 5,310 2,674
比率(％） 4.5 2.4 7.6 1.0 3.0 198.6 100.0

【幼稚園の希望が６割強，次に認可保育所が４割弱・幼稚園の預かり保育が３割強となっており，認定こども園
の利用希望は２割強となっている。】

（ＭＡ） 

62.2% 

33.5% 

39.7% 

25.8% 

7.7% 

3.0% 

8.3% 

4.5% 

2.4% 

7.6% 

1.0% 

3.0% 

0 10 20 30 40 50 60 70

幼稚園 

幼稚園の預かり保育 

認可保育所 

認定こども園 

小規模な保育施設 

家庭的保育 

事業所内保育施設 

その他の認可外の保育… 

居宅訪問型保育 

ファミリーサポートセンター 

その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Ｑ２１　利用したい理由について

現在就労
している

もっと日
数や時間
を増やし

たい

就労予定
がある／
求職中で

ある

そのうち
就労した
いと考え
ている

子どもの
教育など
のために
預けたい

家族など
を介護し
なければ
ならない

実数(人) 891 112 159 457 720 2
比率(％） 34.3 4.3 6.1 17.6 27.7 0.1

病気や障
害を持っ
ている

学生であ
る／就学

したい
その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 15 2 68 66 2,426 2,595
比率(％） 0.6 0.1 2.6 2.5 93.5 100.0

【利用を希望する理由は「就労のため」が最も多く３割強，次に「子どもの教育などのため」が３割弱となってい
る。】

34.3% 

4.3% 

6.1% 

17.6% 

27.7% 

0.1% 

0.6% 

0.1% 

2.6% 

2.5% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

現在就労している 

もっと日数や時間を増やしたい 

就労予定がある／求職中である 

そのうち就労したいと考えている 

子どもの教育などのために預けたい 

家族などを介護しなければならない 

病気や障害を持っている 

学生である／就学したい 

その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Ｑ２２　今後利用したい事業について（利用希望日数・時間数，利用したい地区）
＜幼稚園＞
　利用したい地区

利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 226 213 100 100 73 55 70
比率(％） 16.1 15.2 7.1 7.1 5.2 3.9 5.0

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 105 103 96 69 11 3 18
比率(％） 7.5 7.3 6.8 4.9 0.8 0.2 1.3

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 21 107 19 14 0 1,403
比率(％） 1.5 7.6 1.4 1.0 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 4.9 日

1日あたり利用時間数(平均) 6.1 時間

利用開始時間(平均) 8:43 時

利用終了時間(平均) 14:41 時

16.1% 

15.2% 

7.1% 

7.1% 

5.2% 

3.9% 

5.0% 

7.5% 

7.3% 

6.8% 

4.9% 

0.8% 

0.2% 

1.3% 

1.5% 

7.6% 

1.4% 

1.0% 

0.0% 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1.駅西 

2.駅東 

3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 
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Ｑ２２　今後利用したい事業について（利用希望日数・時間数，利用したい地区）
＜幼稚園の預かり保育＞
　利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 102 99 51 43 22 24 26
比率(％） 18.0 17.4 9.0 7.6 3.9 4.2 4.6

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 39 49 34 21 1 1 3
比率(％） 6.9 8.6 6.0 3.7 0.2 0.2 0.5

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 5 41 5 2 0 568
比率(％） 0.9 7.2 0.9 0.4 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 4.3 日

1日あたり利用時間数(平均) 5.2 時間

利用開始時間(平均) 12:00 時

利用終了時間(平均) 17:11 時

18.0% 

17.4% 

9.0% 

7.6% 

3.9% 

4.2% 

4.6% 

6.9% 

8.6% 

6.0% 

3.7% 

0.2% 

0.2% 

0.5% 

0.9% 

7.2% 

0.9% 

0.4% 

0.0% 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1.駅西 

2.駅東 

3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 
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Ｑ２２　今後利用したい事業について（利用希望日数・時間数，利用したい地区）
＜認可保育所＞
　利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 153 191 73 63 26 42 34
比率(％） 16.6 20.7 7.9 6.8 2.8 4.6 3.7

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 74 57 50 29 8 1 7
比率(％） 8.0 6.2 5.4 3.1 0.9 0.1 0.8

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 15 73 15 10 0 921
比率(％） 1.6 7.9 1.6 1.1 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 5.1 日

1日あたり利用時間数(平均) 9.4 時間

利用開始時間(平均) 8:06 時

利用終了時間(平均) 17:35 時

16.6% 

20.7% 

7.9% 

6.8% 

2.8% 

4.6% 

3.7% 

8.0% 

6.2% 

5.4% 

3.1% 

0.9% 

0.1% 

0.8% 

1.6% 

7.9% 

1.6% 

1.1% 

0.0% 

0 5 10 15 20 25

1.駅西 

2.駅東 

3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 
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Ｑ２２　今後利用したい事業について（利用希望日数・時間数，利用したい地区）
＜認定こども園＞
　利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 79 107 44 49 16 20 12
比率(％） 15.3 20.7 8.5 9.5 3.1 3.9 2.3

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 40 59 21 18 1 0 6
比率(％） 7.8 11.4 4.1 3.5 0.2 0.0 1.2

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 6 29 5 4 0 516
比率(％） 1.2 5.6 1.0 0.8 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 5.0 日

1日あたり利用時間数(平均) 8.8 時間

利用開始時間(平均) 8:15 時

利用終了時間(平均) 17:08 時

15.3% 

20.7% 

8.5% 

9.5% 

3.1% 

3.9% 

2.3% 

7.8% 

11.4% 

4.1% 

3.5% 

0.2% 

0.0% 

1.2% 

1.2% 

5.6% 

1.0% 

0.8% 

0.0% 

0 5 10 15 20 25

1.駅西 

2.駅東 

3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 

－24－



Ｑ２２　今後利用したい事業について（利用希望日数・時間数，利用したい地区）
＜小規模な保育施設＞
　利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 12 21 8 7 3 4 6
比率(％） 12.4 21.6 8.2 7.2 3.1 4.1 6.2

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 5 9 1 5 1 0 0
比率(％） 5.2 9.3 1.0 5.2 1.0 0.0 0.0

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 1 9 5 0 0 97
比率(％） 1.0 9.3 5.2 0.0 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 4.6 日

1日あたり利用時間数(平均) 8.6 時間

利用開始時間(平均) 8:28 時

利用終了時間(平均) 17:05 時

12.4% 

21.6% 

8.2% 

7.2% 

3.1% 

4.1% 

6.2% 

5.2% 

9.3% 

1.0% 

5.2% 

1.0% 

0.0% 

0.0% 

1.0% 

9.3% 

5.2% 

0.0% 

0.0% 
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1.駅西 

2.駅東 

3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 

－25－



＜家庭的保育＞
　利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 4 6 3 2 0 0 0
比率(％） 13.3 20.0 10.0 6.7 0.0 0.0 0.0

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 1 1 2 6 0 0 0
比率(％） 3.3 3.3 6.7 20.0 0.0 0.0 0.0

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 0 5 0 0 0 30
比率(％） 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 3.3 日

1日あたり利用時間数(平均) 5.7 時間

利用開始時間(平均) 9:52 時

利用終了時間(平均) 15:56 時

13.3% 

20.0% 

10.0% 

6.7% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

3.3% 

3.3% 

6.7% 

20.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 
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0.0% 
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0 5 10 15 20 25

1.駅西 

2.駅東 

3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 

－26－



Ｑ２２　今後利用したい事業について（利用希望日数・時間数，利用したい地区）
＜事業所内保育施設＞
　利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 23 15 6 3 5 16 1
比率(％） 20.7 13.5 5.4 2.7 4.5 14.4 0.9

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 4 6 6 4 1 1 1
比率(％） 3.6 5.4 5.4 3.6 0.9 0.9 0.9

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 0 8 1 10 0 111
比率(％） 0.0 7.2 0.9 9.0 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 4.6 日

1日あたり利用時間数(平均) 8.8 時間

利用開始時間(平均) 8:34 時

利用終了時間(平均) 17:10 時

20.7% 

13.5% 

5.4% 

2.7% 

4.5% 

14.4% 

0.9% 

3.6% 

5.4% 

5.4% 

3.6% 

0.9% 

0.9% 

0.9% 

0.0% 

7.2% 

0.9% 

9.0% 

0.0% 
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1.駅西 

2.駅東 

3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 

－27－



Ｑ２２　今後利用したい事業について（利用希望日数・時間数，利用したい地区）
＜その他の認可外の保育施設＞
　利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 22 22 2 4 1 3 0
比率(％） 33.3 33.3 3.0 6.1 1.5 4.5 0.0

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 4 0 4 2 0 0 0
比率(％） 6.1 0.0 6.1 3.0 0.0 0.0 0.0

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 0 2 0 0 0 66
比率(％） 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 2.5 日

1日あたり利用時間数(平均) 5.0 時間

利用開始時間(平均) 11:05 時

利用終了時間(平均) 15:40 時

33.3% 

33.3% 

3.0% 

6.1% 

1.5% 

4.5% 

0.0% 

6.1% 

0.0% 

6.1% 

3.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

3.0% 

0.0% 
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1.駅西 

2.駅東 

3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 

－28－



＜居宅訪問型保育＞
　利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 6 7 6 3 0 0 1
比率(％） 17.1 20.0 17.1 8.6 0.0 0.0 2.9

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 4 3 1 1 0 0 0
比率(％） 11.4 8.6 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 0 2 1 0 0 35
比率(％） 0.0 5.7 2.9 0.0 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 3.3 日

1日あたり利用時間数(平均) 6.1 時間

利用開始時間(平均) 10:48 時

利用終了時間(平均) 17:00 時

17.1% 

20.0% 

17.1% 

8.6% 

0.0% 

0.0% 

2.9% 

11.4% 

8.6% 

2.9% 

2.9% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

5.7% 

2.9% 

0.0% 

0.0% 
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1.駅西 
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3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 

－29－



＜ファミリーサポートセンター＞
　利用したい地区

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 18 21 8 10 2 6 7
比率(％） 15.4 17.9 6.8 8.5 1.7 5.1 6.0

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 13 6 8 1 0 0 3
比率(％） 11.1 5.1 6.8 0.9 0.0 0.0 2.6

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 2 11 1 0 0 117
比率(％） 1.7 9.4 0.9 0.0 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 2.8 日

1日あたり利用時間数(平均) 4.4 時間

利用開始時間(平均) 12:47 時

利用終了時間(平均) 17:20 時

15.4% 

17.9% 

6.8% 

8.5% 

1.7% 

5.1% 

6.0% 

11.1% 

5.1% 

6.8% 

0.9% 

0.0% 
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0.0% 
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1.駅西 

2.駅東 

3.豊郷 

4.宝木 

5.平石 

6.清原 

7.瑞穂野 

8.姿川 

9.雀宮 

10.横川 

11.陽南 

12.富屋 

13.篠井 

14.国本 

15.城山 

16.河内 

17.上河内 

18.市外 

無回答 

－30－



11.その他
　利用したい地区
【※回答者数３０人未満のため，比率は参考値とする。】

1.駅西 2.駅東 3.豊郷 4.宝木 5.平石 6.清原 7.瑞穂野
実数(人) 0 1 0 1 0 2 0
比率(％） 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 20.0 0.0

8.姿川 9.雀宮 10.横川 11.陽南 12.富屋 13.篠井 14.国本
実数(人) 2 0 0 1 1 0 0
比率(％） 20.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0

15.城山 16.河内 17.上河内 18.市外 無回答 回答者数
実数(人) 1 1 0 0 0 10
比率(％） 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1週あたり利用日数(平均) 3.3 日

1日あたり利用時間数(平均) 6.8 時間

利用開始時間(平均) 9:06 時

利用終了時間(平均) 16:12 時

〔その他の回答事業等〕
・公立幼稚園 ・子育てサロン
・子ども発達センター ・病児・病後児保育
・リハビリテーションセンター ・ベビーシッター

－31－



Ｑ２２－１　利用を希望する教育・保育事業を利用する際の交通手段および利用できる範囲
（１）就労等により保育を必要とする場合の事業の利用
＜交通手段＞

【自動車の利用が最も高く７割強となっている。】

１．徒歩 ２．自転車
３．バス・
電車など

４．自動車 ５．その他 無回答 回答者数

実数(人) 79 101 15 1,107 2 190 1,494
比率(％） 5.3 6.8 1.0 74.1 0.1 12.7 100.0

＜利用できる範囲＞

【片道２０分程度までなら利用できる割合が最も多く３割強，次に片道１０程度までが約３割となっている。】

１．片道６０
分程度まで
なら利用で

きる

２．片道５０
分程度まで
なら利用で

きる

３．片道４０
分程度まで
なら利用で

きる

４．片道３０
分程度まで
なら利用で

きる

５．片道２０
分程度まで
なら利用で

きる
実数(人) 3 0 11 182 562
比率(％） 0.2 0.0 0.6 10.1 31.7

６．片道１０
分程度まで
なら利用で

きる

７．特に気
にしない

８．その他 無回答 回答者数

実数(人) 552 5 20 159 1,494
比率(％） 30.4 0.4 1.0 25.6 100.0

5.3% 

6.8% 

1.0% 

74.1% 

0.1% 

12.7% 
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１．徒歩 

２．自転車 

３．バス・電車など 

４．自動車 

５．その他 

無回答 

0.2% 

0.0% 

0.6% 

10.1% 

31.7% 

30.4% 

0.4% 

1.0% 

25.6% 

0 5 10 15 20 25 30 35

１．片道６０分程度までなら利用できる 

２．片道５０分程度までなら利用できる 

３．片道４０分程度までなら利用できる 

４．片道３０分程度までなら利用できる 

５．片道２０分程度までなら利用できる 

６．片道１０分程度までなら利用できる 

７．特に気にしない 

８．その他 

無回答 

－32－



（２）就労による利用以外の場合
＜交通手段＞

【送迎バスの希望が最も高く，３割強となっている。】

１．送迎
バス

２．徒歩 ３．自転車
４．バス・
電車など

５．自動車 ６．その他 無回答 回答者数

実数(人) 705 97 104 33 539 3 1,057 2,538
比率(％） 35.2 5.6 5.8 6.8 26.1 0.2 20.2 100.0

＜利用できる範囲＞

【片道２０分程度までなら利用できる割合が最も多く４割弱，次に片道１０程度までが２割強となっている。】

１．片道６０
分程度まで
なら利用で

きる

２．片道５０
分程度まで
なら利用で

きる

３．片道４０
分程度まで
なら利用で

きる

４．片道３０
分程度まで
なら利用で

きる

５．片道２０
分程度まで
なら利用で

きる
実数(人) 18 8 41 307 701
比率(％） 0.9 0.4 2.2 16.1 37.2

６．片道１０
分程度まで
なら利用で

きる

７．特に気
にしない

８．その他 無回答 回答者数

実数(人) 407 46 4 1,006 2,538
比率(％） 22.7 2.4 0.2 17.8 100.0

35.2% 

5.6% 

5.8% 

6.8% 

26.1% 
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20.2% 
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１．送迎バス 

２．徒歩 

３．自転車 

４．バス・電車など 

５．自動車 

６．その他 

無回答 

0.9% 

0.4% 
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16.1% 

37.2% 

22.7% 

2.4% 

0.2% 

17.8% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

１．片道６０分程度までなら利用できる 

２．片道５０分程度までなら利用できる 

３．片道４０分程度までなら利用できる 

４．片道３０分程度までなら利用できる 

５．片道２０分程度までなら利用できる 

６．片道１０分程度までなら利用できる 

７．特に気にしない 

８．その他 

無回答 

－33－



Ｑ２３　土曜・休日や長期休暇の定期的な教育・保育事業の利用希望について
（１）土曜日

【ほぼ毎週または月に１～２回利用したい希望は，３割弱となっている。】

利用希望
はない

ほぼ毎週
利用した

い

月に1～2
回は利用

したい
無回答 回答者数

実数(人) 1,851 177 571 75 2,674
比率(％） 69.2 6.6 21.4 2.8 100.0

利用したい時間帯
利用開始時間(平均) 8:35 時

利用終了時間(平均) 16:22 時

（２）日曜・祝日

【ほぼ毎週または月に１～２回利用したい希望は，１５％弱となっている。】

利用希望
はない

ほぼ毎週
利用した

い

月に1～2
回は利用

したい
無回答 回答者数

実数(人) 2,153 36 364 121 2,674
比率(％） 80.5 1.3 13.6 4.5 100.0

利用したい時間帯
利用開始時間(平均) 8:38 時

利用終了時間(平均) 16:58 時

69.2% 
6.6% 

21.4% 
2.8% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

利用希望はない 
ほぼ毎週利用したい 

月に1～2回は利用したい 
無回答 

80.5% 
1.3% 

13.6% 
4.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

利用希望はない 
ほぼ毎週利用したい 

月に1～2回は利用したい 
無回答 

－34－



Ｑ２３－１　土曜・休日や長期休暇に教育・保育事業をたまに利用したい理由

【不定期の就労による利用希望が６割弱となっている。】

月に数回
仕事が入

るため

平日に済ま
せられない
用事をまと
めて済ませ

るため

親族の介
護や手伝
いが必要
なため

息抜きの
ため

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 397 266 13 204 80 15 975 684
比率(％） 58.0 38.9 1.9 29.8 11.7 2.2 142.5 100.0

58.0% 

38.9% 

1.9% 

29.8% 

11.7% 

2.2% 

0 10 20 30 40 50 60 70

月に数回仕事が入るため 

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 

親族の介護や手伝いが必要なため 

息抜きのため 

その他 

無回答 （ＭＡ） 

－35－



Ｑ２４　幼稚園利用者の長期休暇中の利用希望について

【長期休暇中に，ほぼ毎日または週に数日利用したい希望は６割弱となっている。】

利用の希
望はない

休みの期
間中、ほ
ぼ毎日利
用したい

休みの期
間中、週
に数日利
用したい

無回答 回答者数

実数(人) 293 111 347 28 779
比率(％） 37.6 14.2 44.5 3.6 100.0

利用したい時間帯
利用開始時間(平均) 8:50 時

利用終了時間(平均) 15:46 時

Ｑ２４－１　長期休暇中にたまに利用したい理由

月に数回
仕事が入

るため

平日に済ま
せられない
用事をまと
めて済ませ

るため

親族の介
護や手伝
いが必要
なため

息抜きの
ため

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 105 181 2 148 76 5 517 347
比率(％） 30.3 52.2 0.6 42.7 21.9 1.4 149.0 100.0

【長期休暇中に利用したい理由は「用事を済ませるため」が最も高く５割強，次に「息抜きのため」が４割強と
なっている。】

37.6% 

14.2% 

44.5% 

3.6% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

利用の希望はない 

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 

休みの期間中、週に数日利用したい 

無回答 

30.3% 

52.2% 

0.6% 

42.7% 

21.9% 

1.4% 

0 10 20 30 40 50 60

月に数回仕事が入るため 

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 

親族の介護や手伝いが必要なため 

息抜きのため 

その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Ｑ２５　現在の地域子育て支援拠点事業等の利用状況について

【子育てサロン（地域子育て支援事業）の利用率は，１５．６％となっている。】

地域子育て
支援拠点事

業
その他（※）

利用してい
ない

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 418 200 2132 37 2,787 2,674
比率(％） 15.6 7.5 79.7 1.4 104.2 100.0

１　地域子育て支援拠点事業
1週あたり利用回数(平均) 1.8 回

1ヶ月あたり利用回数(平均) 2.9 回

２　その他（※）本市で実施している子育て支援事業の類似事業の利用
1週あたり利用回数(平均) 1.8 回

1ヶ月あたり利用回数(平均) 2.4 回

Ｑ２６　今後の地域子育て支援事業の利用意向について

【今後，子育てサロン利用したい意向は３割強となっている。】

利用してい
ないが、今
後利用した

い

既に利用し
ているが、今
後利用日数
を増やした

い

新たに利用
したり、利用
日数を増や
したいとは思

わない

無回答 回答者数

実数(人) 693 267 1638 76 2,674
比率(％） 25.9 10.0 61.3 2.8 100.0

１　利用していないが、今後利用したい
1週あたり利用回数(平均) 1.5 日

1ヶ月あたり利用回数(平均) 3.2 日

２　既に利用しているが、今後利用日数を増やしたい
1週あたり利用回数(平均) 1.9 日

1ヶ月あたり利用回数(平均) 6.3 日

※児童館で行う子育て支援事業や子
どもの家で平日の午前中に，乳幼児
とその保護者に遊びと交流の場を提
供している事業

15.6% 

7.5% 

79.7% 

1.4% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

地域子育て支援拠点事業 

その他 

利用していない 

無回答 

25.9% 

10.0% 

61.3% 

2.8% 

0 10 20 30 40 50 60 70

利用していないが、今後利用したい 

既に利用しているが、今後利用日数を増やしたい 

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 

無回答 

（ＭＡ） 

※ 
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Ｑ２７　子育て支援事業等の認知度について

A：①～⑭の子育て支援事業等を知っている人の割合

 （上段：実数(件)，下段：比率(％)）

はい いいえ 無回答 回答者数
①ママパパ学級 2378 166 130 2,674

88.9 6.2 4.9 100.0
②保健センターの情報・相談サービス 1929 660 85 2,674

72.1 24.7 3.2 100.0
③家庭教育に関する学級・講座 1003 1596 75 2,674

37.5 59.7 2.8 100.0
④教育相談センター 1239 1365 70 2,674

46.3 51.0 2.6 100.0
⑤幼稚園・保育所や認定子ども園の園庭等の開放 1934 620 120 2,674

72.3 23.2 4.5 100.0
⑥幼稚園・保育所や認定子ども園の子育て相談 1514 1078 82 2,674

56.6 40.3 3.1 100.0
⑦子育てサロン 2427 116 131 2,674

90.8 4.3 4.9 100.0
⑧児童館 2103 466 105 2,674

78.6 17.4 3.9 100.0
⑨ファミリーサポートセンター 1688 925 61 2,674

63.1 34.6 2.3 100.0
⑩子ども総合相談 1651 961 62 2,674

61.7 35.9 2.3 100.0
⑪にこにこ子育て 997 1607 70 2,674

37.3 60.1 2.6 100.0
⑫子ども発達センター 1552 1058 0 2,610

59.5 40.5 0.0 100.0
⑬地区市民センター等の健康・栄養相談 1693 896 85 2,674

63.3 33.5 3.2 100.0
⑭子育て総合情報サイト「宮っこ子育て応援ナビ」 1084 1525 65 2,674

40.5 57.0 2.4 100.0

教育センター 

幼稚園・保育所や認定こども園の園庭等の開放 

幼稚園・保育所や認定こども園の子育て相談等 

「宮っこ子育て応援なび」 
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Ｑ２７　子育て支援事業等の認知度について

B：①～⑭の子育て支援事業等を，これまでに利用したことがある人の割合

 （上段：実数(件)，下段：比率(％)）

はい いいえ 無回答 回答者数
①ママパパ学級 1509 1048 117 2,674

56.4 39.2 4.4 100.0
②保健センターの情報・相談サービス 728 1744 202 2,674

27.2 65.2 7.6 100.0
③家庭教育に関する学級・講座 237 2188 249 2,674

8.9 81.8 9.3 100.0
④教育相談センター 184 2248 242 2,674

6.9 84.1 9.1 100.0
⑤幼稚園・保育所や認定子ども園の園庭等の開放 1058 1443 173 2,674

39.6 54.0 6.5 100.0
⑥幼稚園・保育所や認定子ども園の子育て相談 372 2069 233 2,674

13.9 77.4 8.7 100.0
⑦子育てサロン 1679 879 116 2,674

62.8 32.9 4.3 100.0
⑧児童館 769 1718 187 2,674

28.8 64.2 7.0 100.0
⑨ファミリーサポートセンター 142 2305 227 2,674

5.3 86.2 8.5 100.0
⑩子ども総合相談 268 2177 229 2,674

10.0 81.4 8.6 100.0
⑪にこにこ子育て 481 1961 232 2,674

18.0 73.3 8.7 100.0
⑫子ども発達センター 234 2219 221 2,674

8.8 83.0 8.3 100.0
⑬地区市民センター等の健康・栄養相談 613 1861 200 2,674

22.9 69.6 7.5 100.0
⑭子育て総合情報サイト「宮っこ子育て応援ナビ」 468 1975 231 2,674

17.5 73.9 8.6 100.0

教育センター 

認定こども園の園庭等の

認定こども園の園庭等の幼稚園・保育所や認定こども園の子育て相談等 

幼稚園・保育所や認定こども園の園庭等の開放 

「宮っこ子育て応援なび」 
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Ｑ２７　子育て支援事業等の認知度について

C：①～⑭の子育て支援事業等を，今後利用したい人の割合

 （上段：実数(件)，下段：比率(％)）
はい いいえ 無回答 回答者数

①ママパパ学級 657 1722 295 2,674
24.6 64.4 11.0 100.0

②保健センターの情報・相談サービス 1247 1134 293 2,674
46.6 42.4 11.0 100.0

③家庭教育に関する学級・講座 1157 1267 250 2,674
43.3 47.4 9.3 100.0

④教育相談センター 1168 1249 257 2,674
43.7 46.7 9.6 100.0

⑤幼稚園・保育所や認定子ども園の園庭等の開放 1559 858 256 2,673
58.3 32.1 9.6 100.0

⑥幼稚園・保育所や認定子ども園の子育て相談 1278 1145 251 2,674
47.8 42.8 9.4 100.0

⑦子育てサロン 1254 1158 262 2,674
46.9 43.3 9.8 100.0

⑧児童館 1569 855 250 2,674
58.7 32.0 9.3 100.0

⑨ファミリーサポートセンター 903 1535 236 2,674
33.8 57.4 8.8 100.0

⑩子ども総合相談 1162 1254 258 2,674
43.5 46.9 9.6 100.0

⑪にこにこ子育て 1475 945 254 2,674
55.2 35.3 9.5 100.0

⑫子ども発達センター 1050 1372 252 2,674
39.3 51.3 9.4 100.0

⑬地区市民センター等の健康・栄養相談 1201 1230 243 2,674
44.9 46.0 9.1 100.0

⑭子育て総合情報サイト「宮っこ子育て応援ナビ」 1477 960 237 2,674
55.2 35.9 8.9 100.0

教育センター 

幼稚園・保育所や認定こども園の園庭等の開放 

幼稚園・保育所や認定こども園の子育て相談等 

「宮っこ子育て応援なび」 
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【１年間のうち利用できなかったことがある割合は，７割強となっている。】

あった なかった 無回答 回答者数
実数(人) 1,156 361 60 1,577
比率(％） 73.3 22.9 3.8 100.0

【母親が仕事を休んで対処した割合が最も高く６割，次に親族等に看てもらった割合が４割弱となっている。】

1.父親が休
んだ

2.母親が休
んだ

3.親族・知人
に子どもを

看てもらった

4.父親又は
母親のうち
就労してい
ない方が子
どもを看た

5.病児・病後
児の保育を
利用した

6.ベビーシッ
ターを利用し

た

実数(人) 331 695 432 355 53 1
比率(％） 28.6 60.1 37.4 30.7 4.6 0.1

7.ファミリー
サポートセン
ターを利用し

た

8.仕方なく子
どもだけで
留守番をさ

せた

9.その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 2 4 18 48 1,939 1,156
比率(％） 0.2 0.3 1.6 4.2 167.7 100.0

1.父親が休んだ 6.ベビーシッターを利用した 
年間利用日数(平均) 3.4 日 年間利用日数(平均) 2.0 日

2.母親が休んだ 7.ファミリーサポートセンターを利用した
年間利用日数(平均) 7.5 日 年間利用日数(平均) 2.3 日

3.親族・知人に子どもを看てもらった 8.仕方なく子どもだけで留守番をさせた
年間利用日数(平均) 6.5 日 年間利用日数(平均) 0.7 日

9.その他
年間利用日数(平均) 7.5 日 年間利用日数(平均) 5.6 日

5.病児・病後児の保育を利用した
年間利用日数(平均) 3.8 日

Ｑ２８　平日の教育・保育事業を利用している保護者が，子どもの病気等により通常の事業が
       利用できなかったこと

Ｑ２８－１　病気やけがで普段利用している教育・保育事業が利用できなかった場合に，この１年間に
           行った対処方法

4.父親又は母親のうち就労していない方が子どもを看た

73.3% 

22.9% 

3.8% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

あった 

なかった 

無回答 

28.6% 

60.1% 

37.4% 

30.7% 

4.6% 

0.1% 

0.2% 

0.3% 

1.6% 

4.2% 

0 10 20 30 40 50 60 70

1.父親が休んだ 

2.母親が休んだ 

3.親族・知人に子どもを看てもらった 

4.父親又は母親のうち就労していない方が子どもを看た 

5.病児・病後児の保育を利用した 

6.ベビーシッターを利用した  

7.ファミリーサポートセンターを利用した 

8.仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

9.その他 

無回答 
（ＭＡ） 
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Ｑ２８－２　「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったか

【利用したい意向は４割強となっている。】

１．できれ
ば病児・病
後児保育

施設等を利
用したい

２．利用し
たいとは
思わない

無回答 回答者数

実数(人) 320 416 9 745
比率(％） 43.0 55.8 1.2 100.0

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい
年間日数(平均) 6.5 日

Ｑ２８－３　病気等の子どもを預ける場合，下記のいずれの事業形態が望ましいか

１．幼稚園・
保育所や
認定こども
園などに併
設した施設
で子どもを
保育する事

業

２．医療機
関（小児科
など）に併
設した施設
で子どもを
保育する事

業

３．地域住
民等が子
育て家庭
等の身近

な場所で保
育する事業

４．その他 無回答 回答者数

実数(人) 186 109 4 1 20 320
比率(％） 58.1 34.1 1.3 0.3 6.3 100.0

【教育・保育施設等に併設した施設を利用したい割合が６割弱，次に医療機関に併設した施設の利用希望が
３割強となっている。】

43.0% 

55.8% 

1.2% 

0 10 20 30 40 50 60

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 

２．利用したいとは思わない 

無回答 

58.1% 

34.1% 

1.3% 

0.3% 

6.3% 

0 10 20 30 40 50 60 70

１．幼稚園・保育所や認定こども園などに併設した施設で… 

２．医療機関（小児科など）に併設した施設で子どもを保育… 

３．地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する… 

４．その他 

無回答 
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Ｑ２８－４　病児・病後児のための施設を利用したくないと思う理由

１．病児・病
後児を他人
に看てもら
うのは不安

２．地域の
事業の質
に不安が

ある

３．地域の
事業の利
便性（立地
や利用可
能時間日
数など）が
よくない

４．利用料
がかかる・

高い

５．利用料
がわからな

い

実数(人) 233 26 50 99 85
比率(％） 56.0 6.3 12.0 23.8 20.4

６．親が仕
事を休んで
対応する

７．その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 243 80 6 816 416
比率(％） 58.4 19.2 1.4 196.2 100.0

【「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」または「親が仕事を休んで対応する」がいずれも６割弱となって
いる。】

56.0% 

6.3% 

12.0% 

23.8% 

20.4% 

58.4% 

19.2% 

1.4% 

0 10 20 30 40 50 60 70

１．病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 

２．地域の事業の質に不安がある 

３．地域の事業の利便性（立地や利用可能時間日数な

ど）がよくない 

４．利用料がかかる・高い 

５．利用料がわからない 

６．親が仕事を休んで対応する 

７．その他 

無回答 （ＭＡ） 
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１．できれ
ば仕事を
休んで看

たい

２．休んで
看ること
は非常に

難しい

無回答 回答者数

実数(人) 437 200 189 826
比率(％） 52.9 24.2 22.9 100.0

Ｑ２８－６　子どもが病気等の際に「２．休んで看ることは非常に難しい」理由

【子どもの看護を理由に仕事を休めない割合は６割弱となっている。】

１．子ども
の看護を
理由に休
めない

２．自営業
なので休
めない

３．休暇日
数が足り
ないので
休めない

４．その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 113 12 32 67 5 229 200
比率(％） 56.5 6.0 16.0 33.5 2.5 114.5 100.0

Ｑ２８－５　病気等の子どもを親族等に預けて対処した保護者について，できれば父母のいずれかが
　　　　　　仕事を休んで看たいと思ったか

【仕事を休んで子どもを看たい割合は５割強，一方で仕事を休むことが難しい割合は２割強となっている。】

52.9% 

24.2% 

22.9% 

0 10 20 30 40 50 60

１．できれば仕事を休んで看たい 

２．休んで看ることは非常に難しい 

無回答 

56.5% 

6.0% 

16.0% 

33.5% 

2.5% 

0 10 20 30 40 50 60

１．子どもの看護を理由に休めない 

２．自営業なので休めない 

３．休暇日数が足りないので休めない 

４．その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Ｑ２９　私用・親の通院・不定期の就労等で不定期で利用している事業について

【不定期に利用している事業は，「幼稚園の預かり保育」や「一時預かり」，「認可外保育施設」となっている。】

一時預か
り

幼稚園の
預かり保

育

ファミリー
サポート
センター

夜間養護
等事業

ベビー
シッター

実数(人) 137 312 24 1 6
比率(％） 5.1 11.7 0.9 0.0 0.2

その他の
認可外保
育施設な

ど

利用して
いない

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 52 2,100 77 2,709 2,674
比率(％） 1.9 78.5 2.9 101.3 100.0

1.一時預かり
年間利用日数(平均) 14.9 日

2.幼稚園の預かり保育
年間利用日数(平均) 13.0 日

3.ファミリーサポートセンター
年間利用日数(平均) 8.5 日

4.夜間養護等事業
年間利用日数(平均) 0.0 日

5.ベビーシッター
年間利用日数(平均) 24.5 日

6.その他の認可外保育施設など
年間利用日数(平均) 13.9 日

5.1% 

11.7% 

0.9% 

0.0% 

0.2% 

1.9% 

78.5% 

2.9% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

一時預かり 

幼稚園の預かり保育 

ファミリーサポートセンター 

夜間養護等事業 

ベビーシッター 

その他の認可外保育施設など 

利用していない 

無回答 

（ＭＡ） 

－45－



Q２９－１　私用・親の通院・不定期の就労等の際に事業等利用していない理由

特に利用
する必要が

ない

利用したい
事業が地
域にない

地域の事
業の質に

不安がある

地域の事
業の利便
性がよくな

利用料が
かかる・高

い

利用料が
わからない

実数(人) 1,614 71 94 101 362 189
比率(％） 76.9 3.4 4.5 4.8 17.2 9.0

自分が事
業の対象

者になるの
かどうかわ
からない

事業の利
用方法（手
続き等）が
わからない

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 173 335 119 20 3,078 2,100
比率(％） 8.2 16.0 5.7 1.0 146.6 100.0

【「利用料がかかる等」または「事業の利用方法がわからない」ために利用していない割合がそれぞれ２割弱あ
る。】

76.9% 

3.4% 

4.5% 

4.8% 

17.2% 

9.0% 

8.2% 

16.0% 

5.7% 

1.0% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

特に利用する必要がない 

利用したい事業が地域にない 

地域の事業の質に不安がある 

地域の事業の利便性がよくない 

利用料がかかる・高い 

利用料がわからない 

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない 

事業の利用方法（手続き等）がわからない 

その他 

無回答 （ＭＡ） 

－46－



Q３０　私用・親の通院・不定期の就労等を理由とした事業（※）の利用希望について
（※Q２９に掲げる事業：「一時預かり」や「幼稚園の預かり保育」，「ファミリーサポートセンター」等）

【利用したい割合は４割強となっている。】

利用した
い

利用する
必要はな

い
無回答 回答者数

実数(人) 1,233 1,368 73 2,674
比率(％） 46.1 51.2 2.7 100.0

利用したい日数の合計
年間利用日数(平均) 20.4 日

ア.使用、リフレッシュ目的
年間利用日数(平均) 11.9 日

イ.冠婚葬祭、学校行事等
年間利用日数(平均) 7.7 日

ウ.不定期の就労
年間利用日数(平均) 19.8 日

エ.その他
年間利用日数(平均) 14.5 日

Q３０－１　利用する際の望ましい事業形態について

幼稚園・保
育所や認定
こども園で子
どもを保育
する事業

小規模施設
で子どもを
保育する事

業

地域住民等
が子育て家
庭等の近く
の場所で保
育する事業

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 1,086 282 266 29 26 1,689 1,233
比率(％） 88.1 22.9 21.6 2.4 2.1 137.0 100.0

【幼稚園・保育所等で子どもを保育する事業形態の希望が９割弱，小規模施設や地域住民による保育の希望
はそれぞれ２割強となっている。】

46.1% 

51.2% 

2.7% 

0 10 20 30 40 50 60

利用したい 

利用する必要はない 

無回答 

88.1% 

22.9% 

21.6% 

2.4% 

2.1% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

幼稚園・保育所や認定こども園で子どもを保育する事業 

小規模施設で子どもを保育する事業 

地域住民等が子育て家庭等の近くの場所で保育する事業 

その他 

無回答 （ＭＡ） 

－47－



【１年間のうち，子どもを泊りがけで預けなければならなかった割合は２割弱となっている。】

あった なかった 無回答 回答者数
実数(人) 487 2,141 46 2,674
比率(％） 18.2 80.1 1.7 100.0

ア.親族（同居者を含む）・知人にみてもらった
年間利用日数(平均) 6.5 日

イ.子育て支援短期入所事業（ショートステイ）を利用した
年間利用日数(平均) 0.0 日

ウ.イ.以外の保育事業
年間利用日数(平均) 5.0 日

エ.仕方なく子どもを同行させた
年間利用日数(平均) 2.8 日

オ.仕方なく子どもだけで留守番をさせた
年間利用日数(平均) 10.5 日

カ.その他
年間利用日数(平均) 15.4 日

Q３１－１　「親族（同居者を含む）・知人にみてもらった」際の保護者の負担の大きさについて

【「非常に負担が大きい」または「どちらかというと負担である」割合が５割強となっている。】

非常に負
担が大き

い

どちらかと
いうと負
担である

特に負担
ではない

無回答 回答者数

実数(人) 123 145 150 69 487
比率(％） 25.3 29.8 30.8 14.2 100.0

Q３１　保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・家族の病気など）により，子どもを泊まりがけで預ける機会の有無

18.2% 

80.1% 

1.7% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

あった 

なかった 

無回答 

25.3% 

29.8% 

30.8% 

14.2% 

0 5 10 15 20 25 30 35

非常に負担が大きい 

どちらかというと負担である 

特に負担ではない 

無回答 

－48－



Q３２　５歳以上の子どものいる世帯の，就学後の放課後の過ごさせ方についての意向(小学校低学年）

【小学校低学年での，放課後児童クラブの利用意向は４割強，利用希望日数は平均週４日となっている。】

自宅
祖父母宅
や友人・
知人宅

習い事 児童館
放課後子
ども教室

放課後児
童クラブ
〔学童保

育〕
実数(人) 115 30 94 9 56 94
比率(％） 54.2 14.2 44.3 4.2 26.4 44.3

ファミリー
サポート
センター

地域が実
施する，
異世代交
流などを
行う場

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 5 5 2 17 427 212
比率(％） 2.4 2.4 0.9 8.0 201.4 100.0

自宅
週利用日数(平均) 3.5 日

祖父母宅や友人・知人宅
週利用日数(平均) 2.1 日

習い事
週利用日数(平均) 1.7 日

児童館
週利用日数(平均) 2.0 日

放課後子ども教室
週利用日数(平均) 1.9 日

放課後児童クラブ〔学童保育〕
週利用日数(平均) 4.2 日

利用終了時間(平均) 17:45 時

ファミリーサポートセンター
週利用日数(平均) 2.8 日

地域が実施する，異世代交流などを行う場
週利用日数(平均) 1.6 日

その他
週利用日数(平均) 2.5 日

54.2% 

14.2% 

44.3% 

4.2% 

26.4% 

44.3% 

2.4% 

2.4% 

0.9% 

8.0% 

0 10 20 30 40 50 60

自宅 

祖父母宅や友人・知人宅 

習い事 

児童館 

放課後子ども教室 

放課後児童クラブ〔学童保育〕 

ファミリーサポートセンター 

地域が実施する，異世代交流などを行う場 

その他 

無回答 （ＭＡ） 

－49－



Q３３　５歳以上の子どものいる世帯の，就学後の放課後の過ごさせ方についての意向(小学校高学年）

【小学校高学年での，放課後児童クラブの利用意向は３割強，利用希望日数は平均週４日となっている。】

自宅
祖父母宅
や友人・
知人宅

習い事 児童館
放課後子
ども教室

放課後児
童クラブ
〔学童保

育〕
実数(人) 130 35 130 8 58 66
比率(％） 61.3 16.5 61.3 3.8 27.4 31.1

ファミリー
サポート
センター

地域が実
施する，
異世代交
流などを
行う場

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 3 5 4 18 457 212
比率(％） 1.4 2.4 1.9 8.5 215.6 100.0

自宅
週利用日数(平均) 3.1 日

祖父母宅や友人・知人宅
週利用日数(平均) 2.5 日

習い事
週利用日数(平均) 2.0 日

児童館
週利用日数(平均) 1.6 日

放課後子ども教室
週利用日数(平均) 1.9 日

放課後児童クラブ〔学童保育〕
週利用日数(平均) 3.8 日

利用終了時間(平均) 18:04 時

ファミリーサポートセンター
週利用日数(平均) 3.0 日

地域が実施する，異世代交流などを行う場
週利用日数(平均) 1.0 日

その他
週利用日数(平均) 2.5 日

61.3% 

16.5% 

61.3% 

3.8% 

27.4% 

31.1% 

1.4% 

2.4% 

1.9% 

8.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70

自宅 

祖父母宅や友人・知人宅 

習い事 

児童館 

放課後子ども教室 

放課後児童クラブ〔学童保育〕 

ファミリーサポートセンター 

地域が実施する，異世代交流などを行う場 

その他 

無回答 （ＭＡ） 

－50－



Q３４　放課後児童クラブの利用希望者のうち，土曜日と日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望
（１）土曜日

【小学校低学年・高学年ともに，土曜日の放課後児童クラブの利用意向は２割弱となっている。】

低学年（１
～３年生）
の間は利
用したい

高学年（４
～６年生）
になっても
利用したい

利用する必
要はない

無回答 回答者数

実数(人) 56 50 179 22 307
比率(％） 18.2 16.3 58.3 7.2 100.0

利用したい時間帯（低学年）
利用開始時間(平均) 8:38 時
利用終了時間(平均) 16:46 時

利用したい時間帯（高学年）
利用開始時間(平均) 8:51 時
利用終了時間(平均) 17:50 時

（２）日曜・祝日

【小学校低学年・高学年ともに，日曜・祝日の放課後児童クラブの利用意向は１割弱となっている。】

低学年（１
～３年生）
の間は利
用したい

高学年（４
～６年生）
になっても
利用したい

利用する必
要はない

無回答 回答者数

実数(人) 24 21 236 26 307
比率(％） 7.8 6.8 76.9 8.5 100.0

利用したい時間帯（低学年）
利用開始時間(平均) 8:05 時
利用終了時間(平均) 17:25 時

利用したい時間帯（高学年）
利用開始時間(平均) 8:03 時
利用終了時間(平均) 18:40 時

18.2% 

16.3% 

58.3% 

7.2% 

0 10 20 30 40 50 60 70

低学年（１～３年生）の間は利用したい 

高学年（４～６年生）になっても利用したい 

利用する必要はない 

無回答 

7.8% 

6.8% 

76.9% 

8.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

低学年（１～３年生）の間は利用したい 

高学年（４～６年生）になっても利用したい 

利用する必要はない 

無回答 
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Q３５　放課後児童クラブの利用希望者のうち，長期休暇中の放課後児童クラブの利用希望

【長期休暇中の利用希望は，低学年で３割弱，高学年では５割となっている。】

低学年（１
～３年生）
の間は利
用したい

高学年（４
～６年生）
になっても
利用したい

利用する必
要はない

無回答 回答者数

実数(人) 91 166 13 37 307
比率(％） 29.6 54.1 4.2 12.1 100.0

利用したい時間帯（低学年）
利用開始時間(平均) 8:23 時
利用終了時間(平均) 17:44 時

利用したい時間帯（高学年）
利用開始時間(平均) 8:09 時
利用終了時間(平均) 17:57 時

29.6% 

54.1% 

4.2% 

12.1% 

0 10 20 30 40 50 60

低学年（１～３年生）の間は利用したい 

高学年（４～６年生）になっても利用したい 

利用する必要はない 

無回答 

－52－



Q３６　育児休業の取得状況について
（１）母親

【働いている母親のうち，育児休業の取得率は約３割となっている。】

働いていな
かった

取得した
（取得中で

取得してい
ない

無回答 回答者数

実数(人) 1,511 833 296 34 2,674
比率(％） 56.5 31.2 11.1 1.3 100.0

　取得していない理由
【出産を契機に退職した割合は３割強で最も高く，次に職場に制度がなかったが２割弱となっている。】

職場に育児
休業を取り
にくい雰囲
気があった

仕事が忙し
かった

（産休後に）
仕事に早く
復帰した
かった

仕事に戻る
のが難しそう

だった

昇給・昇格
などが遅れ
そうだった

収入減とな
り，経済的に

苦しくなる

保育所（園）
などに預け
ることができ

た

配偶者が育
児休業制度
を利用した

配偶者が
無職，祖
父母等の
親族にみ
てもらえる
など，制
度を利用
する必要
がなかっ

実数(人) 56 34 20 36 2 25 15 0 12
比率(％） 18.9 11.5 6.8 12.2 0.7 8.4 5.1 0.0 4.1

子育てや家
事に専念す
るため退職

した

職場に育児
休業の制度
がなかった
（就業規則
に定めがな

かった）

有期雇用の
ため育児休
業の取得要
件を満たさ
なかった

育児休業を
取得できる
ことを知らな

かった

産前産後の
休暇（産前６
週間，産後８
週間）を取得
できることを
知らず，退

職した

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 99 59 35 3 4 36 23 436 296
比率(％） 33.4 19.9 11.8 1.0 1.4 12.2 7.8 147.3 100.0

56.5% 

31.2% 

11.1% 

1.3% 

0 10 20 30 40 50 60

働いていなかった 

取得した（取得中である） 

取得していない 

無回答 

18.9% 

11.5% 

6.8% 

12.2% 

0.7% 

8.4% 

5.1% 

0.0% 

4.1% 

33.4% 

19.9% 

11.8% 

1.0% 

1.4% 

12.2% 

7.8% 

0 10 20 30 40

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 

仕事が忙しかった 

（産休後に）仕事に早く復帰したかった 

仕事に戻るのが難しそうだった 

昇給・昇格などが遅れそうだった 

収入減となり，経済的に苦しくなる 

保育所（園）などに預けることができた 

配偶者が育児休業制度を利用した 

配偶者が無職，祖父母等の親族にみてもらえるなど，制度を利用する… 

子育てや家事に専念するため退職した 

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 

育児休業を取得できることを知らなかった 

産前産後の休暇（産前６週間，産後８週間）を取得できることを知らず，… 

その他 

無回答 
（ＭＡ） 

－53－



Q３６　育児休業の取得状況について
（２）父親

【父親の育児休業の取得率は２．６％となっている。】

働いていな
かった

取得した
（取得中で

取得してい
ない

無回答 回答者数

実数(人) 19 69 2,401 185 2,674
比率(％） 0.7 2.6 89.8 6.9 100.0

　取得していない理由

職場に育児
休業を取り
にくい雰囲
気があった

仕事が忙し
かった

（産休後に）
仕事に早く
復帰した
かった

仕事に戻る
のが難しそう

だった

昇給・昇格
などが遅れ
そうだった

収入減とな
り，経済的に

苦しくなる

保育所（園）
などに預け
ることができ

た

配偶者が育
児休業制度
を利用した

配偶者が
無職，祖
父母等の
親族にみ
てもらえる
など，制
度を利用
する必要
がなかっ

実数(人) 851 956 5 138 203 708 24 531 839
比率(％） 35.4 39.8 0.2 5.7 8.5 29.5 1.0 22.1 34.9

子育てや家
事に専念す
るため退職

した

職場に育児
休業の制度
がなかった
（就業規則
に定めがな

かった）

有期雇用の
ため育児休
業の取得要
件を満たさ
なかった

育児休業を
取得できる
ことを知らな

かった

産前産後の
休暇（産前６
週間，産後８
週間）を取得
できることを
知らず，退

職した

その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 4 198 8 32 1 133 132 4,631 2,401
比率(％） 0.2 8.2 0.3 1.3 0.0 5.5 5.5 192.9 100.0

【仕事が忙しかったが約４割で最も高く，次が育児休業を取得しにくい雰囲気があったが３割強となっている。】

0.7% 

2.6% 

89.8% 

6.9% 

0 20 40 60 80 100

働いていなかった 

取得した（取得中で… 

取得していない 

無回答 

35.4% 

39.8% 

0.2% 

5.7% 

8.5% 

29.5% 

1.0% 

22.1% 

34.9% 

0.2% 

8.2% 

0.3% 

1.3% 

0.0% 

5.5% 

5.5% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 

仕事が忙しかった 

（産休後に）仕事に早く復帰したかった 

仕事に戻るのが難しそうだった 

昇給・昇格などが遅れそうだった 

収入減となり，経済的に苦しくなる 

保育所（園）などに預けることができた 

配偶者が育児休業制度を利用した 

配偶者が無職，祖父母等の親族にみてもらえるなど，制度を利用… 

子育てや家事に専念するため退職した 

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 

育児休業を取得できることを知らなかった 

産前産後の休暇（産前６週間，産後８週間）を取得できることを知… 

その他 

無回答 （ＭＡ） 

－54－



Q３６－１　育児休業給付・健康保険等の保険料免除の仕組みの認知度について

【いずれの仕組みも知らなかった割合が３割弱となっている。】

育児休業
給付，保険
料免除の
いずれも

知っていた

育児休業
給付のみ
知っていた

保険料免
除のみ知っ

ていた

育児休業
給付，保険
料免除の

いずれも知
らなかった

無回答 回答者数

実数(人) 922 863 48 800 41 2,674
比率(％） 34.5 32.3 1.8 29.9 1.5 100.0

Q３６－２　育児休暇取得後の職場復帰
(1)母親

【育児休業取得後，約７割が復帰している。育児休業中に離職した母親は約６％いる。】

育児休業取
得後，職場
に復帰した

現在も育児
休業中であ

る

育児休業
中に離職し

た
無回答 回答者数

実数(人) 579 186 52 16 833
比率(％） 69.5 22.3 6.2 1.9 100.0

(2)父親

【育児休業取得後，約７割が復帰している。】

育児休業取
得後，職場
に復帰した

現在も育児
休業中であ

る

育児休業
中に離職し

た
無回答 回答者数

実数(人) 49 1 1 18 69
比率(％） 71.0 1.4 1.4 26.1 100.0

34.5% 

32.3% 

1.8% 

29.9% 

1.5% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

育児休業給付，保険料免除のいずれも知っていた 

育児休業給付のみ知っていた 

保険料免除のみ知っていた 

育児休業給付，保険料免除のいずれも知らなかった 

無回答 

69.5% 

22.3% 

6.2% 

1.9% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

育児休業取得後，職場に復帰した 

現在も育児休業中である 

育児休業中に離職した 

無回答 

71.0% 

1.4% 

1.4% 

26.1% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

育児休業取得後，職場に復帰した 

現在も育児休業中である 

育児休業中に離職した 

無回答 
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Q３６－３　育児休業取得後の職場復帰のタイミングについて
（１）母親

年度初め
の入所に

合わせたタ
イミング

それ以外
だった

無回答 回答者数

実数(人) 212 359 8 579
比率(％） 36.6 62.0 1.4 100.0

（２）父親

年度初め
の入所に

合わせたタ
イミング

それ以外
だった

無回答 回答者数

実数(人) 3 42 4 49
比率(％） 6.1 85.7 8.2 100.0

Q３６－４　職場復帰時の子どもの年齢について

(1)母親
実際の取得期間(平均) 1 歳 0.5 ヶ月
希望の取得期間(平均) 1 歳 5.7 ヶ月

(2)父親
実際の取得期間(平均) 0 歳 6.2 ヶ月
希望の取得期間(平均) 1 歳 0.2 ヶ月

(1)母親
希望の取得期間(平均) 1 歳 11.9 ヶ月

(2)父親
希望の取得期間(平均) 1 歳 2.4 ヶ月

Q３６－５　３歳まで休暇を取得できる制度があった場合，「希望」としてはお子さんが何歳何ヶ月の
　　　　　　ときまで取りたかったか

36.6% 

62.0% 

1.4% 

0 10 20 30 40 50 60 70

年度初めの入所に合わせたタイミングだった 

それ以外だった 

無回答 

6.1% 

85.7% 

8.2% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

年度初めの入所に合わせたタイミングだった 

それ以外だった 

無回答 

－56－



Q３６－６　希望の時期に職場復帰しなかった理由について
（１）「希望」より早く復帰した方
①母親

【「希望の保育所に入るため」が最も高く４割強，次に「人事異動等の節目の時期」が約３割となっている。】

１．希望す
る保育所に
入るため

２．配偶者
や家族の

希望があっ
たため

３．経済的
な理由で早
く復帰する
必要があっ

た

４．人事異
動や業務
の節目の
時期に合

わせるため

５．その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 142 11 97 101 75 23 449 330
比率(％） 43.0 3.3 29.4 30.6 22.7 7.0 136.1 100.0

②父親

【※回答者数３０人未満のため，比率は参考値とする。】

１．希望す
る保育所に
入るため

２．配偶者
や家族の

希望があっ
たため

３．経済的
な理由で早
く復帰する
必要があっ

た

４．人事異
動や業務
の節目の
時期に合

わせるため

５．その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 2 0 8 1 6 4 21 17
比率(％） 11.8 0.0 47.1 5.9 35.3 23.5 123.5 100.0

43.0% 

3.3% 

29.4% 

30.6% 

22.7% 

7.0% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

１．希望する保育所に入るため 

２．配偶者や家族の希望があったため 

３．経済的な理由で早く復帰する必要があった 

４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 

５．その他 

無回答 

11.8% 

0.0% 

47.1% 

5.9% 

35.3% 

23.5% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

１．希望する保育所に入るため 

２．配偶者や家族の希望があったため 

３．経済的な理由で早く復帰する必要があった 

４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 

５．その他 

無回答 

（ＭＡ） 

（ＭＡ） 

－57－



（２）「希望」より遅く復帰した方
①母親

【「希望」より早く復帰した場合同様に，「希望の保育所に入るため」が最も高く４割弱となっている。】

１．希望す
る保育所に
入れなかっ

たため

２．自分や
子どもなど
の体調が
思わしくな
かったため

３．配偶者
や家族の

希望があっ
たため

４．職場の
受け入れ

態勢が整っ
ていなかっ

たため

５．子ども
をみてくれ
る人がいな
かったため

６．その他 無回答 総回答数
回答者

数

実数(人) 25 2 1 0 1 2 41 72 70
比率(％） 35.7 2.9 1.4 0.0 1.4 2.9 58.6 102.9 100.0

②父親
【※回答者数３０人未満のため，比率は参考値とする。】

１．希望す
る保育所に
入れなかっ

たため

２．自分や
子どもなど
の体調が
思わしくな
かったため

３．配偶者
や家族の

希望があっ
たため

４．職場の
受け入れ

態勢が整っ
ていなかっ

たため

５．子ども
をみてくれ
る人がいな
かったため

６．その他 無回答 総回答数
回答者

数

実数(人) 0 0 0 0 0 0 7 7 7
比率(％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0

35.7% 

2.9% 

1.4% 

0.0% 

1.4% 

2.9% 

58.6% 

0 10 20 30 40 50 60 70

１．希望する保育所に入れなかったため 

２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 

３．配偶者や家族の希望があったため 

４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

５．子どもをみてくれる人がいなかったため 

６．その他 

無回答 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

100.0% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

１．希望する保育所に入れなかったため 

２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 

３．配偶者や家族の希望があったため 

４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

５．子どもをみてくれる人がいなかったため 

６．その他 

無回答 

（ＭＡ） 

（ＭＡ） 

－58－



Q３６－７　育児休業からの職場復帰時に，短時間勤務制度を利用したか
①母親

【利用しなかった割合が高く，約６割となっている。】

１．短時間
勤務制度
を利用し

た

２．短時間
勤務制度
を利用し
なかった

無回答 回答者数

実数(人) 224 335 20 579
比率(％） 38.7 57.9 3.5 100.0

②父親

【利用しなかった割合が高く，約８割となっている。】

１．短時間
勤務制度
を利用し

た

２．短時間
勤務制度
を利用し
なかった

無回答 回答者数

実数(人) 3 38 8 49
比率(％） 6.1 77.6 16.3 100.0

38.7% 

57.9% 

3.5% 

0 10 20 30 40 50 60 70

１．短時間勤務制度を利用した 

２．短時間勤務制度を利用しなかった 

無回答 

6.1% 

77.6% 

16.3% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

１．短時間勤務制度を利用した 

２．短時間勤務制度を利用しなかった 

無回答 

－59－



Q３６－８　短時間勤務制度を利用しなかった理由について
①母親

１．職場に
短時間勤

務制度を取
りにくい雰
囲気があっ

た

２．仕事が
忙しかった

３．短時間
勤務にする
と給与が減
額され，経
済的に苦し

くなる

４．短時間
勤務にする
と保育所の
入所申請
の優先順
位が下が

る

５．配偶者
が育児休
業制度や
短時間勤

務制度を利
用した

６．配偶者が
無職，祖父
母等の親族
にみてもらえ
るなどなど，
制度を利用
する必要が
なかった

７．子育て
や家事に

専念するた
め退職した

実数(人) 158 115 99 15 4 31 3
比率(％） 47.2 34.3 29.6 4.5 1.2 9.3 0.9

８．職場に短
時間勤務制
度がなかっ
た（就業規
則に定めが
なかった）

９．短時間
勤務制度を
利用できる
ことを知ら
なかった

１０．その
他

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 62 36 39 7 569 335
比率(％） 18.5 10.7 11.6 2.1 169.9 100.0

【職場の雰囲気が最も多く５割弱，次に仕事が忙しかったためが３割強，続いて経済的な理由が約３割となっ
ている。】

47.2% 

34.3% 

29.6% 

4.5% 

1.2% 

9.3% 

0.9% 

18.5% 

10.7% 

11.6% 

2.1% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

１．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．短時間勤務にすると給与が減額され，経済的に苦しくなる 

４．短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

６．配偶者が無職，祖父母等の親族にみてもらえるなどなど，制度を

利用する必要がなかった 

７．子育てや家事に専念するため退職した 

８．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

１０．その他 

無回答 （ＭＡ） 

－60－



Q３６－８　短時間勤務制度を利用しなかった理由について
②父親

１．職場に
短時間勤

務制度を取
りにくい雰
囲気があっ

た

２．仕事が
忙しかった

３．短時間
勤務にする
と給与が減
額され，経
済的に苦し

くなる

４．短時間
勤務にする
と保育所の
入所申請
の優先順
位が下が

る

５．配偶者
が育児休
業制度や
短時間勤

務制度を利
用した

６．配偶者が
無職，祖父
母等の親族
にみてもらえ
るなどなど，
制度を利用
する必要が
なかった

７．子育て
や家事に

専念するた
め退職した

実数(人) 4 11 9 0 5 10 0
比率(％） 10.5 28.9 23.7 0.0 13.2 26.3 0.0

８．職場に短
時間勤務制
度がなかっ
た（就業規
則に定めが
なかった）

９．短時間
勤務制度を
利用できる
ことを知ら
なかった

１０．その
他

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 2 2 7 3 53 38
比率(％） 5.3 5.3 18.4 7.9 139.5 100.0

【仕事が忙しかったためが最も多く約３割，次に利用する必要がなかったが３割弱，続いて経済的な理由が２
割強となっている。】

10.5% 

28.9% 

23.7% 

0.0% 

13.2% 

26.3% 

0.0% 

5.3% 

5.3% 

18.4% 

7.9% 

0 5 10 15 20 25 30 35

１．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．短時間勤務にすると給与が減額され，経済的に苦しくなる 

４．短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

６．配偶者が無職，祖父母等の親族にみてもらえるなどなど，制度を

利用する必要がなかった 

７．子育てや家事に専念するため退職した 

８．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

１０．その他 

無回答 （ＭＡ） 

－61－



①母親

１．１歳に
なるまで育
児休業を取

得したい

２．１歳に
なる前に復
帰したい

無回答 回答者数

実数(人) 146 24 16 186
比率(％） 78.5 12.9 8.6 100.0

②父親

１．１歳に
なるまで育
児休業を取

得したい

２．１歳に
なる前に復
帰したい

無回答 回答者数

実数(人) 1 0 0 1
比率(％） 100.0 0.0 0.0 100.0

【１歳になるまで育児休業取得の希望は８割弱となっている。】

【※回答者数３０人未満のため，比率は参考値とする。】

Q３６－９　お子さんが1歳になったときに必ず利用できる事業があれば，1歳になるまで育児休業を取得しますか

78.5% 

12.9% 

8.6% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

１．１歳になるまで育児休業を取得したい 

２．１歳になる前に復帰したい 

無回答 

100.0% 

0.0% 

0.0% 

0 20 40 60 80 100 120

１．１歳になるまで育児休業を取得したい 

２．１歳になる前に復帰したい 

無回答 

－62－



Q３７　子育てに関して不安感や負担感を感じることがあるか

【子育てに不安を感じている割合は約６割となっている。】

１．非常に
不安や負
担を感じ

る

２．やや不
安や負担
を感じる

３．あまり
不安や負
担は感じ

ない

４．まった
く不安や
負担を感

じない

５．なんと
もいえな

い
無回答 回答者数

実数(人) 208 1,356 807 53 229 21 2,674
比率(％） 7.8 50.7 30.2 2.0 8.6 0.8 100.0

Q３８　イライラして，子どもにつらくあたった経験があるか

１．ヒステ
リックに怒

鳴った

２．たたい
た

３．部屋
（押入れ）
に閉じ込
めた

４．家の外
に出した

５．食事を
抜いた

６．相手を
しなかっ
た（無視し
た）

７．言葉で
傷つけた

実数(人) 1,719 892 158 197 9 812 607
比率(％） 64.3 33.4 5.9 7.4 0.3 30.4 22.7

８．その他

９．イライ
ラしてもつ
らくあたっ
たことは
ない

１０．イラ
イラしたこ
とはない

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 55 543 79 23 5,094 2,674
比率(％） 2.1 20.3 3.0 0.9 190.5 100.0

【「ヒステリックに怒鳴った」経験がある割合は６割強で最も多く，次に「たたいた」経験があるが３割強となって
いる。】

7.8% 

50.7% 

30.2% 

2.0% 

8.6% 

0.8% 

0 10 20 30 40 50 60

１．非常に不安や負担を感じる 

２．やや不安や負担を感じる 

３．あまり不安や負担は感じない 

４．まったく不安や負担を感じない 

５．なんともいえない 

無回答 

64.3% 

33.4% 

5.9% 

7.4% 

0.3% 

30.4% 

22.7% 

2.1% 

20.3% 

3.0% 

0.9% 

0 10 20 30 40 50 60 70

１．ヒステリックに怒鳴った 

２．たたいた 

３．部屋（押入れ）に閉じ込めた 

４．家の外に出した 

５．食事を抜いた 

６．相手をしなかった（無視した） 

７．言葉で傷つけた 

８．その他 

９．イライラしてもつらくあたったことはない 

１０．イライラしたことはない 

無回答 （ＭＡ） 

－63－



Q３９　日頃悩んでいること，または気になることはどのようなことか

１．病気や
発育・発達
に関するこ
と

２．食事や
栄養に関
すること

３．育児の
方法がよく
わからない
こと

４．子どもと
の接し方に
自信が持
てないこと

５．子どもと
の時間を十
分にとれな
いこと

６．話し相
手や相談
相手がいな
いこと

７．仕事や
自分のやり
たいことが
十分できな
いこと

８．子ども
の教育に
関すること

実数(人) 695 597 105 240 480 72 524 475
比率(％） 26.0 22.3 3.9 9.0 18.0 2.7 19.6 17.8

９．友だち
づきあい
（いじめ等
を含む）に
関すること

１０．登園
拒否・不登
校などに関
すること

１１．子育
てに関して
の配偶者・
パートナー
の協力が
少ないこと

１２．配偶
者・パート
ナーと子育
てに関して
意見が合
わないこと

１３．自分の
子育てにつ
いて，親族・
近隣の人・
職場などの
周りの見る
目が気にな
ること

１４．配偶
者・パート
ナー以外に
子育てを手
伝ってくれ
る人がいな
いこと

１５．子ども
を叱りすぎ
ているよう
な気がする
こと

１６．子育て
のストレスが
たまって，子
どもに手を
あげたり，世
話をしなかっ
たりしてしま
うこと

実数(人) 247 19 232 97 52 221 617 55
比率(％） 9.2 0.7 8.7 3.6 1.9 8.3 23.1 2.1

１７．地域
の子育て
支援サービ
スの内容
や利用・申
込み方法
がよくわか
らないこと

１８．その
他

１９．特に
ない

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 72 80 221 273 5,374 2,674
比率(％） 2.7 3.0 8.3 10.2 201.0 100.0

【「病気や発育・発達に関すること」の悩みが２６％と最も多く，次に「子どもを叱りすぎているような気がするこ
と」が２３％となっている。】

26.0% 

22.3% 

3.9% 

9.0% 

18.0% 

2.7% 

19.6% 

17.8% 

9.2% 

0.7% 

8.7% 

3.6% 

1.9% 

8.3% 

23.1% 

2.1% 

2.7% 

3.0% 

8.3% 

10.2% 

0 5 10 15 20 25 30

１．病気や発育・発達に関すること 

２．食事や栄養に関すること 

３．育児の方法がよくわからないこと 

４．子どもとの接し方に自信が持てないこと 

５．子どもとの時間を十分にとれないこと 

６．話し相手や相談相手がいないこと 

７．仕事や自分のやりたいことが十分できないこと 

８．子どもの教育に関すること 

９．友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること 

１０．登園拒否・不登校などに関すること 

１１．子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が少ないこと 

１２．配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと 

１３．自分の子育てについて，親族・近隣の人・職場などの周りの… 

１４．配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいな… 

１５．子どもを叱りすぎているような気がすること 

１６．子育てのストレスがたまって，子どもに手をあげたり，世話を… 

１７．地域の子育て支援サービスの内容や利用・申込み方法がよ… 

１８．その他 

１９．特にない 

無回答 
（ＭＡ） 
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Q４０　不安や悩みを誰に相談したか

１．配偶
者・パート
ナー

２．その他
の家族や
親族

３．友人・
知人

４．近所の
人

５．幼稚
園，保育
所や認定
こども園

６．子育て
サロン

７．児童相
談所

実数(人) 1,684 1,303 1,371 197 313 152 4
比率(％） 77.2 59.7 62.9 9.0 14.4 7.0 0.2

８．市役
所・保健
センター・
地区市民
センター

９．福祉事
務所・保
健所

１０．子ど
も発達セ
ンター

１１．教育
センター

１２．病
院・診療
所

１３．民生
委員・児
童委員

１４．子育
て相談
（電話相
談など）

実数(人) 120 2 81 16 127 2 53
比率(％） 5.5 0.1 3.7 0.7 5.8 0.1 2.4

１５．その
他

１６．相談
できる人
はいな
かった

１７．相談
したいと
は思わな
かった

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 34 43 93 35 5,630 2,181
比率(％） 1.6 2.0 4.3 1.6 258.1 100.0

【子育ての不安や悩みの相談相手は，「配偶者等」が最も多く８割弱，次に「友人等」が６割強となっている。ま
た，相談できる人がいなかった人が２％いる。】

77.2% 

59.7% 

62.9% 

9.0% 

14.4% 

7.0% 

0.2% 

5.5% 

0.1% 

3.7% 

0.7% 

5.8% 

0.1% 

2.4% 

1.6% 

2.0% 

4.3% 

1.6% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

１．配偶者・パートナー 

２．その他の家族や親族 

３．友人・知人 

４．近所の人  

５．幼稚園，保育所や認定こども園 

６．子育てサロン 

７．児童相談所 

８．市役所・保健センター・地区市民センター 

９．福祉事務所・保健所 

１０．子ども発達センター 

１１．教育センター 

１２．病院・診療所 

１３．民生委員・児童委員 

１４．子育て相談（電話相談など） 

１５．その他 

１６．相談できる人はいなかった 

１７．相談したいとは思わなかった 

無回答 
（ＭＡ） 
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Q４１　自分にとって子育てを楽しいと感じるときが多いと思うか

１．楽しい
と感じるこ
との方が
多い

２．楽しい
と感じるこ
とと辛いと
感じること
が同じくら
い

３．辛いと
感じること
の方が多
い

４．その他
５．わから
ない

無回答 回答者数

実数(人) 1,953 595 61 8 36 21 2,674
比率(％） 73.0 22.3 2.3 0.3 1.3 0.8 100.0

【子育てを「楽しい」と感じることが多い割合は７割強，一方で「楽しいと辛い」が同じくらいと感じる割合が２割強
いる。】

73.0% 

22.3% 

2.3% 

0.3% 

1.3% 

0.8% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

１．楽しいと感じることの方が多い 

２．楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい 

３．辛いと感じることの方が多い 

４．その他 

５．わからない 

無回答 
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Q４２　子育てをする中で，どのような支援・対策が有効と感じるか

１．地域に
おける子育
て支援の
充実

２．教育・保
育事業の
充実

３．子育て
支援のネッ
トワークづ
くり

４．地域に
おける子ど
もの活動拠
点の充実

５．妊娠・出
産に対する
支援

６．母親・乳
児の健康
に対する安
心

７．子ども
の教育環
境の充実

８．子育て
しやすい住
居・まちの
環境面で

実数(人) 744 661 188 285 399 252 415 789
比率(％） 38.1 33.8 9.6 14.6 20.4 12.9 21.2 40.4

９．仕事と
家庭生活
の両立

１０．子ども
を対象にし
た犯罪・事
故の軽減

１１．要保
護児童に
対する支援

１２．障が
いのある子
への支援

１３．その
他

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 781 327 16 65 50 76 5,048 1,953
比率(％） 40.0 16.7 0.8 3.3 2.6 3.9 258.5 100.0

【「仕事と家庭生活の両立」支援や「環境面の充実」・「地域における子育て支援の充実」が約４割，「教育・保育
事業の充実」が約３割となっている。】

38.1% 

33.8% 

9.6% 

14.6% 

20.4% 

12.9% 

21.2% 

40.4% 

40.0% 

16.7% 

0.8% 

3.3% 

2.6% 

3.9% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

１．地域における子育て支援の充実 

２．教育・保育事業の充実 

３．子育て支援のネットワークづくり 

４．地域における子どもの活動拠点の充実 

５．妊娠・出産に対する支援 

６．母親・乳児の健康に対する安心 

７．子どもの教育環境の充実７．子どもの教育環境… 

８．子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 

９．仕事と家庭生活の両立 

１０．子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 

１１．要保護児童に対する支援 

１２．障がいのある子への支援 

１３．その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Q４３　自分にとって子育ての辛さを解消するために必要なことは何か

１．地域に
おける子育
て支援の
充実

２．教育・保
育事業の
充実

３．子育て
支援のネッ
トワークづ
くり

４．地域に
おける子ど
もの活動拠
点の充実

５．妊娠・出
産に対する
支援

６．母親・乳
児の健康
に対する安
心

７．子ども
の教育環
境の充実

８．子育て
しやすい住
居・まちの
環境面で

実数(人) 237 175 86 96 56 62 89 194
比率(％） 36.1 26.7 13.1 14.6 8.5 9.5 13.6 29.6

９．仕事と
家庭生活
の両立

１０．子ども
を対象にし
た犯罪・事
故の軽減

１１．要保
護児童に
対する支援

１２．障が
いのある子
への支援

１３．その
他

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 258 51 6 28 67 37 1,442 656
比率(％） 39.3 7.8 0.9 4.3 10.2 5.6 219.8 100.0

【「仕事と家庭生活の両立」支援が約４割，「地域における子育て支援の充実」が３割強となっている。】

36.1% 

26.7% 

13.1% 

14.6% 

8.5% 

9.5% 

13.6% 

29.6% 

39.3% 

7.8% 

0.9% 

4.3% 

10.2% 

5.6% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

１．地域における子育て支援の充実 

２．教育・保育事業の充実 

３．子育て支援のネットワークづくり 

４．地域における子どもの活動拠点の充実 

５．妊娠・出産に対する支援 

６．母親・乳児の健康に対する安心 

７．子どもの教育環境の充実７．子どもの教育環境… 

８．子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 

９．仕事と家庭生活の両立 

１０．子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 

１１．要保護児童に対する支援 

１２．障がいのある子への支援 

１３．その他 

無回答 （ＭＡ） 
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【「行事を通じた地域交流」への期待が５割弱と最も多く，次に「子育て情報の提供」が約３割となっている。】

１．行事を
通じた地域
交流

２．親のた
めの育児
講座や育
児相談

３．健診な
どについて
の市や保
健所との連

４．園庭，
園舎，絵
本，遊具な
どの貸し出

５．子育て
サロンとし
ての場の
提供

６．お年寄
りとの交流

７．１日保
育体験の
実施

８．地域の
子育て
サークルの
まとめ役

実数(人) 1,255 607 796 618 425 264 370 85
比率(％） 46.9 22.7 29.8 23.1 15.9 9.9 13.8 3.2

９．伝統文
化を継承す
る文化講
座や学習
会の開催

１０．子育
ての情報
の提供

１１．日曜
や休日の
開放

１２．その
他

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 233 754 595 73 105 6,180 2,674
比率(％） 8.7 28.2 22.3 2.7 3.9 231.1 100.0

Q４４　地域全体で子育てをしていくにあたって，幼稚園・保育所や認定こども園などには，どのような
　　　　ことを期待しますか

46.9% 

22.7% 

29.8% 

23.1% 

15.9% 

9.9% 

13.8% 

3.2% 

8.7% 

28.2% 

22.3% 

2.7% 

3.9% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

１．行事を通じた地域交流 

２．親のための育児講座や育児相談 

３．健診などについての市や保健所との連携 

４．園庭，園舎，絵本，遊具などの貸し出し 

５．子育てサロンとしての場の提供 

６．お年寄りとの交流 

７．１日保育体験の実施 

８．地域の子育てサークルのまとめ役 

９．伝統文化を継承する文化講座や学習会の開催 

１０．子育ての情報の提供 

１１．日曜や休日の開放 

１２．その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Q４５　家の近くの子どもの遊び場について，日頃感じていることがあるか

１．近くに
遊び場が
ない

２．雤の日
に遊べる場
所がない

３．思い切
り遊ぶため
に十分な広
さがない

４．遊具な
どの種類
が充実して
いない

５．不衛生
である

６．いつも
閑散として
いて寂しい
感じがする

７．遊具な
どの設備
が古くて危
険である

８．緑など
の自然が
少ない

実数(人) 576 1,576 322 727 278 295 113 175
比率(％） 21.5 58.9 12.0 27.2 10.4 11.0 4.2 6.5

９．遊び場
やその周
辺の環境
が悪くて，
安心して遊
べない

１０．遊び
場周辺の
道路が危
険である

１１．遊び
場に行って
も子どもと
同じくらい
の遊び仲
間がいない

１２．その
他

１３．特に
感じること
はない

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 79 431 268 135 265 76 5,316 2,674
比率(％） 3.0 16.1 10.0 5.0 9.9 2.8 198.8 100.0

【「雤の日に遊べる場所がない」と感じる割合が約６割，「遊具などの種類が充実していない」が約３割となっている。】

21.5% 

58.9% 

12.0% 

27.2% 

10.4% 

11.0% 

4.2% 

6.5% 

3.0% 

16.1% 

10.0% 

5.0% 

9.9% 

2.8% 

0 10 20 30 40 50 60 70

１．近くに遊び場がない 

２．雤の日に遊べる場所がない 

３．思い切り遊ぶために十分な広さがない 

４．遊具などの種類が充実していない 

５．不衛生である 

６．いつも閑散としていて寂しい感じがする 

７．遊具などの設備が古くて危険である 

８．緑などの自然が少ない 

９．遊び場やその周辺の環境が悪くて，安心して遊べない 

１０．遊び場周辺の道路が危険である 

１１．遊び場に行っても子どもと同じくらいの遊び仲間がいない 

１２．その他 

１３．特に感じることはない 

無回答 （ＭＡ） 
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Q４６　あなたが，子どもとの外出の際に困ったことは何か

【「トイレやおむつ替え」に困った割合が約３割，次に「食事の場所」が２割強となっている。】

１．歩道や
信号がない
通りが多
く，安全に
心配がある

２．歩道の
段差などが
ベビーカー
や自転車
の通行の
妨げになっ

３．交通機
関や建物
がベビー
カーでの移
動に配慮さ
れていない

４．トイレが
オムツ替え
や親子で
の利用に
配慮されて
いない

５．授乳す
る場所や
必要な設
備がない

６．小さな
子どもとの
食事に配
慮された場
所がない

７．買い物
や用事の
合間の気
分転換に，
子どもを遊
ばせる場

８．緑や広
い歩道が
少ない等，
街並みに
ゆとりとうる
おいがない

実数(人) 506 583 431 790 447 699 607 282
比率(％） 18.9 21.8 16.1 29.5 16.7 26.1 22.7 10.5

９．暗い通
りや見通し
のきかない
ところが多
く，子ども
が犯罪の
被害にあ
わないか心

１０．周囲
の人が子
ども連れを
迷惑そうに
見る

１１．荷物
や子どもに
手をとられ
て困ってい
る時に，手
を貸してく
れる人が
少ない

１２．その
他

１３．特に
困っている
ことはない

無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 385 165 218 110 271 73 5,567 2,674
比率(％） 14.4 6.2 8.2 4.1 10.1 2.7 208.2 100.0

18.9% 

21.8% 

16.1% 

29.5% 

16.7% 

26.1% 

22.7% 

10.5% 

14.4% 

6.2% 

8.2% 

4.1% 

10.1% 

2.7% 

0 5 10 15 20 25 30 35

１．歩道や信号がない通りが多く，安全に心配がある 

２．歩道の段差などがベビーカーや自転車の通行の妨げになっている 

３．交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮されていない 

４．トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されていない 

５．授乳する場所や必要な設備がない 

６．小さな子どもとの食事に配慮された場所がない 

７．買い物や用事の合間の気分転換に，子どもを遊ばせる場所がない 

８．緑や広い歩道が少ない等，街並みにゆとりとうるおいがない 

９．暗い通りや見通しのきかないところが多く，子どもが犯罪の被害に… 

１０．周囲の人が子ども連れを迷惑そうに見る 

１１．荷物や子どもに手をとられて困っている時に，手を貸してくれる人… 

１２．その他 

１３．特に困っていることはない 

無回答 
（ＭＡ） 
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Q４７　「仕事時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度について
（１）希望

【家事の時間を優先させたい希望が６割強となっている。】

１．仕事時
間を優先

２．家事
（育児）の
時間を優
先

３．プライ
ベート（趣
味やレ
ジャーな
ど）の時
間を優先

４．その他 無回答 回答者数

実数(人) 155 1,772 667 61 19 2,674
比率(％） 5.8 66.3 24.9 2.3 0.7 100.0

（２）現実

１．仕事時
間を優先

２．家事
（育児）の
時間を優
先

３．プライ
ベート（趣
味やレ
ジャーな
ど）の時
間を優先

４．その他 無回答 回答者数

実数(人) 886 1,709 34 24 21 2,674
比率(％） 33.1 63.9 1.3 0.9 0.8 100.0

【希望と比較して，仕事時間が優先となっている現実が３割強と高い。また，プライベートの時間の優先の希望
がかなっていない。】

5.8% 

66.3% 

24.9% 

2.3% 

0.7% 

0 10 20 30 40 50 60 70

１．仕事時間を優先 

２．家事（育児）の時間を優先 

３．プライベート（趣味やレジャーなど）の時間を優先 

４．その他 

無回答 

33.1% 

63.9% 

1.3% 

0.9% 

0.8% 

0 10 20 30 40 50 60 70

１．仕事時間を優先 

２．家事（育児）の時間を優先 

３．プライベート（趣味やレジャーなど）の時間を優先 

４．その他 

無回答 
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Q４８　お子さんの妊娠，出産した際の状況について

【病院の設備や対応についての満足度が高く，受動喫煙への不満が１割強ある。】

上段：実数(人)，下段：比率(%)

不満 やや不満 やや満足 満足 無回答
回答者

数
33 150 767 1678 46 2,674

1.2 5.6 28.7 62.8 1.7 100.0
75 275 909 1366 49 2,674

2.8 10.3 34.0 51.1 1.8 100.0
59 346 1214 998 57 2,674

2.2 12.9 45.4 37.3 2.1 100.0
42 252 1259 1011 110 2,674

1.6 9.4 47.1 37.8 4.1 100.0
125 448 1031 1010 60 2,674
4.7 16.8 38.6 37.8 2.2 100.0
219 459 851 758 387 2,674
8.2 17.2 31.8 28.3 14.5 100.0
358 729 788 701 98 2,674

13.4 27.3 29.5 26.2 3.7 100.0
⑦妊娠中の受動喫煙への配慮

⑥職場の理解や対応

③妊娠，出産，育児についての不安への対応

④母親（両親）学級

⑤夫・パートナーの援助などの家庭環境

①病院や産院の設備

②病院や産院のスタッフの対応

1.2% 

2.8% 

2.2% 

1.6% 

4.7% 

8.2% 

13.4% 

5.6% 

10.3% 

12.9% 

9.4% 

16.8% 

17.2% 

27.3% 

28.7% 

34.0% 

45.4% 

47.1% 

38.6% 

31.8% 

29.5% 

62.8% 

51.1% 

37.3% 

37.8% 

37.8% 

28.3% 

26.2% 

1.7% 

1.8% 

2.1% 

4.1% 

2.2% 

14.5% 

3.7% 

0 10 20 30 40 50 60 70

①病院や産院の設備 

②病院や産院のスタッフの対応 

③妊娠，出産，育児についての不安への対応 

④母親（両親）学級 

⑤夫・パートナーの援助などの家庭環境 

⑥職場の理解や対応 

⑦妊娠中の受動喫煙への配慮 

不満 

やや不満 

やや満足 

満足 

無回答 
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Q４９　お子さんの事故防止のために，家庭で気をつけていることがあるか

【生活空間での「危険物への対応」や「チャイルドシートの使用」について，約８割が気をつけている。】

１．乳児の
ときは，う
つぶせ寝を
させないよ
うにしてい
る

２．子ども
が浴室に
ひとりで入
らないよう
工夫してい
る

３．子ども
が階段など
の高いとこ
ろから落ち
ない工夫を
している

４．誤飲する
ことがないよ
うに，子ども
の手が届くと
ころに危険
物や小さい
ものを置か
ないようにし
ている

５．子ども
を自動車に
乗せると
き，チャイ
ルドシート
を使用して
いる

実数(人) 1,668 1,528 1,526 2,122 2,175
比率(％） 62.4 57.1 57.1 79.4 81.3

６．心肺蘇
生法などの
応急手当
の仕方を
知っている

７．その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 626 82 33 9,760 2,674
比率(％） 23.4 3.1 1.2 365.0 100.0

62.4% 

57.1% 

57.1% 

79.4% 

81.3% 

23.4% 

3.1% 

1.2% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

１．乳児のときは，うつぶせ寝をさせないようにしている 

２．子どもが浴室にひとりで入らないよう工夫している 

３．子どもが階段などの高いところから落ちない工夫をしてい

る 

４．誤飲することがないように，子どもの手が届くところに危険

物や小さいものを置かないようにしている 

５．子どもを自動車に乗せるとき，チャイルドシートを使用して

いる 

６．心肺蘇生法などの応急手当の仕方を知っている 

７．その他 

無回答 
（ＭＡ） 
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【乳幼児健診への信頼度は約２割であり，形式的と感じる割合が３割強となっている。】

１．信頼が
おけて安
心できた

２．医師や
保健師の
話がため
になった

３．栄養士
の話がた
めになっ
た

４．心理士
の相談が
ために
なった

５．個別の
相談がし
たかった

６．決まり
だから受
けた

７．形式的
だった

実数(人) 577 350 61 33 68 299 637
比率(％） 21.6 13.1 2.3 1.2 2.5 11.2 23.8

８．知って
いることば
かり教え
られた

９．友だち
ができて
よかった

１０．もっ
とゆっくり
した時間
が欲し
かった

１１．その
他

無回答 回答者数

実数(人) 39 4 121 202 283 2,674
比率(％） 1.5 0.1 4.5 7.6 10.6 100.0

Q５０　乳幼児健診（保健センターや保健所での集団検診，病院・診療所での検診など）を受けた感想

21.6% 

13.1% 

2.3% 

1.2% 

2.5% 

11.2% 

23.8% 

1.5% 

0.1% 

4.5% 

7.6% 

10.6% 

0 5 10 15 20 25 30

１．信頼がおけて安心できた 

２．医師や保健師の話がためになった 

３．栄養士の話がためになった 

４．心理士の相談がためになった 

５．個別の相談がしたかった 

６．決まりだから受けた 

７．形式的だった 

８．知っていることばかり教えられた 

９．友だちができてよかった 

１０．もっとゆっくりした時間が欲しかった 

１１．その他 

無回答 
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Q５１　本市に対して，今後どのような子育て支援の充実を期待していますが。

【イベントや身近な遊び場の充実を求める割合が高い。】

１．親子が安
心して気軽
に集まれる
身近な遊び
の場が欲し
い

２．子連れで
も出かけや
すく楽しめる
場所やイベ
ントの機会を
増やして欲
しい

３．子育てに
困ったときに
相談したり，
情報が得ら
れる場を
作って欲し
い

４．幼稚園を
増やして欲
しい

５．保育所を
増やして欲
しい

６．認定こど
も園を増や
して欲しい

７．専業主婦
など誰でも
気軽に利用
できる教育・
保育事業が
欲しい

８．安心して
子どもが医
療機関にか
かれる体制
を整備して
欲しい

実数(人) 1,415 1,660 663 218 686 446 1,006 901
比率(％） 52.9 62.1 24.8 8.2 25.7 16.7 37.6 33.7

９．多子世帯
の優先入居
や広い部屋
の割り当て
など，住宅
面の配慮が
欲しい

１０．残業時
間の短縮や
休暇の取得
促進など，
企業に対し
て職場環境
の改善を働
きかけて欲
しい

１１．子育て
について学
べる機会を
作って欲し
い

１２．障がい
のある子で
も安心して
子育てでき
る環境を
作って欲し
い

１３．その他 無回答 総回答数 回答者数

実数(人) 135 1,001 478 445 190 28 9,272 2,674
比率(％） 5.0 37.4 17.9 16.6 7.1 1.0 346.7 100.0

52.9% 

62.1% 

24.8% 

8.2% 

25.7% 

16.7% 

37.6% 

33.7% 

5.0% 

37.4% 

17.9% 

16.6% 

7.1% 

1.0% 

0 10 20 30 40 50 60 70

１．親子が安心して気軽に集まれる身近な遊びの場が欲しい 

２．子連れでも出かけやすく楽しめる場所やイベントの機会を増やして欲

しい 

３．子育てに困ったときに相談したり，情報が得られる場を作って欲しい 

４．幼稚園を増やして欲しい 

５．保育所を増やして欲しい 

６．認定こども園を増やして欲しい 

７．専業主婦など誰でも気軽に利用できる教育・保育事業が欲しい 

８．安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備して欲しい 

９．多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど，住宅面の配慮が

欲しい 

１０．残業時間の短縮や休暇の取得促進など，企業に対して職場環境の

改善を働きかけて欲しい 

１１．子育てについて学べる機会を作って欲しい 

１２．障がいのある子でも安心して子育てできる環境を作って欲しい 

１３．その他 

無回答 （ＭＡ） 
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Q５２　本市の子育ての環境や支援への満足度について

【満足と感じる割合が６割強となっている。】

大変満足 満足 やや満足 やや不満 不満 無回答 回答者数
実数(人) 50 276 1,364 869 75 40 2,674
比率(％） 1.9 10.3 51.0 32.5 2.8 1.5 100.0

1.9% 

10.3% 

51.0% 

32.5% 

2.8% 

1.5% 

0 10 20 30 40 50 60

大変満足 

満足 

やや満足 

やや不満 

不満 

無回答 
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