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１ 

１ 調査の概要 

（１）調査目的 

「第２期福山市子ども・子育て支援事業計画」の策定に当たり，子育て家庭の実態と子育て支援ニ

ーズを把握し，計画を検討する基礎資料とするためアンケート調査を実施した。 

（２）調査対象 

【就学前児童】 

福山市在住の就学前の児童を持つ保護者の中から無作為に抽出した6,000人を対象 

【小学校児童】 

福山市在住の小学生の児童を持つ保護者の中から無作為に抽出した3,000人を対象 
 

【配布数及び回収結果】 

児童 配布数（件） 回収数（件） 回収率（％） 

就学前児童 6,000 2,950 49.2 

小学校児童 3,000 1,631 54.3 

計 9,000 4,581 50.9 

（３）調査方法 

郵送による調査票の配布回収及びインターネット調査による回答 

（４）調査期間 

2018年（平成30年）12月12日～同年12月25日 

（５）留意事項 

 

●回答結果は小数点第２桁目を四捨五入している。この関係で，単回答（複数の選択肢からひとつだけ

を選ぶ形式）の合計値がちょうど「100.0」にならない場合がある。 

●複数回答（２つ以上の回答を選ぶ形式）における割合についての単位はパーセントとしている。この

場合，回答は有効標本数全体に対して各々の割合を示すものであり，各選択肢の回答を合計しても

「100.0」とはならない。 

●回答項目名において，括弧つきで例が併記されている項目は，文章を省略している箇所がある。 
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２ 就学前児童保護者調査結果 
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１ 居住の地域について 

問１ 居住の小学校区 (単回答) 

回答項目 件数 ％ 回答項目 件数 ％ 回答項目 件数 ％ 

東 35 1.2 神村 40 1.4 幕山 18 0.6 

西 60 2.0 本郷 14 0.5 久松台 39 1.3 

南 43 1.5 東村 4 0.1 新涯 103 3.5 

霞 35 1.2 今津 42 1.4 山手 39 1.3 

川口 77 2.6 松永 86 2.9 日吉台 35 1.2 

手城 77 2.6 柳津 15 0.5 川口東 35 1.2 

深津 64 2.2 金江 16 0.5 駅家西 36 1.2 

樹徳 57 1.9 藤江 7 0.2 大谷台 14 0.5 

泉 24 0.8 伊勢丘 37 1.3 明王台 17 0.6 

旭 25 0.8 曙 58 2.0 内浦 1 0.03 

光 46 1.6 多治米 74 2.5 内海 1 0.03 

引野 51 1.7 旭丘 17 0.6 常金丸 11 0.4 

蔵王 34 1.2 有磨 13 0.4 網引 24 0.8 

千田 70 2.4 福相 18 0.6 新市 34 1.2 

御幸 92 3.1 山野 2 0.1 戸手 35 1.2 

津之郷 37 1.3 広瀬 0 0.0 能登原 4 0.1 

赤坂 25 0.8 加茂 66 2.2 千年 26 0.9 

瀬戸 62 2.1 宜山 38 1.3 常石 11 0.4 

熊野 12 0.4 駅家 93 3.2 山南 9 0.3 

水呑 86 2.9 服部 8 0.3 神辺 101 3.4 

箕島 15 0.5 桜丘 27 0.9 竹尋 13 0.4 

高島 22 0.7 緑丘 71 2.4 御野 32 1.1 

鞆 10 0.3 長浜 18 0.6 湯田 84 2.8 

大津野 53 1.8 駅家東 32 1.1 中条 9 0.3 

坪生 49 1.7 西深津 30 1.0 道上 51 1.7 

春日 68 2.3 野々浜 27 0.9 無回答 86 2.9 

      合計 2,950 100.0 

 

 

 

 

 

 



５ 

２ 子どもと家族の状況について 

問２ 子どもの年齢 (単回答) 

 

問３ 子どものきょうだい数 (数字記入) 

 「２人」が47.9％で最も高くなっています。次いで「１人」が25.5％，「３人」が18.9％となっていま

す。 

 

17.3%（511件)

15.6%（459件)

16.6%（489件)

13.8%（406件)

17.0%（501件)

16.1%（475件)

3.7%（109件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

０歳～１歳（2017年４月～2018年12月生）

１歳～２歳（2016年４月～2017年３月生）

２歳～３歳（2015年４月～2016年３月生）

３歳～４歳（2014年４月～2015年３月生）

４歳～５歳（2013年４月～2014年３月生）

５歳～６歳（2012年４月～2013年３月生）

無回答

（％）回答者数=2,950件

25.5%（752件)

47.9%（1,413件)

18.9%（559件)

3.6%（105件)

1.2%（35件)

2.9%（86件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

（％）回答者数=2,950件



６ 

問３ 末子の年齢 (数字記入) 

 「１歳」が15.4％で最も高くなっています。次いで「０歳」が13.5％，「２歳」が12.5％となっていま

す。 

 

問４ 調査票の回答者 (単回答) 

 「母親」が92.7％，「父親」が6.6％となっています。 

 

13.5%（397件)

15.4%（453件)

12.5%（369件)

11.5%（339件)

8.4%（249件)

7.9%（234件)

5.2%（153件)

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳以上

（％）回答者数=756件

母親

92.7%（2,735件)

父親

6.6%（196件)

その他

0.2%（6件)
無回答

0.4%（13件)

回答者数=2,950件



７ 

問５ 配偶者の有無 (単回答) 

 「いる」が93.6％，「いない」が5.9％となっています。 

 

＜問５と世帯の収入額（問８）とのクロス集計＞ 

 世帯収入が200万円未満の世帯の半数以上が「配偶者のいない世帯」となっています。 

 

上段：回答者数 下段：％ 

いる

93.6%（2,762件)

いない

5.9%（173件)

無回答

0.5%（15件)

回答者数=2,950件

2,950 2,762 173 15
100.0 93.6 5.9 0.5

132 59 70 3
100.0 44.7 53.0 2.3

642 587 54 1
100.0 91.4 8.4 0.2
1,055 1,031 22 2
100.0 97.7 2.1 0.2

636 624 11 1

100.0 98.1 1.7 0.2
377 368 7 2

100.0 97.6 1.9 0.5

全体 いる いない 無回答区分

合計

２００万円未満

２００～４００万円未満

４００～６００万円未満

６００～８００万円未満

８００万円以上



８ 

問６ 同居の家族 (複数回答) 

 「父母同居」が83.0％で最も高くなっています。次いで「30分以内の行き来できる範囲に祖父母がいる」

が44.6％，「祖父母と同居」が13.5％となっています。 

 

問７ 子育てを主に行っている方 (単回答) 

 「主に母親」が53.7％で最も高くなっています。次いで「父母ともに」が43.3％となっています。 

 

83.0%（2,449件)

5.1%（150件)

0.4%（12件)

13.5%（399件)

44.6%（1,316件)

3.9%（115件)

1.3%（39件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

父母同居

母同居（ひとり親）

父同居（ひとり親）

祖父母と同居

30分以内の行き来できる

範囲に祖父母がいる

その他

無回答

（％）回答者数=2,950件

父母ともに

43.3%（1,276件)

主に母親

53.7%（1,585件)

主に父親

0.5%（15件)

主に祖父母

0.9%（28件)

その他

0.6%（17件) 無回答

1.0%（29件)

回答者数=2,950件



９ 

問８ 世帯全員の合計年収 (単回答) 

 「400～500万円未満」が18.2％で最も高くなっています。次いで「500～600万円未満」が17.5％，「300

～400万円未満」が14.7％となっています。 

 

0.6%（18件)

0.4%（11件)

1.1%（31件)

2.4%（72件)

7.1%（208件)

14.7%（434件)

18.2%（538件)

17.5%（517件)

12.6%（373件)

8.9%（263件)

4.7%（138件)

8.1%（239件)

3.7%（108件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

収入はない（0円）

1～50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800～900万円未満

900万円以上

無回答

（％）回答者数=2,950件



１０ 

３ 希望する子どもの人数について 

問９① 現実的に希望する子どもの人数 (数字記入) 

 「２人」が57.8％で最も高くなっています。次いで「３人」が26.6％，「１人」が9.2％となっています。 

 

問９② 理想の子どもの人数 (数字記入) 

 「３人」が49.0％で最も高くなっています。次いで「２人」が34.9％，「４人」が7.6％となっています。 

 

0.3%（8件)

9.2%（272件)

57.8%（1,706件)

26.6%（784件)

3.2%（94件)

0.8%（25件)

2.1%（61件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

0人

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

（％）回答者数=2,950件

0.2%（6件)

2.2%（66件)

34.9%（1,031件)

49.0%（1,445件)

7.6%（225件)

2.5%（76件)

3.4%（101件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

0人

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

（％）回答者数=2,950件



１１ 

問９で現実的に希望する子どもの人数と理想の人数が異なる方を対象とした設問 

問９-１ 子どもの人数に現実と理想に差がある場合，その理由 (複数回答) 

 「子育てや教育などの経済的な負担が大きくなるため」が80.5％で最も高くなっています。次いで「家

事や子育てなどの時間的な負担が大きくなるため」が50.8％，「体力的に難しいため」が39.0％となって

います。 

 

50.8%（661件)

80.5%（1,047件)

39.0%（507件)

14.5%（188件)

15.4%（201件)

15.8%（205件)

5.5%（72件)

2.5%（32件)

9.0%（117件)

13.9%（181件)

0.3%（4件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

家事や子育てなどの時間的な

負担が大きくなるため

子育てや教育などの経済的な

負担が大きくなるため

体力的に難しいため

住居がせまいため

仕事が忙しいため

育児休業や短時間勤務制度

などが不十分であるため

キャリアアップが遅れそうなため

介護などの家庭の事情があるため

自分は子どもが欲しいが，

配偶者が希望しないため

その他

無回答

（％）回答者数=1,301件



１２ 

４ 福山ネウボラについて 

問１０ 「福山ネウボラ」の認知度 (単回答) 

 「知っている」が61.3％で最も高くなっています。 

 

問１１ ネウボラ相談窓口「あのね」の認知度 (単回答) 

 「知っており利用したことがある」「知っているが利用したことはない」を合わせた「知っている」割

合は70.5％となっています。 

 

知っている

61.3%（1,809件)

聞いたことはある

が，よく知らない

33.4%（985件)

知らない

4.2%（125件)

無回答

1.1%（31件)

回答者数=2,950件

知っており利用

したことがある

13.4%（394件)

知っているが利用

したことはない

57.1%（1,684件)

知らなかった

28.2%（831件)

無回答

1.4%（41件)

回答者数=2,950件



１３ 

＜問１１と調査票の回答者（問４）とのクロス集計＞ 

 父親の約半数が「知らなかった」と回答しており，母親の26.8％と差があります。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

 

＜問１１と子どもの年齢（問２）とのクロス集計＞ 

 子どもの年齢に比例して「利用したことがある」が低く，「知らなかった」が高くなっています。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

 

  

2,950 394 1,684 831 41
100.0 13.4 57.1 28.2 1.4
2,735 375 1,590 732 38
100.0 13.7 58.1 26.8 1.4

196 16 83 94 3
100.0 8.2 42.3 48.0 1.5

合計

母親

父親

全
体

知
っ
て
お
り
利
用
し
た
こ

と
が
あ
る

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い

知
ら
な
か
っ
た

無
回
答

区分

2,950 394 1,684 831 41

100.0 13.4 57.1 28.2 1.4

511 165 288 51 7

100.0 32.3 56.4 10.0 1.4

459 75 275 102 7

100.0 16.3 59.9 22.2 1.5

489 51 303 129 6

100.0 10.4 62.0 26.4 1.2

406 40 232 128 6

100.0 9.9 57.1 31.5 1.5

501 35 266 194 6

100.0 7.0 53.1 38.7 1.2

475 19 267 182 7

100.0 4.0 56.2 38.3 1.5

全
体

知
っ
て
お
り
利
用
し

た
こ
と
が
あ
る

知
っ
て
い
る
が
利
用

し
た
こ
と
は
な
い

知
ら
な
か
っ
た

無
回
答

区分

合計

０歳～１歳

（2017年４月～2018年12月生）

１歳～２歳

（2016年４月～2017年３月生）

２歳～３歳

（2015年４月～2016年３月生）

３歳～４歳
（2014年４月～2015年３月生）

４歳～５歳
（2013年４月～2014年３月生）

５歳～６歳
（2012年４月～2013年３月生）



１４ 

問１１で「１．知っており利用したことがある」に○をつけた方を対象とした設問 

問１１-１ ネウボラ相談窓口「あのね」の満足度 (単回答) 

 「４」が35.8％，「３」が34.0％で高くなっています。次いで「５」が15.7％となっています。 

 

満足度が低い                  満足度が高い 

１     ２     ３     ４     ５ 

 

問１２ ネウボラ相談窓口「あのね」の今後の利用意向 (単回答) 

 「相談したいことができたら利用する」が68.6％で最も高くなっています。 

 

1

4.3%（17件)
2

8.6%（34件)

3

34.0%（134件)

4

35.8%（141件)

5

15.7%（62件)

無回答

1.5%（6件)

回答者数=394件

利用する

4.4%（131件)

相談したいことが

できたら利用する

68.6%（2,023件)

利用しない

11.5%（339件)

無回答

15.5%（457件)

回答者数=2,950件



１５ 

問１３ 福山市子育て支援アプリ「あのね育ナビ」の認知度 (単回答) 

 「知らなかった」が71.7％で最も高くなっています。 

 

 

問１３で「１．知っており利用したことがある」に○をつけた方を対象とした設問 

問１３-１ 「あのね育ナビ」の満足度 (単回答) 

 「３」が46.9％で最も高くなっています。次いで「２」が21.7％，「４」が16.0％となっています。 

 

満足度が低い                  満足度が高い 

１     ２     ３     ４     ５ 

 

  

知っており利用

したことがある

5.9%（175件)

知っているが利用

したことはない

18.2%（537件)

知らなかった

71.7%（2,114件)

無回答

4.2%（124件)

回答者数=2,950件

1

10.9%（19件)

2

21.7%（38件)

3

46.9%（82件)

4

16.0%（28件)

5

3.4%（6件)

無回答

1.1%（2件)

回答者数=175件



１６ 

 

問１４ 子育てするうえで知りたい情報・充実してほしい内容 （自由記述） 

 主に「子連れでいく場所やイベント」に関する情報を求める意見が多く，次いで「保育所や子育て支援」

に関する情報が求められています。 

 

自由意見 意見数 

子連れで行く施設・スポット・公園について （情報，無料，屋内，増設・整備希望，駐車場代） 181 

イベントについて （乳幼児・子供向け，地域，フリマ，講座） 146 

保育所について 

（情報，空き情報，手続き，待機児童数，評判，兄弟人数割の改善，イベント情報，休日保育の充

実） 

98 

子育て支援について 

（まとめ情報，成長の目安，健診，しつけ，相談・カウンセリング窓口，お得情報，交流会，ひとり

親・ワンオペ，双子育児） 

83 

情報発信について 

（広報の改善，発信強化，変更事項，わかりやすく，入りやすく）まとめ情報（公・私立，幼・保・小・

中・高），ＨＰの充実，紙媒体，まとめ冊子，マップ，カレンダー 

66 

医療関係について （診療科情報，評判，休日・夜間診療，子連れ親の受診） 58 

子連れで行く店の情報について 

（外食，個室・座敷，キッズメニュー・スペース，アレルギー対応，親の美容室・医院） 
48 

病気・感染症について （流行情報，講習会，予防，対策，専門の相談先） 46 

制度について （サービス，補助金・手当て，手続き，教育費，健診日程） 42 

幼稚園について （情報，評判，無償化，手続き） 37 

療育関連について （相談，情報，支援，訓練，進学について） 33 

一時預かり・託児所について 

（ファミサポの充実，緊急・予約なしで，夜間，無料，親のメンタル・入院・就活） 
32 

医療費について （軽減してほしい，無料にしてほしい） 28 

学校の情報について 

（制度，費用，エアコン等設備，中学の給食，中・高のレベル，取組，いじめ対応，トラブル） 
26 

予防接種について （一覧表，定期接種，通知してほしい） 25 

子育てと仕事について （復帰・再就職，両立できる職，時短勤務期間延長，相談場所） 22 

離乳食，食育について （月齢・年齢，量・質・バランス，偏食） 21 

習い事教室，スポーツチーム紹介 19 

保育料について （計算方法，高い，減額，無償化） 18 

学童保育について （条件，6年生まで，時間延長，長期休みの預かり，民間） 15 

乳幼児仕様の施設・店舗について （おむつ替え，授乳室，広いトイレ・補助便座，駐車場） 13 

子育て支援センターの情報について 11 

病児保育について （空き情報，保育時間延長，増設） 10 

育児グッズ・遊び・玩具・本について （成長に応じた選択，リサイクル，図書館の本入れ替え） 8 

子育てサークルについて （紹介，イベント） 6 

お金について （貯め方，子育て費用，離婚時） 6 

園庭開放について （保育所，幼稚園） 5 

危機情報について （不審者・犯罪情報） 5 

交通について （道路の安全向上，事故情報，定期券代が高い） 4 

その他 （スマホがない，アプリは不要，自分で情報を集める） 5 

その他 （良いアプリ，充実している） 2 

  



１７ 

５ 幼児教育・保育の無償化について 

問１５ 幼児教育・保育が無償化された場合の教育・保育事業の利用意向 (単回答) 

 「すでに教育・保育事業を利用しており，そのまま利用したい」が67.2％で最も高くなっています。 

 

＜問１５と両親の就労状況（問１８①）とのクロス集計＞ 

 教育・保育が無償化された場合，新たな利用の希望が高くなっています。 

 

上段：回答者数 下段：％ 

すでに教育・保育事業を

利用しているが，

別の教育・保育事業

を利用したい

4.4%（130件)

教育・保育事業を利用し

ていないが，無償化になる

のなら利用したい

22.4%（660件)

すでに教育・保育事業を

利用しており，

そのまま利用したい

67.2%（1,982件)

利用したいとは思わない

3.7%（109件)

無回答

2.3%（69件)

回答者数=2,950件

2,950 130 660 1,982 109 69

100.0 4.4 22.4 67.2 3.7 2.3

898 38 114 707 28 11

100.0 4.2 12.7 78.7 3.1 1.2

890 47 92 704 34 13

100.0 5.3 10.3 79.1 3.8 1.5

936 36 425 421 38 16

100.0 3.8 45.4 45.0 4.1 1.7

5 - 1 4 - -

100.0 - 20.0 80.0 - -

7 - 2 4 1 -

100.0 - 28.6 57.1 14.3 -

合計

２人ともフルタイムで働いている

１人はフルタイム，１人はパートタイム
で働いている

１人はフルタイムまたはパートタイムで
働いていて，１人は働いていない

２人ともパートタイムで働いている

２人とも働いていない

全
体

す
で
に
教
育
・保
育
事
業
を
利

用
し
て
い
る
が
，
別
の
教
育
・

保
育
事
業
を
利
用
し
た
い

教
育
・保
育
事
業
を
利
用
し
て

い
な
い
が
，
無
償
化
に
な
る
の

な
ら
利
用
し
た
い

す
で
に
教
育
・保
育
事
業
を
利

用
し
て
お
り
，
そ
の
ま
ま
利
用

し
た
い

利
用
し
た
い
と
は
思
わ
な
い

無
回
答

区分



１８ 

問１５で「１.すでに教育・保育事業を利用しているが，別の教育・保育事業を利用したい」または「２.

教育・保育事業を利用していないが，無償化になるのなら利用したい」に○をつけた方を対象とした設問 

問１５-１ 教育・保育事業の利用希望 (複数回答) 

 「幼稚園」が55.9％で最も高くなっています。次いで「保育所」が52.5％，「認定こども園（教育部分

の利用）」が51.4％となっています。 

 

＜問１５-１と両親の就労状況（問１８①）とのクロス集計＞ 

 ２人ともフルタイムで働いている世帯では，保育ニーズが比較的高く，それ以外では教育ニーズへの希

望が比較的高くなっています。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

55.9%（442件)

51.4%（406件)

52.5%（415件)

38.6%（305件)

5.8%（46件)

6.7%（53件)

1.3%（10件)

3.7%（29件)

0.6%（5件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

幼稚園

認定こども園（教育部分の利用）

保育所

認定こども園（保育部分の利用）

地域型保育事業（小規模保育事業・事業所内保育事業・

家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業）

就労先に併設された事業所内施設

（院内保育・企業主導型保育事業）

その他

わからない

無回答

（％）回答者数=790件

790 442 406 415 305 46 53 10 29 5

100.0 55.9 51.4 52.5 38.6 5.8 6.7 1.3 3.7 0.6

152 47 73 107 71 8 15 3 7 1

100.0 30.9 48.0 70.4 46.7 5.3 9.9 2.0 4.6 0.7

139 65 70 75 51 8 6 2 6 1

100.0 46.8 50.4 54.0 36.7 5.8 4.3 1.4 4.3 0.7

461 310 249 216 174 30 30 4 15 2

100.0 67.2 54.0 46.9 37.7 6.5 6.5 0.9 3.3 0.4

1 1 - - - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - - - -

2 1 2 2 2 - - - - -

100.0 50.0 100.0 100.0 100.0 - - - - -

わ
か
ら
な
い

無
回
答

合計

２人ともフルタイムで働いている

１人はフルタイム，１人はパートタイム

で働いている

１人はフルタイムまたはパートタイムで

働いていて，１人は働いていない

２人ともパートタイムで働いている

２人とも働いていない

全
体

幼
稚
園

認
定
こ
ど
も
園
（教
育
部
分

の
利
用
）

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園
（保
育
部
分

の
利
用
）

地
域
型
保
育
事
業

就
労
先
に
併
設
さ
れ
た
事

業
所
内
施
設

そ
の
他

区分



１９ 

６ お子さんの身近な預け先・相談先について 

問１６ 日頃，子どもをみてもらえる親族・友人・知人の有無 (複数回答) 

 「緊急時もしくは用事の際には親族にみてもらえる」が61.9％で最も高くなっています。次いで「日常

的に親族にみてもらえる」が27.7％，「いずれもいない」が12.5％となっています。 

 

 

問１６で「１．日常的に親族にみてもらえる」または「２．緊急時もしくは用事の際には親族にみてもら

える」に○をつけた方を対象とした設問 

問１６-１ 親族に子どもをみてもらっている状況 (複数回答) 

 「親族の負担を心配することなく，安心して子どもをみてもらえる」が53.3％で最も高くなっています。

次いで「親族の負担が大きく心配である」が38.2％，「子どもにとってよい環境であるが，親の立場とし

ては不安がある」が12.5％となっています。 

 

  

27.7%（816件)

61.9%（1,825件)

0.8%（23件)

6.7%（197件)

12.5%（370件)

1.3%（38件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

日常的に親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には親族にみてもらえる

日常的に友人・知人にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には友人・知人にみてもらえる

いずれもいない

無回答

（％）
回答者数=2,950件

53.3%（1,323件)

38.2%（947件)

12.5%（310件)

5.4%（133件)

0.8%（20件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

親族の負担を心配することなく，

安心して子どもをみてもらえる

親族の負担が大きく心配である

子どもにとってよい環境であるが，

親の立場としては不安がある

その他

無回答

（％）回答者数=2,481件



２０ 

問１６で「３．日常的に友人・知人にみてもらえる」または「４．緊急時もしくは用事の際には友人・知

人にみてもらえる」に○をつけた方を対象とした設問 

問１６-２ 友人・知人に子どもをみてもらっている状況 (複数回答) 

 「友人・知人の負担を心配することなく，安心して子どもをみてもらえる」が49.3％で最も高くなって

います。次いで「友人・知人の負担が大きく心配である」が28.1％，「子どもにとってよい環境であるが，

親の立場としては不安がある」が15.2％となっています。 

 

問１７ 子育てをするうえで，気軽に相談できる人，相談できる場所の有無 (単回答) 

 「いる／ある」が88.3％，「いない／ない」が4.6％となっています。 

 

49.3%（107件)

28.1%（61件)

15.2%（33件)

7.8%（17件)

6.9%（15件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

友人・知人の負担を心配することなく，

安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の負担が大きく心配である

子どもにとってよい環境であるが，

親の立場としては不安がある

その他

無回答

（％）回答者数=217件

いる／ある

88.3%（2,604件)

いない／ない

4.6%（136件)

無回答

7.1%（210件)

回答者数=2,950件



２１ 

問１７で「１．いる／ある」に○をつけた方を対象とした設問 

問１７-１ 子育てに関して，気軽に相談できる先について (複数回答) 

 「親族」が89.9％で最も高くなっています。次いで「友人や知人」が77.9％，「保育士」が40.6％とな

っています。 

 

＜問１７-１と両親の就労状況（問１８①）とのクロス集計＞ 

 ２人とも働いている世帯では「保育士」の割合が高く，１人が働いていない世帯では「幼稚園教諭」の

割合が高くなっています。 

 

上段：回答者数 下段：％ 

89.9%（2,342件)

77.9%（2,029件)

12.8%（334件)

1.1%（28件)

2.8%（72件)

40.6%（1,058件)

3.5%（92件)

14.1%（368件)

0.4%（11件)

7.1%（186件)

15.7%（408件)

5.6%（146件)

1.7%（43件)

0.1%（3件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

親族

友人や知人

近所の人

子育て支援ボランティア（キラキラサポーター）

保健師

保育士

ネウボラ相談窓口「あのね」

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

子育て支援施設（地域子育て支援センター）

かかりつけの医師

児童発達支援

その他

無回答

（％）

回答者数=2,604件

2,604 2,342 2,029 334 28 72 1,058 92 368 11 186 408 146 43 3

100.0 89.9 77.9 12.8 1.1 2.8 40.6 3.5 14.1 0.4 7.1 15.7 5.6 1.7 0.1

798 724 601 69 - 14 418 28 47 1 42 138 20 15 2

100.0 90.7 75.3 8.6 - 1.8 52.4 3.5 5.9 0.1 5.3 17.3 2.5 1.9 0.3

796 711 655 110 5 18 424 13 118 2 27 112 47 13 -

100.0 89.3 82.3 13.8 0.6 2.3 53.3 1.6 14.8 0.3 3.4 14.1 5.9 1.6 -

835 751 646 124 20 36 142 49 185 7 112 129 65 11 1

100.0 89.9 77.4 14.9 2.4 4.3 17.0 5.9 22.2 0.8 13.4 15.4 7.8 1.3 0.1

4 4 4 1 - - 1 - - - - 1 - 1 -

100.0 100.0 100.0 25.0 - - 25.0 - - - - 25.0 - 25.0 -

6 6 6 1 - 1 2 - 1 - - 2 1 - -

100.0 100.0 100.0 16.7 - 16.7 33.3 - 16.7 - - 33.3 16.7 - -

無
回
答

合計

２人ともフルタイムで働いている

１人はフルタイム，１人はパートタイム
で働いている

１人はフルタイムまたはパートタイムで
働いていて，１人は働いていない

２人ともパートタイムで働いている

２人とも働いていない

幼
稚
園
教
諭

民
生
委
員
・児
童
委
員

子
育
て
支
援
施
設

（地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
）

か
か
り
つ
け
の
医
師

児
童
発
達
支
援

そ
の
他

全
体

親
族

友
人
や
知
人

近
所
の
人

子
育
て
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

（キ
ラ
キ
ラ
サ
ポ
ー
タ
ー
）

保
健
師

保
育
士

ネ
ウ
ボ
ラ
相
談
窓
口
「あ
の
ね
」

区分



２２ 

７ 保護者の就労状況について 

問１８① 現在の就労状況 (単回答) 

 「１人はフルタイムまたはパートタイムで働いていて，１人は働いていない」が31.7％で最も高くなっ

ています。次いで「２人ともフルタイムで働いている」が30.4％，「１人はフルタイム，１人はパートタ

イムで働いている」が30.2％となっています。 

 

問１８② １年以内に希望する就労状況 (単回答) 

 「１人はフルタイム，１人はパートタイムで働いている」が39.4％で最も高くなっています。次いで「２

人ともフルタイムで働いている」が29.7％，「１人はフルタイムまたはパートタイムで働いていて，１人

は働いていない」が16.2％となっています。 

 

２人ともフルタイムで

働いている

30.4%（898件)

１人はフルタイム，

１人はパートタイムで

働いている

30.2%（890件)

１人はフルタイムまたは

パートタイムで働いていて，

１人は働いていない

31.7%（936件)

２人ともパートタイムで

働いている

0.2%（5件)

２人とも働いていない

0.2%（7件)

無回答

7.3%（214件)

回答者数=2,950件

２人ともフルタイムで

働いている

29.7%（875件)

１人はフルタイム，

１人はパートタイムで働

いている

39.4%（1,163件)

１人はフルタイムまたは

パートタイムで働いていて，

１人は働いていない

16.2%（477件)

２人ともパートタイムで

働いている

0.1%（4件)

２人とも働いていない

0.1%（1件)

無回答

14.5%（430件)

回答者数=2,950件



２３ 

問１８①で「１」〜「４」の働いているのいずれかに〇をつけた方を対象とした設問 

問１８-１① 母親の１日平均就労時間 (数字記入) 

 「６～８時間未満」が24.3％で最も高くなっています。次いで「８～10時間未満」が21.7％となってい

ます。 

 

 

問１８①で「１」〜「４」の働いているのいずれかに〇をつけた方を対象とした設問 

問１８-１① 母親の就労日数 (数字記入) 

 「５日」が43.8％で最も高くなっています。 

 

5.9%（162件)

16.2%（441件)

24.3%（662件)

21.7%（591件)

2.8%（77件)

29.2%（796件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

４時間未満

４～６時間未満

６～８時間未満

８～10時間未満

10時間以上

無回答

（％）回答者数=2,729件

3.6%（97件)

1.4%（37件)

3.9%（107件)

8.6%（235件)

43.8%（1,194件)

6.9%（187件)

0.2%（5件)

31.8%（867件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

（％）回答者数=2,729件



２４ 

問１８①で「１」〜「４」の働いているのいずれかに〇をつけた方を対象とした設問 

問１８-１① 母親の就労場所 (単回答) 

 「市内」が62.1％，「市外」が6.8％となっています。 

 

 

問１８①で「１」〜「４」の働いているのいずれかに〇をつけた方を対象とした設問 

問１８-１② 父親の１日平均就労時間 (数字記入) 

 「８～10時間未満」が53.5％で最も高くなっています。次いで「10時間以上」が36.8％となっています。 

 

市内

62.1%（1,694件)市外

6.8%（186件)

無回答

31.1%（849件)

回答者数=2,729件

0.1%（3件)

0.1%（3件)

4.1%（113件)

53.5%（1,460件)

36.8%（1,004件)

5.3%（146件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

４時間未満

４～６時間未満

６～８時間未満

８～10時間未満

10時間以上

無回答

（％）回答者数=2,729件



２５ 

問１８①で「１」〜「４」の働いているのいずれかに〇をつけた方を対象とした設問 

問１８-１② 父親の就労日数 (数字記入) 

 「５日」が59.0％で最も高くなっています。次いで「６日」が31.2％となっています。 

 

 

問１８①で「１」〜「４」の働いているのいずれかに〇をつけた方を対象とした設問 

問１８-１② 父親の就労場所 (単回答) 

 「市内」が75.3％，「市外」が20.6％となっています。 

 

0.1%（3件)

0.1%（3件)

0.5%（15件)

0.7%（18件)

59.0%（1,610件)

31.2%（851件)

1.2%（31件)

7.3%（198件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

（％）回答者数=2,729件

市内

75.3%（2,054件)

市外

20.6%（561件)

無回答

4.2%（114件)

回答者数=2,729件



２６ 

８ 平日の定期的な教育・保育事業などの利用状況について 

問１９① 現在の平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 (複数回答) 

 「保育所，認定こども園（保育部分），小規模保育事業」が44.9％で最も高くなっています。次いで「教

育・保育事業などを利用していない，利用希望はない」が20.0％，「幼稚園」が18.3％となっています。 

 

18.3%（539件)

5.0%（147件)

9.5%（279件)

44.9%（1,325件)

0.0%（0件)

1.8%（54件)

0.0%（0件)

0.4%（11件)

0.3%（10件)

4.4%（130件)

20.0%（591件)

4.5%（132件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認定こども園（教育部分）

保育所，認定こども園（保

育部分），小規模保育事業

家庭的保育事業

事業所内保育事業

居宅訪問型保育事業

ファミリー・サポート・センター

その他の認可外の保育施設

児童発達支援

教育・保育事業などを利用していない，

利用希望はない

無回答

（％）回答者数=2,950件



２７ 

問１９② １年以内の平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 (複数回答) 

 「保育所，認定こども園（保育部分），小規模保育事業」が46.8％で最も高くなっています。次いで「幼

稚園」が20.0％，「認定こども園（教育部分）」が10.4％となっています。 

 

 

区分 
現在の平均利用状況 希望する平均利用状況 

日数/週 開始時刻 終了時刻 日数/週 開始時刻 終了時刻 

幼稚園 5.0日 8時42分 14時35分 5.1日 8時41分 14時48分 

幼稚園の預かり保育 3.2日 11時38分 16時38分 4.1日 11時57分 16時26分 

認定こども園（教育部分） 5.2日 8時24分 16時23分 5.2日 8時22分 16時22分 

保育所，認定こども園（保育部

分），小規模保育事業 
5.4日 8時12分 17時04分 5.4日 8時12分 17時02分 

家庭的保育事業 - - - 2.0日 8時30分 17時00分 

事業所内保育事業 4.8日 8時24分 17時06分 4.6日 8時22分 17時23分 

居宅訪問型保育事業 - - - - - - 

ファミリー・サポート・センター 2.3日 10時31分 12時41分 1.8日 11時20分 15時17分 

その他の認可外の保育施設 3.8日 9時07分 16時04分 4.0日 9時12分 16時18分 

児童発達支援 2.3日 9時44分 13時50分 2.5日 10時17分 14時02分 

  

20.0%（590件)

6.5%（192件)

10.4%（306件)

46.8%（1,381件)

0.1%（4件)

1.6%（47件)

0.0%（1件)

0.6%（17件)

0.2%（5件)

4.1%（122件)

8.7%（258件)

14.5%（429件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認定こども園（教育部分）

保育所，認定こども園（保

育部分），小規模保育事業

家庭的保育事業

事業所内保育事業

居宅訪問型保育事業

ファミリー・サポート・センター

その他の認可外の保育施設

児童発達支援

教育・保育事業などを利用していない，

利用希望はない

無回答

（％）回答者数=2,950件



２８ 

 

＜問１９①現在の利用と両親の就労状況（問１８①）とのクロス集計＞ 

 1人が働いていない世帯において，教育保育を利用していない世帯が44.2％となっています。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

 

＜問１９②希望する利用と両親の就労状況（問１８①）とのクロス集計＞ 

 1人が働いていない世帯において，教育の利用希望が高くなっています。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

2,950 539 147 279 1,325 - 54 - 11 10 130 591 132

100.0 18.3 5.0 9.5 44.9 - 1.8 - 0.4 0.3 4.4 20.0 4.5

898 70 31 92 587 - 32 - 2 2 19 94 30

100.0 7.8 3.5 10.2 65.4 - 3.6 - 0.2 0.2 2.1 10.5 3.3

890 168 64 100 513 - 19 - - 3 40 64 22

100.0 18.9 7.2 11.2 57.6 - 2.1 - - 0.3 4.5 7.2 2.5

936 272 42 60 120 - 3 - 8 3 60 414 35

100.0 29.1 4.5 6.4 12.8 - 0.3 - 0.9 0.3 6.4 44.2 3.7

5 - - - 4 - - - - 1 - - -

100.0 - - - 80.0 - - - - 20.0 - - -

7 2 1 1 2 - - - - - - 2 -

100.0 28.6 14.3 14.3 28.6 - - - - - - 28.6 -

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン

タ
ー

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設

児
童
発
達
支
援

教
育
・保
育
事
業
な
ど
を
利
用
し

て
い
な
い
，
利
用
希
望
は
な
い

無
回
答

合計

２人ともフルタイムで働いている

１人はフルタイム，１人はパートタイム
で働いている

１人はフルタイムまたはパートタイムで

働いていて，１人は働いていない

全
体

幼
稚
園
（通
常
の
就
園
時
間
）

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（通
常
の

利
用
に
加
え
，
時
間
を
延
長
し
て

預
か
っ
て
も
ら
う
事
業
）

認
定
こ
ど
も
園
（教
育
部
分
）

保
育
所
，
認
定
こ
ど
も
園
（保
育

部
分
），
小
規
模
保
育
事
業

家
庭
的
保
育
事
業
（保
育
士
な
ど

が
そ
の
自
宅
な
ど
で
子
ど
も
を

預
か
る
事
業
「保
育
マ
マ
」な
ど
）

事
業
所
内
保
育
事
業
（病
院
や
企

業
が
，
主
に
従
業
員
の
た
め
に
子

ど
も
を
預
か
る
事
業
）

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
（保
育
者

が
自
宅
を
訪
問
し
て
子
ど
も
を

み
て
く
れ
る
事
業
）

区分

２人ともパートタイムで働いている

２人とも働いていない

2,950 590 192 306 1,381 4 47 1 17 5 122 258 429

100.0 20.0 6.5 10.4 46.8 0.1 1.6 0.0 0.6 0.2 4.1 8.7 14.5

898 69 44 84 579 1 22 - 6 1 16 34 131

100.0 7.7 4.9 9.4 64.5 0.1 2.4 - 0.7 0.1 1.8 3.8 14.6

890 156 71 94 474 1 11 - 1 2 33 42 121

100.0 17.5 8.0 10.6 53.3 0.1 1.2 - 0.1 0.2 3.7 4.7 13.6

936 344 72 108 247 2 12 1 8 1 62 170 83

100.0 36.8 7.7 11.5 26.4 0.2 1.3 0.1 0.9 0.1 6.6 18.2 8.9

5 1 - - 2 - - - - - - - 2

100.0 20.0 - - 40.0 - - - - - - - 40.0

7 2 1 1 3 - - - - - 1 1 -

100.0 28.6 14.3 14.3 42.9 - - - - - 14.3 14.3 -

教
育
・保
育
事
業
な
ど
を
利
用
し

て
い
な
い
，
利
用
希
望
は
な
い

無
回
答

合計

２人ともフルタイムで働いている

１人はフルタイム，１人はパートタイム
で働いている

１人はフルタイムまたはパートタイムで

働いていて，１人は働いていない

２人ともパートタイムで働いている

２人とも働いていない

家
庭
的
保
育
事
業
（保
育
士
な
ど

が
そ
の
自
宅
な
ど
で
子
ど
も
を

預
か
る
事
業
「保
育
マ
マ
」な
ど
）

事
業
所
内
保
育
事
業
（病
院
や
企

業
が
，
主
に
従
業
員
の
た
め
に
子

ど
も
を
預
か
る
事
業
）

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
（保
育
者

が
自
宅
を
訪
問
し
て
子
ど
も
を

み
て
く
れ
る
事
業
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン

タ
ー

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設

児
童
発
達
支
援

全
体

幼
稚
園
（通
常
の
就
園
時
間
）

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（通
常
の

利
用
に
加
え
，
時
間
を
延
長
し
て

預
か
っ
て
も
ら
う
事
業
）

認
定
こ
ど
も
園
（教
育
部
分
）

保
育
所
，
認
定
こ
ど
も
園
（保
育

部
分
），
小
規
模
保
育
事
業

区分



２９ 

問１９①で「１」〜「10」の教育・保育事業を利用しているに○をつけた方を対象とした設問 

問１９-１ 平日に定期的に教育・保育事業などを利用している理由 (複数回答) 

 「子育てをしている方が現在就労している」が73.4％で最も高くなっています。次いで「子どもの教育

や発達のため」が57.2％となっています。 

 

 

問１９①で「１」〜「10」の教育・保育事業を利用しているに○をつけた方を対象とした設問 

問１９-２① 現在利用している，教育・保育事業などの実施場所 (単回答) 

 「福山市内」が84.3％，「他の市町村」が0.8％となっています。 

 

  

57.2%（1,280件)

73.4%（1,643件)

4.5%（100件)

1.0%（23件)

1.3%（28件)

0.4%（9件)

4.2%（93件)

1.2%（26件)

1.3%（29件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方が就労の予定がある／求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを介護している

子育てをしている方が病気や障がいがある

子育てをしている方が学生である

子育てをしている方が出産後間もない／妊娠中である

その他

無回答

（％）回答者数=2,239件

福山市内

84.3%（2,227件)

他の市町村

0.8%（20件)

無回答

15.0%（396件)

回答者数=2,643件



３０ 

問１９②で「１」〜「10」の教育・保育事業を利用したいに○をつけた方を対象とした設問 

問１９-２② １年以内の利用希望の教育・保育事業などの実施場所 (単回答) 

 「福山市内」が85.0％，「他の市町村」が1.4％となっています。 

 

  

福山市内

85.0%（2,246件)

他の市町村

1.4%（37件)

無回答

13.6%（360件)

回答者数=2,643件



３１ 

問１９①で「11．教育・保育事業などを利用していない」に○をつけた方を対象とした設問 

問１９-３ 平日に，定期的な教育・保育などを利用していない理由 (複数回答) 

 「子育ては家庭でできているなどの理由で，利用する必要がないため」が50.1％，「子どもがまだ小さ

いため」が49.2％で高くなっています。 

 

  

50.1%（296件)

11.2%（66件)

0.2%（1件)

11.3%（67件)

9.1%（54件)

0.2%（1件)

3.0%（18件)

49.2%（291件)

12.4%（73件)

4.1%（24件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

子育ては家庭でできているなどの

理由で，利用する必要がないため

親族がみているため

近所の人や友人・知人がみているため

利用したいが，事業に空きがないため

利用したいが，経済的な理由で

事業を利用できないため

利用したいが，延長・夜間など

の時間帯の条件が合わないため

利用したいが，質や場所など，

子どもに合った事業がないため

子どもがまだ小さいため

その他

無回答

（％）回答者数=591件



３２ 

問１９②で幼稚園（「１」，「２」）と保育事業（「４」〜「９」）も併せて利用を希望している方を対

象とした設問 

問１９-４ 幼稚園（幼稚園の預かり保育を含む）の利用希望 (単回答) 

 「はい」が65.8％，「いいえ」が22.8％となっています。 

 

はい

65.8%（52件)

いいえ

22.8%（18件)

無回答

11.4%（9件)

回答者数=79件



３３ 

問２０ 平日の教育・保育事業などを選ぶ際に，重視する点 (複数回答) 

 「自宅の近く」が82.0％で最も高くなっています。次いで「スタッフの対応や施設の印象がよい」が

59.6％，「施設・設備が清潔で整っている」が42.5％となっています。 

 

82.0%（2,418件)

39.8%（1,174件)

24.9%（734件)

0.3%（9件)

39.7%（1,170件)

21.6%（636件)

10.3%（304件)

42.5%（1,253件)

11.3%（333件)

33.1%（975件)

59.6%（1,758件)

22.9%（677件)

27.8%（820件)

40.1%（1,184件)

3.3%（97件)

2.4%（71件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

自宅の近く

子どもが将来通う小学校区内にある

職場の近く

駅の近く

兄弟姉妹が通っている

夜間や休日，延長保育に対応している

乳児保育を実施している

施設・設備が清潔で整っている

送迎サービスを行っている

地域の評判がよい

スタッフの対応や施設の印象がよい

行事が充実している

さまざまな教育プログラムを提供している

教育方針（自然とふれあう，しつけを重視，英才教育な…

その他

無回答

（％）回答者数=2,950件



３４ 

９ 地域の子育て支援事業の利用状況について 

問２１ 地域子育て支援拠点事業などの利用状況 (複数回答) 

 「利用していない」が72.2％で最も高くなっています。次いで「地域子育て支援拠点事業」が16.0％，

「知らなかった」が8.2％となっています。 

 

＜問２１と両親の就労状況（問１８①）とのクロス集計＞ 

 両親の就労状況にかかわらず，「知らなかった」はおおむね８％前後と低くなっています。 

 1人が働いていない世帯において，約３分の１が利用しています。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

  

16.0%（472件)

2.7%（81件)

72.2%（2,131件)

8.2%（243件)

3.2%（94件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

地域子育て支援拠点事業

その他類似の事業

利用していない

知らなかった

無回答

（％）回答者数=2,950件

2,950 472 81 2,131 243 94

100.0 16.0 2.7 72.2 8.2 3.2

898 84 16 731 65 17

100.0 9.4 1.8 81.4 7.2 1.9

890 57 8 745 72 19

100.0 6.4 0.9 83.7 8.1 2.1

936 321 54 508 73 24

100.0 34.3 5.8 54.3 7.8 2.6

5 - - 5 - -

100.0 - - 100.0 - -

7 1 - 5 1 -

100.0 14.3 - 71.4 14.3 -

合計

２人ともフルタイムで働いている

１人はフルタイム，１人はパートタイム

で働いている

１人はフルタイムまたはパートタイムで
働いていて，１人は働いていない

２人ともパートタイムで働いている

２人とも働いていない

全
体

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

そ
の
他
類
似
の
事
業

利
用
し
て
い
な
い

知
ら
な
か
っ
た

無
回
答

区分



３５ 

利用していないが，

今後利用したい

20.4%（602件)

すでに利用しているが，

今後利用日数を増やしたい

9.8%（289件)

新たに利用したり，

利用日数を増やしたいとは

思わない

61.0%（1,799件)

無回答

8.8%（260件)

回答者数=2,950件

問２２ 地域子育て支援拠点事業などの利用希望 (単回答) 

 「利用していないが今後利用したい」，「すでに利用しているが利用日数を増やしたい」が，合わせて

30.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
平均利用回数 

週当たり 月当たり 

地域子育て支援拠点事業 2.2日 2.1日 

その他類似の事業 1.5日 1.9日 
 

区分 
平均利用希望 

週当たり 月当たり 

新規 1.6日 1.9日 

増やしたい日数 1.8日 3.0日 
 

 

＜問２２と両親の就労状況（問１８①）とのクロス集計＞ 

 両親の就労状況にかかわらず，利用希望が２割程度あります。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

2,950 602 289 1,799 260

100.0 20.4 9.8 61.0 8.8

898 190 47 594 67

100.0 21.2 5.2 66.1 7.5

890 154 37 617 82

100.0 17.3 4.2 69.3 9.2

936 218 200 459 59

100.0 23.3 21.4 49.0 6.3

5 1 - 4 -

100.0 20.0 - 80.0 -

7 1 1 5 -

100.0 14.3 14.3 71.4 -

合計

２人ともフルタイムで働いている

１人はフルタイム，１人はパートタイム

で働いている

１人はフルタイムまたはパートタイムで

働いていて，１人は働いていない

２人ともパートタイムで働いている

２人とも働いていない

全
体

利
用
し
て
い
な
い
が
，
今
後

利
用
し
た
い

す
で
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

区分



３６ 

１０ 土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業などの利用希望について 

問２３（１）土曜日の定期的な教育・保育事業などの利用希望 （単回答) 

 「利用を希望しない」が42.3％で最も高くなっています。次いで「ほぼ毎週利用したい」が30.7％とな

っています。 

 

問２３（２）日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業などの利用希望 （単回答) 

 「利用を希望しない」が79.3％で最も高くなっています。 

  

利用を希望しない

42.3%（1,247件)

ほぼ毎週利用したい

30.7%（905件)

月に１～２回

は利用したい

24.9%（734件)

無回答

2.2%（64件)

回答者数=2,950件

利用を希望しない

79.3%（2,338件)

ほぼ毎週利用したい

2.3%（67件)

月に１～２回

は利用したい

15.4%（453件)

無回答

3.1%（92件)

回答者数=2,950件

区分 平均希望開始時刻 平均希望終了時刻 

（１）土曜日 8時 25分 15時 57分 

（２）日曜日・祝日 8時 25分 16時 55分 

 



３７ 

問２３の（１）もしくは（２）で「３．月に１〜２回は利用したい」に○をつけた方を対象とした設問 

問２３-１ 毎週ではなく，たまに利用したい理由 (複数回答) 

 「月に数回仕事があるため」が59.6％で最も高くなっています。次いで「平日にできない用事をするた

め」が44.5％，「息抜きのため」が33.0％となっています。 

 

 

現在，「幼稚園」を利用されている方を対象とした設問 

問２４ 夏休み・冬休みなど長期休暇中の教育・保育事業の利用希望 (単回答) 

 「休みの期間中，週に数日利用したい」が36.3％で最も高くなっています。次いで「休みの期間中，ほ

ぼ毎日利用したい」が32.7％となっています。 

 

区分 平均希望時刻 

開始 8時39分 

終了 15時32分 

 

59.6%（589件)

44.5%（440件)

3.0%（30件)

33.0%（326件)

9.7%（96件)

3.2%（32件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

月に数回仕事があるため

平日にできない用事をするため

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

（％）回答者数=989件

利用を希望しない

27.1%（152件)

休みの期間中，

ほぼ毎日利用したい

32.7%（183件)

休みの期間中，

週に数日利用したい

36.3%（203件)

無回答

3.9%（22件)

回答者数=560件



３８ 

問２４で「３．休みの期間中，週に数日利用したい」に○をつけた方を対象とした設問 

問２４-１ 毎日ではなく，たまに利用したい理由 (複数回答) 

 「用事をするため」が58.1％で最も高くなっています。次いで「息抜きのため」が44.3％，「週に数回

仕事があるため」が35.5％となっています。 

 

35.5%（72件)

58.1%（118件)

3.0%（6件)

44.3%（90件)

16.7%（34件)

3.9%（8件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

週に数回仕事があるため

用事をするため

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

（％）回答者数=203件



３９ 

１１ 子どもの病気の際の対応について 

 

平日定期的に教育・保育事業などを利用していると答えた方を対象とした設問 

問２５ 子どもが病気やケガで教育・保育事業などが利用できなかった場合の対処方法 (複数回答) 

 「父親または母親が休んだ」が71.0％で最も高くなっています。次いで「就労していない家族や，親族・

友人・知人などに子どもをみてもらえた」が43.5％，「この１年間で，病気やケガはなかった」が6.5％と

なっています。 

 

 

区分 年間平均日数 

父親または母親が休んだ 9.1日 

病児・病後児保育を利用した 4.3日 

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 2.6日 

就労していない家族や，親族・友人・知人 

などに子どもをみてもらえた 
7.9日 

その他 11.5日 

 

71.0%（1,590件)

4.4%（98件)

1.5%（33件)

43.5%（974件)

4.2%（94件)

6.5%（145件)

5.9%（132件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

父親または母親が休んだ

病児・病後児保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

就労していない家族や，親族・友人

・知人などに子どもをみてもらえた

その他

この１年間で，病気やケガはなかった

無回答

（％）回答者数=2,239件



４０ 

問２５で「１．父親または母親が休んだ」を選択した方を対象とした設問 

問２５-１ 病児・病後児のための保育施設の利用希望 (単回答) 

 「利用したいとは思わない」が70.1％，「できれば病児・病後児保育施設を利用したい」が27.5％とな

っています。 

 

 

年間平均利用希望日数 

7.7日 

 

できれば病児・病後児

保育施設を利用したい

27.5%（438件)

利用したいとは思わない

70.1%（1,115件)

無回答

2.3%（37件)

回答者数=1,590件



４１ 

１２ 不定期の一時預かりなどの利用について 

問２６ 私用，親の通院，不定期の仕事などの理由で，不定期に利用している事業 （複数回答) 

 「利用していない」が86.4％で最も高くなっています。次いで「一時預かり」が9.1％となっています。 

 

 

年間平均利用日数 

22.8日 

問２７ 私用，親の通院，不定期の仕事などの理由における事業の利用希望日数 (単回答) 

 「利用したい」が27.5％となっています。 

 

年間平均利用日数 

19.4日 

 

9.1%（268件)

0.8%（23件)

0.1%（4件)

0.3%（9件)

0.3%（10件)

86.4%（2,549件)

3.6%（107件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

一時預かり

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

（％）回答者数=2,950件

利用したい

27.5%（810件)

利用する必要はない

62.2%（1,835件)

無回答

10.3%（305件)

回答者数=2,950件



４２ 

問２８ 子どもを「泊まり」で家族以外に預ける必要があった場合の対処方法 (複数回答) 

 「泊まりでみてもらうことはなかった」が74.1％で最も高くなっています。次いで「日頃からみてもら

える親族・友人・知人がいる」が12.3％，「親族・友人・知人に無理を言ってみてもらった」が10.7％と

なっています。 

 

 

区分 年間平均利用日数 

親族・友人・知人に無理を言ってみてもらった 

ショートステイを利用した 

仕方なく子どもを同行させた 

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

6.3日 

 

10.7%（317件)

0.0%（0件)

2.7%（81件)

0.2%（6件)

0.1%（3件)

12.3%（362件)

74.1%（2,186件)

3.3%（97件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

親族・友人・知人に無理を言ってみてもらった

ショートステイを利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

ショートステイ以外の保育事業を利用した

日頃からみてもらえる親族・友人・知人がいる

泊まりでみてもらうことはなかった

無回答

（％）回答者数=2,950件



４３ 

１３ 小学校就学後の放課後の過ごさせ方について 

問２９ 放課後の時間を過ごさせたい場所 (複数回答) 

 「放課後児童クラブ（学童保育）」が53.5％で最も高くなっています。次いで「自宅」が51.9％，「習い

事（音楽教室，スポーツクラブ，学習塾など）」が41.7％となっています。 

 

場所 週当たり希望平均日数 

自宅 3.6日 

祖父母宅や友人・知人宅 2.7日 

習い事 1.8日 

地域にある公共施設 1.6日 

放課後子ども教室 2.7日 

放課後児童クラブ（学童保育） 4.4日 

ファミリー・サポート・センター 2.7日 

放課後等デイサービス 2.9日 

民間企業などの保育サービス 4.2日 

その他（公園などでの外遊び） 2.8日 

 

  

51.9%（1,531件)

23.2%（685件)

41.7%（1,229件)

5.1%（149件)

18.7%（551件)

53.5%（1,579件)

0.4%（11件)

4.2%（124件)

0.9%（28件)

15.4%（455件)

2.4%（70件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

地域にある公共施設

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

放課後等デイサービス

民間企業などの保育サービス

その他（公園などでの外遊び）

無回答

（％）回答者数=2,950件



４４ 

＜問２９と両親の就労状況（問１８①）とのクロス集計＞ 

 両親とも働いている世帯では，どちらかが働いていない世帯と比較して「習い事」への希望が低くなっ

ています。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

 

問２９で「６．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方を対象とした設問 

問２９-１（１）放課後児童クラブの平日の利用希望 (単回答) 

 「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が49.5％で最も高くなっています。次いで「高学年（４～

６年生）になっても利用したい」が43.0％となっています。 

 

区分 希望時刻 

平均終了時間 17時 15分 

 

 

2,950 1,531 685 1,229 149 551 1,579 11 124 28 455 70

100.0 51.9 23.2 41.7 5.1 18.7 53.5 0.4 4.2 0.9 15.4 2.4

898 293 235 296 36 178 663 4 23 21 65 16

100.0 32.6 26.2 33.0 4.0 19.8 73.8 0.4 2.6 2.3 7.2 1.8

890 454 198 328 30 154 518 - 50 2 115 20

100.0 51.0 22.2 36.9 3.4 17.3 58.2 - 5.6 0.2 12.9 2.2

936 680 213 532 70 185 267 5 44 2 251 28

100.0 72.6 22.8 56.8 7.5 19.8 28.5 0.5 4.7 0.2 26.8 3.0

5 2 1 2 - - 3 - - - 1 -

100.0 40.0 20.0 40.0 - - 60.0 - - - 20.0 -

7 4 2 5 - 1 3 - - - 2 -

100.0 57.1 28.6 71.4 - 14.3 42.9 - - - 28.6 -

全
体

自
宅

祖
父
母
宅
や
友
人
・知
人
宅

習
い
事
（音
楽
教
室
，
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
，
学
習
塾
な

ど
）

地
域
に
あ
る
公
共
施
設
（公

民
館
，
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
・館
，
図
書
館
な
ど
）

区分

無
回
答

合計

２人ともフルタイムで働いている

１人はフルタイム，１人はパートタイム

で働いている

１人はフルタイムまたはパートタイムで

働いていて，１人は働いていない

２人ともパートタイムで働いている

２人とも働いていない

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

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

民
間
企
業
な
ど
の
保
育

サ
ー
ビ
ス

そ
の
他
（公
園
な
ど
で
の
外

遊
び
）

低学年（１～３年生）の間は

利用したい

49.5%（781件)高学年（４～６年生）になっても

利用したい

43.0%（679件)

利用希望はない

1.3%（21件)

無回答

6.2%（98件)

回答者数=1,579件



４５ 

問２９で「６．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方を対象とした設問 

問２９-１（２）放課後児童クラブの土曜日の利用希望 (単回答) 

 「利用希望はない」が44.6％で最も高くなっています。次いで「低学年（１～３年生）の間は利用した

い」が27.2％となっています。 

  

 

 

 

問２９で「６．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方を対象とした設問 

問２９-１（３）放課後児童クラブの日曜日・祝日の利用希望 (単回答) 

 「利用希望はない」が84.7％で最も高くなっています。 

  

 

低学年（１～３年生）の間は

利用したい

27.2%（430件)

高学年（４～６年生）になっても

利用したい

22.3%（352件)

利用希望はない

44.6%（705件)

無回答

5.8%（92件)

回答者数=1,579件

低学年（１～３年生）の間は

利用したい

4.9%（77件)

高学年（４～６年生）になっても

利用したい

5.9%（93件)

利用希望はない

84.7%（1,338件)

無回答

4.5%（71件)

回答者数=1,579件

区分 希望時刻 

平均開始時間 8時 25分 

平均終了時間 16時 59分 

 

区分 希望時刻 

平均開始時間 8時 14分 

平均終了時間 17時 47分 

 



４６ 

問３０ 夏休み・冬休みなど長期休暇中の放課後児童クラブの利用希望 (単回答) 

 「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が30.9％で最も高くなっています。次いで「高学年（４～

６年生）になっても利用したい」が29.4％となっています。 

  

低学年（１～３年生）の間は

利用したい

30.9%（911件)

高学年（４～６年生）になっても

利用したい

29.4%（866件)

利用希望はない

22.7%（670件)

無回答

17.1%（503件)

回答者数=2,950件

区分 希望時刻 

平均開始時間 8時 23分 

平均終了時間 17時 17分 

 



４７ 

１４ 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

問３１① 母親の育児休業の取得状況 (単回答) 

 「取得した（取得中である）」が42.5％で最も高くなっています。次いで「働いていなかった」が42.2％

となっています。 

 

働いていなかった

42.2%（1,245件)

取得した（取得中である）

42.5%（1,255件)

取得していない

13.8%（406件)

無回答

1.5%（44件)

回答者数=2,950件



４８ 

問３１①で取得していないと回答した方を対象とした設問 

問３１① 母親が育児休業を取得していない理由 (複数回答) 

 「子育てや家事に専念するため退職した」が35.0％で最も高くなっています。次いで「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）」が17.2％，「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があっ

た」が15.0％となっています。 

 

15.0%（61件)

8.6%（35件)

3.2%（13件)

9.6%（39件)

1.5%（6件)

7.9%（32件)

4.4%（18件)

0.2%（1件)

4.7%（19件)

35.0%（142件)

17.2%（70件)

5.2%（21件)

1.0%（4件)

3.4%（14件)

17.0%（69件)

16.5%（67件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

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，仕事に早く復帰したかった

育児休業後，仕事に戻るのが難しそうだった

キャリアアップが遅れそうだった

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，親族にみてもらえるなど，

制度を利用する必要がなかった

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

産休を取得できることを知らず，退職した

その他

無回答

（％）回答者数=406件



４９ 

問３１② 父親の育児休業の取得状況 (単回答) 

 「取得していない」が89.5％で最も高くなっています。 

 

働いていなかった

0.8%（24件)

取得した（取得中である）

3.1%（90件)

取得していない

89.5%（2,639件)

無回答

6.7%（197件)

回答者数=2,950件



５０ 

問３１②で取得していないと回答した方を対象とした設問 

問３１② 父親が育児休業を取得していない理由 (複数回答) 

 「仕事が忙しかった」が31.5％で最も高くなっています。次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気

があった」が29.7％，「配偶者が育児休業制度を利用した」が24.3％となっています。 

 

29.7%（785件)

31.5%（832件)

0.9%（24件)

2.4%（64件)

6.2%（163件)

22.7%（600件)

4.7%（123件)

24.3%（641件)

22.2%（586件)

1.9%（49件)

8.0%（212件)

0.5%（12件)

1.8%（48件)

3.4%（91件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

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，仕事に早く復帰したかった

育児休業後，仕事に戻るのが難しそうだった

キャリアアップが遅れそうだった

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，親族にみてもらえるなど，

制度を利用する必要がなかった

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

産休を取得できることを知らず，退職した

（％）回答者数=554件



５１ 

問３１①で「２．取得した（取得中である）」と回答した方を対象とした設問 

問３１-１① 育児休業取得後，母親の職場への復帰状況 (単回答) 

 「育児休業取得後，職場に復帰した」が74.3％で最も高くなっています。 

 

 

問３１②で「２．取得した（取得中である）」と回答した方を対象とした設問 

問３１-１② 育児休業取得後，父親の職場への復帰状況 (単回答) 

 「育児休業取得後，職場に復帰した」が85.6％で最も高くなっています。 

 

育児休業取得後，

職場に復帰した

74.3%（932件)

現在も育児休業中である

16.3%（205件)

育児休業中に退職した

（退職する予定）

6.4%（80件)

無回答

3.0%（38件)

回答者数=1,255件

育児休業取得後，

職場に復帰した

85.6%（77件)

現在も育児休業中である

4.4%（4件)

育児休業中に退職した

（退職する予定）

2.2%（2件)

無回答

7.8%（7件)

回答者数=90件



５２ 

問３１-１①で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方を対象とした設問 

問３１-２① 母親の育児休業から職場への復帰の保育所入所時期 (単回答) 

 「それ以外だった」が72.2％，「年度初めの入所に合わせた」が23.6％となっています。 

 

 

問３１-１②で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方を対象とした設問 

問３１-２② 父親の育児休業から職場への復帰の保育所入所時期 (単回答) 

 「それ以外だった」が77.9％，「年度初めの入所に合わせた」が7.8％となっています。 

 

問３１-１で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方を対象とした設問 

問３１-３ 育児休業からの「実際」の復帰期間・「希望」の復帰期間 （数字記入） 
 

区分 実際の平均年齢 希望する平均年齢 

母親 １歳 ３か月 １歳 ３か月 

父親 ０歳 ５か月 １歳 １か月 

年度初めの入所に合わせた

23.6%（220件)

それ以外だった

72.2%（673件)

無回答

4.2%（39件)

回答者数=932件

年度初めの入所に合わせた

7.8%（6件)

それ以外だった

77.9%（60件)

無回答

14.3%（11件)

回答者数=77件



５３ 

 

問３１-１で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方を対象とした設問 

問３１-４ ３歳まで育児休業を取得できる制度があった場合の希望期間 （数字記入） 

 

区分 平均希望年齢 

母親 ２歳 ２か月 

父親 １歳 ３か月 

 

問３１-３で実際の復帰と希望の復帰が異なる方にうかがいます。 

問３１-５（１）① 母親が希望より早く復帰した理由 (複数回答) 

 「経済的な理由で早く復帰する必要があった」「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」が41.7％

で高くなっています。 

 

問３１-３で実際の復帰と希望の復帰が異なる方にうかがいます。 

問３１-５（１）② 父親が希望より早く復帰した理由 (複数回答) 

 「経済的な理由で早く復帰する必要があった」が28.6％で最も高くなっています。次いで「人事異動や

業務の節目の時期に合わせるため」が23.8％となっています。 

 

 

16.7%（2件)

8.3%（1件)

41.7%（5件)

41.7%（5件)

33.3%（4件)

0.0%（0件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

無回答

（％）回答者数=12件

9.5%（2件)

4.8%（1件)

28.6%（6件)

23.8%（5件)

23.8%（5件)

28.6%（6件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

無回答

（％）回答者数=21件



５４ 

問３１-３で実際の復帰と希望の復帰が異なる方にうかがいます。 

問３１-５（２）① 母親が希望より遅く復帰した理由 (複数回答) 

 回答者はありませんでした。 

 

問３１-３で実際の復帰と希望の復帰が異なる方にうかがいます。 

問３１-５（２）② 父親が希望より遅く復帰した理由  (複数回答) 

 回答者はありませんでした。 

 

問３１-１①で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方を対象とした設問 

問３１-６① 母親の育児休業からの職場復帰時の短時間勤務制度の利用状況 (単回答) 

 「利用した」が38.3％で最も高くなっています。次いで「利用する必要がなかった（フルタイムで働き

たかった，またはもともと短時間勤務だった）」が24.8％，「利用したかったが，利用しなかった（利用で

きなかった）」が18.6％となっています。 

 

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった，

またはもともと短時間勤務だった）

24.8%（231件)

利用した

38.3%（357件)

利用したかったが，

利用しなかった

（利用できなかった）

18.6%（173件)

制度がない

13.0%（121件)

無回答

5.4%（50件)

回答者数=932件



５５ 

問３１-１②で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方を対象とした設問 

問３１-６② 父親の育児休業からの職場復帰時の短時間勤務制度の利用状況 (単回答) 

 「利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった，またはもともと短時間勤務だった）」が41.6％

で最も高くなっています。次いで「制度がない」が24.7％，「利用したかったが，利用しなかった（利用

できなかった）」が11.7％となっています。 

  

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった，

またはもともと短時間勤務だった）

41.6%（32件)

利用した

1.3%（1件)

利用したかったが，

利用しなかった

（利用できなかった）

11.7%（9件)

制度がない

24.7%（19件)

無回答

20.8%（16件)

回答者数=77件



５６ 

問３１-６①で「３．利用したかったが，利用しなかった(利用できなかった)」と回答した方を対象とした設問 

問３１-７① 母親が短時間勤務制度を利用しなかった理由 (複数回答) 

 「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が62.4％で最も高くなっています。次いで「短

時間勤務にすると給与が減額される」が46.8％，「仕事が忙しかった」が41.6％となっています。 

 

  

62.4%（108件)

41.6%（72件)

46.8%（81件)

6.9%（12件)

0.0%（0件)

5.8%（10件)

0.6%（1件)

7.5%（13件)

12.1%（21件)

9.8%（17件)

1.7%（3件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

職場に短時間勤務制度を

取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の

入所審査の優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や

短時間勤務制度を利用した

配偶者や親族など，子どもを

みてくれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

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）

短時間勤務制度を利用できることを

知らなかった

その他

無回答

（％）回答者数=173件



５７ 

問３１-６②で「３．利用したかったが，利用しなかった(利用できなかった)」と回答した方を対象とした設問 

問３１-７② 父親が短時間勤務制度を利用しなかった理由 (複数回答) 

 「仕事が忙しかった」が77.8％で最も高くなっています。次いで「職場に短時間勤務制度を取りにくい

雰囲気があった」が55.6％，「短時間勤務にすると給与が減額される」が33.3％となっています。 

 

 

問３１-１①②で「２．現在も育児休業中である」と回答した方を対象とした設問 

問３１-８ 認可保育所入所が必ずできる場合の育児休業の希望する取得期間 (数字記入) 

 

区分 平均希望年齢 

母親 １歳 ８か月 

父親 ２歳 ０か月 

 

55.6%（5件)

77.8%（7件)

33.3%（3件)

0.0%（0件)

0.0%（0件)

11.1%（1件)

0.0%（0件)

0.0%（0件)

11.1%（1件)

0.0%（0件)

0.0%（0件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

職場に短時間勤務制度を

取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の

入所審査の優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や

短時間勤務制度を利用した

配偶者や親族など，子どもを

みてくれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

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）

短時間勤務制度を利用できることを

知らなかった

その他

無回答

（％）回答者数=9件



５８ 

問３１-９ 育児休業給付・保険料免除の認知度 (単回答) 

 「育児休業給付金，保険料免除のいずれも知っていた」が19.6％で最も高くなっています。次いで「育

児休業給付金のみ知っていた」が11.7％，「育児休業給付金，保険料免除のいずれも知らなかった」が

10.3％となっています。 

 

育児休業給付金，

保険料免除のいずれも

知っていた

19.6%（578件)

育児休業給付金

のみ知っていた

11.7%（345件)

保険料免除のみ知っていた

1.0%（29件)

育児休業給付金，

保険料免除のいずれも

知らなかった

10.3%（303件)

無回答

57.5%（1,695件)

回答者数=2,950件



５９ 

１５ 子育て全般について 

問３２ 地域における子育ての環境や支援への満足度 (単回答) 

 「３」が44.1％で最も高くなっています。次いで「２」が21.4％，「４」が17.6％となっています。 

 

満足度が低い                  満足度が高い 

１     ２     ３     ４     ５ 

 

問３３ 子育てが地域で支えられていると感じること (単回答) 

 「あまり感じない」が45.2％で最も高くなっています。次いで「まあまあ感じる」が40.7％，「まった

く感じない」が8.5％となっています。 

 

1

10.2%（302件)

2

21.4%（630件)

3

44.1%（1,300件)

4

17.6%（519件)

5

4.0%（118件)

無回答

2.7%（81件)

回答者数=2,950件

とても感じる

3.5%（103件)

まあまあ感じる

40.7%（1,202件)

あまり感じない

45.2%（1,334件)

まったく感じない

8.5%（252件)

無回答

2.0%（59件)

回答者数=2,950件



６０ 

問３３で「１．とても感じる」または「２．まあまあ感じる」と回答した方を対象とした設問 

問３３-１ 支えになっていると感じること (複数回答) 

 「出会ったときに気軽に声をかけるなど，積極的に子どもにかかわってくれる」が61.8％で最も高くな

っています。次いで「子どもが危険な目にあわないよう見守りや保護をしてくれる」が42.9％，「地域に

子育てへの理解がある」が23.2％となっています。 

 

61.8%（806件)

23.2%（303件)

9.7%（127件)

21.7%（283件)

15.6%（203件)

42.9%（560件)

4.9%（64件)

2.6%（34件)

4.8%（63件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

出会ったときに気軽に声をかけるなど，

積極的に子どもにかかわってくれる

地域に子育てへの理解がある

子どもがよくないことをしているのを

見かけたときは，しかってくれる

子どもを対象とした遊びや活動などの

機会に積極的にかかわってくれる

子育てなどで困ったことがあった

場合には相談にのってくれる

子どもが危険な目にあわないよう

見守りや保護をしてくれる

緊急の用事などの時に一時的に

子どもをみてくれる

その他

無回答

（％）回答者数=1,305件



６１ 

問３４ 地域に期待する子育て支援 (複数回答) 

 「子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをする人がいること」が53.6％で最も高くなっていま

す。次いで「子どもと一緒に遊ぶ人や場があること」が31.9％，「子どもと大人が一緒に参加できる地域

の行事やお祭りなどがあること」が24.2％となっています。 

 

16.5%（486件)

53.6%（1,582件)

31.9%（940件)

13.5%（399件)

16.1%（474件)

24.2%（715件)

19.2%（567件)

21.9%（646件)

9.1%（267件)

8.4%（247件)

6.3%（186件)

1.3%（39件)

7.8%（231件)

7.9%（232件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

子育てに関する悩みについて気軽に

相談できる人や場があること

子どもの防犯のための声かけや

登下校の見守りをする人がいること

子どもと一緒に遊ぶ人や場があること

子育てに関する情報を提供する人や

場があること

子育てをする親同士で話ができる

仲間づくりの場があること

子どもと大人が一緒に参加できる

地域の行事やお祭りなどがあること

不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに

子どもを預かる人や場があること

子どもにスポーツや勉強を

教える人や場があること

地域の伝統文化を子どもに

伝える人や場があること

子育て家庭の家事を支援

する人や場があること

子どもに自分の職業体験や人生

経験を伝える人や場があること

その他

特にない

無回答

（％）回答者数=2,950件



６２ 

問３５ 子どもの地域との関わり (複数回答) 

 「近所の人と会ったときにあいさつをする」が70.6％で最も高くなっています。次いで「地域のお祭り

やイベントに行く」が51.6％，「近所に遊び友だちがいる」が31.4％となっています。 

 

問３６ 子育てをする中で，有効な支援・対策と感じること (複数回答) 

 「保育サービスの充実」が48.3％で最も高くなっています。次いで「仕事と家庭生活の両立支援」が

45.7％，「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」が43.7％となっています。 

 

70.6%（2,083件)

51.6%（1,523件)

31.4%（925件)

6.5%（191件)

3.0%（89件)

8.0%（236件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

近所の人と会ったときにあいさつをする

地域のお祭りやイベントに行く

近所に遊び友だちがいる

日頃から面倒をみてくれる家がある

その他

無回答

（％）回答者数=2,950件

39.8%（1,173件)

48.3%（1,426件)

19.2%（566件)

23.9%（704件)

26.6%（784件)

10.8%（318件)

36.8%（1,085件)

43.7%（1,289件)

45.7%（1,348件)

41.8%（1,232件)

7.5%（221件)

2.0%（59件)

5.6%（166件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

地域における子育て支援の充実

保育サービスの充実

子育て支援のネットワークづくり

地域における子どもの活動拠点の充実

妊娠・出産に対する支援

家族・子どもの健康に対する相談窓口の充実

子どもの教育環境の充実

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

仕事と家庭生活の両立支援

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

要保護児童に対する支援

その他

無回答

（％）回答者数=2,950件



６３ 

問３７ 子育てに関して不安や負担などを感じたこと (単回答) 

 「なんとなく不安や負担を感じる」が46.1％で最も高くなっています。次いで「あまり不安や負担を感

じない」が36.4％，「非常に不安や負担を感じる」が9.6％となっています。 

 

非常に不安や

負担を感じる

9.6%（282件)

なんとなく不安や

負担を感じる

46.1%（1,361件)

あまり不安や負担を

感じない

36.4%（1,075件)

全く感じない

4.5%（132件)

無回答

3.4%（100件)

回答者数=2,950件



６４ 

問３８ 子育てに関してもっとも悩んでいることや気になること (単回答) 

 「子育てや教育にお金がかかりすぎること」が17.5％で最も高くなっています。次いで「病気や発育・

発達に関すること」が13.7％，「子どもとの時間を十分にとれないこと」が11.7％となっています。 

 

13.7%（211件)

4.9%（76件)

1.8%（27件)

3.8%（59件)

11.7%（181件)

0.4%（6件)

4.7%（72件)

3.8%（58件)

3.2%（50件)

0.3%（4件)

2.5%（39件)

1.2%（18件)

0.6%（10件)

2.3%（36件)

7.7%（118件)

0.7%（11件)

0.8%（12件)

6.7%（103件)

17.5%（270件)

4.7%（73件)

2.3%（35件)

4.7%（73件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子育ての方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが

十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめなどを

含む）に関すること

子どもが通所（園）をいやがること

子育てに関して配偶者などの

協力が少ないこと

配偶者などと子育てに関しての

意見が合わないこと

自分の子育てについて，親族・近隣の人・

職場などまわりの見る目が気になること

配偶者以外に子育てを手伝

ってくれる人がいないこと

子どもをしかりすぎている

ような気がすること

子育てのストレスがたまって，子どもに手

を上げたり，世話をしなかったりすること

地域の子育て支援サービスの利用

・申込方法がよくわからないこと

子どもの医療費について負担を感じること

子育てや教育にお金がかかりすぎること

子どもの安全・安心に関すること

その他

特にない

（％）回答者数=2,950件



６５ 

問３８ 子育てに関して日常悩んでいること，または気になること (複数回答) 

 「子育てや教育にお金がかかりすぎること」が30.3％で最も高くなっています。次いで「病気や発育・

発達に関すること」が27.9％，「子どもをしかりすぎているような気がすること」が26.4％となっていま

す。 

 

  

27.9%（823件)

22.3%（658件)

6.4%（189件)

12.5%（368件)

23.4%（690件)

4.4%（129件)

24.0%（708件)

24.2%（713件)

15.4%（454件)

2.2%（66件)

9.1%（268件)

5.6%（164件)

5.0%（148件)

7.4%（217件)

26.4%（778件)

4.4%（130件)

5.4%（160件)

21.9%（646件)

30.3%（893件)

25.3%（747件)

2.3%（69件)

5.5%（162件)

6.4%（190件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子育ての方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが

十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめなどを

含む）に関すること

子どもが通所（園）をいやがること

子育てに関して配偶者などの

協力が少ないこと

配偶者などと子育てに関しての

意見が合わないこと

自分の子育てについて，親族・近隣の人・

職場などまわりの見る目が気になること

配偶者以外に子育てを手伝

ってくれる人がいないこと

子どもをしかりすぎている

ような気がすること

子育てのストレスがたまって，子どもに手

を上げたり，世話をしなかったりすること

地域の子育て支援サービスの利用

・申込方法がよくわからないこと

子どもの医療費について負担を感じること

子育てや教育にお金がかかりすぎること

子どもの安全・安心に関すること

その他

特にない

無回答

（％）回答者数=2,950件



６６ 

問３９ 自由意見 

医療費や保育所，その他子育てに関する様々な意見が寄せられています。 

 

自由意見 意見数 

医療費について 

（子どもの医療費の軽減・無償化，期間延長に対する意見・要望など） 
219 

保育所について 

（保育所への入所しやすさ，一時保育の充実，保育士の待遇，施設のメンテナンスなどに対する

意見・要望など） 

195 

公園・遊び場について 

（雨の日の遊び場，近場への公園の整備などに対する意見・要望など） 
143 

保育料について 

（保育料が高いこと，保育料の無償化賛成・反対，所得制反対などに対する意見・要望など） 
123 

支援制度 

（年収判断，時短勤務時間，育休期間，期間延長に対する意見・要望など） 
96 

学校について 

（エアコン・トイレ・校舎の整備，教育費に関する意見・要望など） 
86 

学童保育について 

（時間延長，対象学年に関する意見・要望など） 
83 

情報提供について 

（広報・ホームページ等の情報のわかりやすさ，制度やサービスの周知に関する意見・要望など） 
69 

障がい福祉・療育について 

（障がい児の幼稚園や保育園，学校に関すること，健診などに関する意見・要望など） 
69 

一時預かりについて 

（預けられない，休日に預けられる体制，託児所の充実などに関する意見・要望など） 
62 

仕事と子育ての両立について 

（職場環境の改善，平日イベントへの参加，父親の育児参加などに関する意見・要望など） 
46 

交通環境について 

（通学路の安全の確保，交通の便などに関する意見・要望など） 
42 

医療・健診について 

（予防接種の補助や通知，救急医療に関すること，子連れや妊婦健診に関する意見・要望など） 
37 

子連れで行く施設について 

（話し相手の有無，無料で使用できる施設，施設の狭さなどに関する意見・要望など） 
36 

イベントについて 

（各種行事における親の負担，子ども会への参加に関する意見・要望など） 
34 

相談について 

（相談の場，支援体制，相談したい内容などに関する意見・要望など） 
32 

アンケートについて 

（アンケート内容に関する意見・要望など） 
32 

病児・病後児保育について 

（預けられない，少ないなど病児・病後児保育の充実に関する意見・要望など） 
30 

駐車場について 

（公園，遊び場，保育所の駐車場に関する意見・要望など） 
29 

幼稚園 

（幼稚園の増加や夏休みの預かりなど幼稚園の充実に関する意見・要望など） 
28 

経済的不安について 

（子どもの教育費や家計についての悩み） 
28 

認定こども園について 

（定員数の増加希望などに関する意見・要望など） 
23 

出産者への支援について 

（ひとり親や高齢出産者に向けた支援の充実への意見・要望など） 
23 



６７ 

自由意見 意見数 

放課後児童クラブについて 

（放課後児童クラブの充実への意見・要望について） 
23 

子育てを学べる場について 

（子育て知識の向上，講習会の充実への意見・要望について） 
12 

地域の子育て環境 

（地域の子育て環境の充実への意見・要望） 
12 

ネウボラについて 

（わかりにくい，伝わりにくい，覚えにくいなどネウボラの理解への意見・要望など） 
9 

その他 

（市政への感謝，移住者への支援，自営業・専業主婦への支援など） 
31 

 

  



６８ 

 

 



６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 小学校児童保護者調査結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



７０ 

１ 居住の地域について 

問１ 居住の小学校区 (単回答) 

回答項目 件数 ％ 回答項目 件数 ％ 回答項目 件数 ％ 

東 24 1.5 神村 20 1.2 幕山 19 1.2 

西 25 1.5 本郷 10 0.6 久松台 25 1.5 

南 21 1.3 東村 4 0.2 新涯 43 2.6 

霞 13 0.8 今津 22 1.3 山手 19 1.2 

川口 34 2.1 松永 28 1.7 日吉台 21 1.3 

手城 38 2.3 柳津 9 0.6 川口東 17 1.0 

深津 25 1.5 金江 10 0.6 駅家西 18 1.1 

樹徳 36 2.2 藤江 10 0.6 大谷台 7 0.4 

泉 14 0.9 伊勢丘 44 2.7 明王台 11 0.7 

旭 13 0.8 曙 21 1.3 内浦 0 0.0 

光 24 1.5 多治米 29 1.8 内海 1 0.1 

引野 20 1.2 旭丘 17 1.0 常金丸 15 0.9 

蔵王 26 1.6 有磨 7 0.4 網引 16 1.0 

千田 34 2.1 福相 13 0.8 新市 20 1.2 

御幸 65 4.0 山野 0 0.0 戸手 17 1.0 

津之郷 13 0.8 広瀬 0 0.0 能登原 3 0.2 

赤坂 14 0.9 加茂 38 2.3 千年 15 0.9 

瀬戸 27 1.7 宜山 22 1.3 常石 6 0.4 

熊野 9 0.6 駅家 52 3.2 山南 8 0.5 

水呑 52 3.2 服部 1 0.1 神辺 44 2.7 

箕島 9 0.6 桜丘 15 0.9 竹尋 8 0.5 

高島 10 0.6 緑丘 46 2.8 御野 21 1.3 

鞆 6 0.4 長浜 9 0.6 湯田 47 2.9 

大津野 26 1.6 駅家東 22 1.3 中条 5 0.3 

坪生 38 2.3 西深津 20 1.2 道上 34 2.1 

春日 40 2.5 野々浜 13 0.8 無回答 53 3.2 

      合計 1,631 100.0 

 

 



７１ 

２ 子どもと家族の状況について 

問２ 子どもの学年 (単回答) 

 

問３ 子どものきょうだい数 (数字記入) 

 「２人」が47.9％で最も高くなっています。次いで「３人」が28.8％，「１人」が10.3％となっていま

す。 

 

14.8%（242件)

16.2%（265件)

13.5%（220件)

15.3%（249件)

13.9%（227件)

12.8%（209件)

13.4%（219件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

（％）回答者数=1,631件

10.3%（169件)

47.9%（782件)

28.8%（469件)

5.5%（90件)

1.4%（22件)

6.1%（99件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

（％）回答者数=1,631件



７２ 

問３ 末子の年齢 (数字記入) 

 「７歳」が12.4％で最も高くなっています。次いで「９歳」が10.2％，「８歳」が10.1％となっていま

す。 

 

問４ 調査票の回答者 (単回答) 

 「母親」が88.1％，「父親」が8.3％となっています。 

 

2.0%（32件)

2.1%（35件)

2.9%（48件)

3.7%（60件)

5.7%（93件)

6.2%（101件)

7.5%（123件)

12.4%（202件)

10.1%（164件)

10.2%（166件)

7.8%（127件)

5.3%（86件)

3.7%（60件)

20.5%（334件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

7歳

8歳

9歳

10歳

11歳

12歳以上

無回答

（％）回答者数=1,631件

母親

88.1%（1,437件)

父親

8.3%（136件)

その他

0.7%（12件)

無回答

2.8%（46件)

回答者数=1,631件



７３ 

問５ 配偶者の有無 (単回答) 

 「いる」が88.2％，「いない」が8.8％となっています。 

 

 

＜問５と世帯の収入別（問８）とのクロス集計＞ 

 世帯の年収が200万円未満の世帯の約３分の２が配偶者のいない世帯となっています。 

 

上段：回答者数 下段：％ 

いる

88.2%（1,438件)

いない

8.8%（144件)

無回答

3.0%（49件)

回答者数=1,631件

1,631 1,438 144 49

100.0 88.2 8.8 3.0

94 33 60 1

100.0 35.1 63.8 1.1
316 265 51 -

100.0 83.9 16.1 -

573 548 24 1

100.0 95.6 4.2 0.2
313 307 5 1

100.0 98.1 1.6 0.3

229 227 1 1

100.0 99.1 0.4 0.4

合計

２００万円未満

２００～４００万円未満

４００～６００万円未満

６００～８００万円未満

８００万円以上

全
体

い
る

い
な
い

無
回
答区分



７４ 

問６ 同居の家族 (複数回答) 

 「父母同居」が78.6％で最も高くなっています。次いで「30分以内の行き来できる範囲に祖父母がいる」

が43.9％，「祖父母と同居」が18.3％となっています。 

 

問７ 子育てを主に行っている方 (単回答) 

 「父母ともに」が47.9％，「主に母親」が45.9％で高くなっています。 

 

78.6%（1,282件)

7.0%（114件)

1.0%（16件)

18.3%（299件)

43.9%（716件)

4.7%（77件)

3.2%（52件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

父母同居

母同居（ひとり親）

父同居（ひとり親）

祖父母と同居

30分以内の行き来できる範囲に祖父母がいる

その他

無回答

（％）回答者数=1,631件

父母ともに

47.9%（781件)

主に母親

45.9%（749件)

主に父親

0.9%（14件)

主に祖父母

1.4%（23件)

その他

0.4%（7件) 無回答

3.5%（57件)

回答者数=1,631件



７５ 

問８ 世帯全員の合計年収 (単回答) 

 「400～500万円未満」が17.7％で最も高くなっています。次いで「500～600万円未満」が17.4％，「300

～400万円未満」が11.8％となっています。 

 

0.5%（8件)

0.5%（8件)

0.9%（14件)

3.9%（64件)

7.5%（123件)

11.8%（193件)

17.7%（289件)

17.4%（284件)

11.6%（189件)

7.6%（124件)

5.5%（89件)

8.6%（140件)

6.5%（106件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

収入はない（0円）

1～50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800～900万円未満

900万円以上

無回答

（％）回答者数=1,631件



７６ 

３ 希望する子どもの人数について 

問９① 現実的に希望する子どもの人数 (数字記入) 

 「２人」が50.5％で最も高くなっています。次いで「３人」が30.2％，「１人」が8.8％となっています。 

 

問９② 理想の子どもの人数 (数字記入) 

 「３人」が44.6％で最も高くなっています。次いで「２人」が34.5％，「４人」が8.3％となっています。 

 

0.2%（3件)

8.8%（144件)

50.5%（824件)

30.2%（493件)

4.3%（70件)

0.7%（12件)

5.2%（85件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

0人

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

（％）回答者数=1,631件

0.2%（4件)

3.2%（52件)

34.5%（562件)

44.6%（727件)

8.3%（136件)

2.5%（41件)

6.7%（109件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

0人

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

（％）回答者数=1,631件



７７ 

問９で現実的に希望する子どもの人数と理想の人数が異なる方を対象とした設問 

問９-１ 子どもの人数に現実と理想で差がある場合，その理由 (複数回答) 

 「子育てや教育などの経済的な負担が大きくなるため」が79.4％で最も高くなっています。次いで「家

事や育児などの時間的な負担が大きくなるため」が45.4％，「体力的に難しいため」が38.7％となってい

ます。 

 

 

45.4%（271件)

79.4%（474件)

38.7%（231件)

12.6%（75件)

18.6%（111件)

12.7%（76件)

4.7%（28件)

4.5%（27件)

8.9%（53件)

12.1%（72件)

0.3%（2件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

家事や育児などの時間的な負担が大きくなるため

子育てや教育などの経済的な負担が大きくなるため

体力的に難しいため

住居がせまいため

仕事が忙しいため

育児休業や短時間勤務制度などが不十分であるため

キャリアアップが遅れそうなため

介護などの家庭の事情があるため

自分は子どもが欲しいが，配偶者が希望しないため

その他

無回答

（％）回答者数=597件



７８ 

４ 福山ネウボラについて 

問１０ 「福山ネウボラ」の認知度 (単回答) 

 「知っている」が46.5％で最も高くなっています。次いで「聞いたことはあるが，よく知らない」が

40.1％となっています。 

 

問１１ ネウボラ相談窓口「あのね」の認知度 (単回答) 

 「知っており利用したことがある」，「知っているが利用したことはない」を合わせた「知っている」割

合は37.7％となっています。 

 

知っている

46.5%（759件)

聞いたことはあるが，

よく知らない

40.1%（654件)

知らない

10.9%（177件)

無回答

2.5%（41件)

回答者数=1,631件

知っており利用

したことがある

2.1%（34件)

知っているが利用

したことはない

35.6%（580件)

知らなかった

59.4%（968件)

無回答

3.0%（49件)

回答者数=1,631件



７９ 

＜問１１と調査票の回答者（問４）とのクロス集計＞ 

母親で約６割，父親で約７割が「知らなかった」としています。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

 

＜問１１と子どもの学年（問２）とのクロス集計＞ 

 子どもの学年が高いほど，「知らなかった」が高い傾向にあります。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

 

  

1,631 34 580 968 49
100.0 2.1 35.6 59.4 3.0
1,437 30 533 832 42
100.0 2.1 37.1 57.9 2.9

136 2 35 96 3
100.0 1.5 25.7 70.6 2.2

合計

母親

父親

全
体

知
っ
て
お
り
利
用
し
た
こ

と
が
あ
る

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い

知
ら
な
か
っ
た

無
回
答

区分

1,631 34 580 968 49
100.0 2.1 35.6 59.4 3.0

242 10 106 120 6

100.0 4.1 43.8 49.6 2.5
265 6 107 146 6

100.0 2.3 40.4 55.1 2.3

220 6 87 119 8
100.0 2.7 39.5 54.1 3.6

249 3 90 147 9

100.0 1.2 36.1 59.0 3.6
227 2 63 154 8

100.0 0.9 27.8 67.8 3.5

209 2 64 139 4
100.0 1.0 30.6 66.5 1.9

合計

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

全
体

知
っ
て
お
り
利
用
し
た
こ

と
が
あ
る

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た

こ
と
は
な
い

知
ら
な
か
っ
た

無
回
答

区分



８０ 

問１１で「１．知っており利用したことがある」に○をつけた方を対象とした設問 

問１１-１ ネウボラ相談窓口「あのね」の満足度 (単回答) 

 「３」が32.4％で最も高くなっています。次いで「４」が26.5％，「５」が23.5％となっています。 

 

満足度が低い                  満足度が高い 

１     ２     ３     ４     ５ 

 

問１２ ネウボラ相談窓口「あのね」の今後の利用意向 (単回答) 

 「相談したいことができたら利用する」が66.8％で最も高くなっています。 

 

 

 

1

8.8%（3件)

2

8.8%（3件)

3

32.4%（11件)4

26.5%（9件)

5

23.5%（8件)

無回答

0.0%（0件)

回答者数=34件

利用する

0.7%（12件)

相談したいことが

できたら利用する

66.8%（1,089件)

利用しない

20.2%（330件)

無回答

12.3%（200件)

回答者数=1,631件



８１ 

５ 子どもが育つ環境について 

問１３ 日頃，子どもを預かってもらえる人の有無 (複数回答) 

 「緊急時もしくは用事の際には親族に預かってもらえる」が56.2％で最も高くなっています。次いで

「日常的に親族に預かってもらえる」が34.7％，「緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・

知人がいる」が15.8％となっています。 

 

 

34.7%（566件)

56.2%（917件)

3.7%（61件)

15.8%（257件)

10.1%（164件)

3.1%（50件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

日常的に親族に預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には

親族に預かってもらえる

日常的に子どもを預けれる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを

預けられる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

（％）回答者数=1,631件



８２ 

６ 保護者の就労状況について 

問１４ 子育てを主に行っている方の就労状況 (単回答) 

 「パートタイム・アルバイトなどで就労しており，産休・育休・介護休業中ではない」が42.2％で最も

高くなっています。次いで「フルタイムで就労しており，産休・育休・介護休業中ではない」が34.0％，

「以前は就労していたが，現在は就労していない」が16.9％となっています。 

 

 

問１４で「１．フルタイムで就労しており，産休・育休・介護休業中ではない」または「３．パートタイ

ム・アルバイトなどで就労しており，産休・育休・介護休業中ではない」に○をつけた方を対象とした設問 

問１４-１ 就労日数，１日の就労時間の開始時刻，終了時刻 (数字記入) 

 

区分 平均開始時刻 平均終了時刻 

平日 8時53分 17時37分 

土曜日 8時56分 15時48分 

 

週当たり平均就労日数 

4.9日 

34.0%（555件)

1.0%（16件)

42.2%（689件)

0.7%（12件)

16.9%（275件)

2.0%（32件)

3.2%（52件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

フルタイムで就労しており，産休

・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが，

産休・育休・介護休業中である

パートタイム・アルバイトなどで就労しており，

産休・育休・介護休業中ではない

パートタイム・アルバイトなどで就労して

いるが，産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが，

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=1,631件



８３ 

子育てを行っている方がお二方いる方を対象とした設問 

問１５ もう一方の就労状況 (単回答) 

 「フルタイムで就労しており，産休・育休・介護休業中ではない」が58.9％で最も高くなっています。 

 

 

問１５で「１．フルタイムで就労しており，産休・育休・介護休業中ではない」または「３．パートタイ

ム・アルバイトなどで就労しており，産休・育休・介護休業中ではない」に○をつけた方を対象とした設問 

問１５-１ 就労日数，１日の就労時間の開始時刻，終了時刻 (数字記入) 

 

区分 平均開始時刻 平均終了時刻 

平日 8時17分 17時44分 

土曜日 10時 7分 17時19分 

 

週当たり平均就労日数 

5.4日 

 

58.9%（961件)

0.3%（5件)

2.8%（45件)

0.1%（2件)

2.3%（38件)

0.2%（4件)

35.3%（576件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

フルタイムで就労しており，産休

・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが，

産休・育休・介護休業中である

パートタイム・アルバイトなどで就労しており，

産休・育休・介護休業中ではない

パートタイム・アルバイトなどで就労して

いるが，産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが，

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=1,631件



８４ 

７ 子どもの，現在の放課後（平日の小学校終業後）の過ごし方について 

問１６ 現在，放課後の時間を過ごしている場所 (複数回答) 

 「自宅」が78.1％で最も高くなっています。次いで「習い事（音楽教室，スポーツクラブ，学習塾など）」

が51.0％，「放課後児童クラブ（学童保育）」が21.3％となっています。 

 

場所 週当たり希望平均日数 

自宅 4.2日 

祖父母宅や友人・知人宅 2.8日 

習い事 2.6日 

地域にある公共施設 1.3日 

放課後児童クラブ（学童保育） 4.5日 

放課後子ども教室 1.6日 

ファミリー・サポート・センター - 

放課後等デイサービス 3.0日 

民間企業などの保育サービス 1.0日 

その他（公園などでの外遊び） 2.4日 

 

  

78.1%（1,274件)

15.9%（259件)

51.0%（832件)

0.7%（12件)

21.3%（348件)

3.2%（52件)

0.0%（0件)

4.4%（71件)

0.2%（3件)

17.3%（282件)

2.6%（42件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

地域にある公共施設

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

民間企業などの保育サービス

その他（公園などでの外遊び）

無回答

（％）回答者数=1,631件



８５ 

問１６で「５．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけ，お子さんを迎えに行かれている方を対象

とした設問 

問１６-１ 仕事先から放課後児童クラブまでの所要時間 (数字記入) 

 「10分以下」が33.0％，「20分以下」が32.8％で高くなっています。次いで「30分以下」が12.1％とな

っています。 

 

 

問１６で「５．放課後児童クラブ（学童保育）」以外に○をつけた方を対象とした設問 

問１６-２ 放課後児童クラブを利用していない理由 (複数回答) 

 「子どもをみることができるから」が42.6％で最も高くなっています。次いで「子どもだけでも留守番

ができるから」が28.9％，「親族に子どもをみてもらえるから」が20.8％となっています。 

 

10分以下

33.0%（115件)

20分以下

32.8%（114件)

30分以下

12.1%（42件)

１時間以下

1.7%（6件)

１時間超

2.6%（9件)

無回答

17.8%（62件)

回答者数=348件

42.6%（547件)

20.8%（267件)

20.5%（263件)

28.9%（371件)

7.7%（99件)

2.9%（37件)

0.1%（1件)

0.8%（10件)

15.8%（203件)

16.3%（209件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

子どもをみることができるから

親族に子どもをみてもらえるから

子どもが習い事などをしているから

子どもだけでも留守番ができるから

利用するにあたり費用がかかるから

放課後児童クラブの開設時間が短いから

放課後児童クラブを知らなかったから

民間企業などの保育サービスを

利用しているから

その他

無回答

（％）回答者数=1,283件



８６ 

問１６-３ 過去の放課後児童クラブの利用状況 (単回答) 

 「ある」が50.5％となっています。 

 

 

問１６-３で「１．ある」に○をつけた方を対象とした設問 

問１６-４ 利用したことがある期間 (単回答) 

 「学校開校中の平日，土曜日と夏休みなどの長期休暇中」が56.6％で最も高くなっています。 

 

ある

50.5%（824件)

ない

35.7%（582件)

無回答

13.8%（225件)

回答者数=1,631件

学校開校中の

平日，土曜日

17.0%（140件)

夏休みなどの長期休暇中

23.7%（195件)
学校開校中の平日

，土曜日と夏休み

などの長期休暇中

56.6%（466件)

無回答

2.8%（23件)

回答者数=824件



８７ 

８ 子どもの夏休みなどの長期休暇中の過ごし方について 

問１７ 夏休みなどの長期休暇中の時間を過ごしている場所 (複数回答) 

 「自宅」が80.1％で最も高くなっています。次いで「習い事（音楽教室，スポーツクラブ，学習塾など）」

が43.8％，「祖父母宅や友人・知人宅」が33.3％となっています。 

 

場所 週当たり希望平均日数 

自宅 4.9日 

祖父母宅や友人・知人宅 2.8日 

習い事 2.9日 

地域にある公共施設 1.3日 

放課後児童クラブ（学童保育） 4.6日 

放課後子ども教室 2.2日 

ファミリー・サポート・センター - 

放課後等デイサービス 3.3日 

民間企業などの保育サービス 4.4日 

その他（公園などでの外遊び） 3.0日 

 

80.1%（1,306件)

33.3%（543件)

43.8%（715件)

3.0%（49件)

26.1%（425件)

1.0%（16件)

0.1%（2件)

4.4%（71件)

0.7%（12件)

22.3%（363件)

2.9%（47件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

地域にある公共施設

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

民間企業などの保育サービス

その他（公園などでの外遊び）

無回答

（％）回答者数=1,631件



８８ 

問１７で「５．放課後児童クラブ（学童保育）」以外に○をつけた方を対象とした設問 

問１７-１ 夏休みなどの長期休暇中に，放課後児童クラブを利用していない理由 (複数回答) 

 「子どもをみることができるから」が32.9％で最も高くなっています。次いで「子どもだけでも留守番

などができるから」が24.0％，「親族に子どもをみてもらえるから」が23.5％となっています。 

 

 

42.7%（515件)

29.9%（361件)

19.2%（231件)

31.4%（379件)

7.6%（92件)

2.1%（25件)

0.2%（2件)

0.9%（11件)

18.3%（221件)

14.5%（175件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

子どもをみることができるから

親族に子どもをみてもらえるから

子どもが習い事などをしているから

子どもだけでも留守番などができるから

利用するにあたり費用がかかるから

放課後児童クラブの開設時間が短いから

放課後児童クラブを知らなかったから

民間企業などの保育サー

ビスを利用しているから

その他

無回答

（％）回答者数=1,206



８９ 

利用している

22.4%（366件)

今後利用したい

9.7%（159件)

利用を希望しない

57.6%（940件)

無回答

10.2%（166件)

回答者数=1,631件

９ 福山市の放課後児童クラブについて 

問１８ 放課後児童クラブの利用状況（希望） (単回答) 

 「利用を希望しない」が57.6％で最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
希望する平均 

開始時刻 

希望する平均 

終了時刻 

学校開校期間の平日  17時 49分 

夏休みなど長期休暇中の平日 8時 13分 17時 37分 

土曜日 8時 5分 17時 39分 

＜問１８と子どもの学年（問２）とのクロス集計＞ 

 利用状況は，１年生をピークに高学年になるにつれて減少しています。今後の利用希望は，低学年も高

学年も変わらず一定数のニーズがあります。 

 
上段：回答者数 下段：％ 

1,631 366 159 940 166

100.0 22.4 9.7 57.6 10.2
242 113 37 71 21

100.0 46.7 15.3 29.3 8.7
265 108 24 118 15

100.0 40.8 9.1 44.5 5.7

220 64 24 117 15
100.0 29.1 10.9 53.2 6.8

249 14 32 169 34
100.0 5.6 12.9 67.9 13.7

227 6 18 176 27
100.0 2.6 7.9 77.5 11.9

209 5 7 175 22

100.0 2.4 3.3 83.7 10.5

合計

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

全
体

利
用
し
て
い
る

今
後
利
用
し
た
い

利
用
を
希
望
し
な
い

無
回
答

区分



９０ 

1

9.4%（154件)

2

21.0%（343件)

3

44.9%（733件)

4

14.3%（233件)

5

4.2%（68件)

無回答

6.1%（100件)

回答者数=1,631件

１０ 子育て全般について 

問１９ 地域における子育ての環境や支援への満足度 (単回答) 

 「３」が44.9％で最も高くなっています。次いで「２」が21.0％，「４」が14.3％となっています。 

 

満足度が低い                  満足度が高い 

１     ２     ３     ４     ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２０ 子育てが地域で支えられていると感じること (単回答) 

 「まあまあ感じる」が45.1％で最も高くなっています。次いで「あまり感じない」が36.5％，「とても

感じる」が7.3％となっています。 

 

とても感じる

7.3%（119件)

まあまあ感じる

45.1%（736件)

あまり感じない

36.5%（596件)

まったく感じない

5.9%（96件)

無回答

5.2%（84件)

回答者数=1,631件



９１ 

問２０で「１．とても感じる」または「２．まあまあ感じる」に○をした方を対象とした設問 

問２０-１ 支えになっていると感じること (複数回答) 

 「子どもが危険な目に遭わないよう見守りや保護をしてくれる」が71.6％で最も高くなっています。次

いで「出会ったときに気軽に声をかけるなど，積極的に子どもにかかわってくれる」が53.0％，「子ども

を対象とした遊びや活動などの機会に積極的にかかわってくれる」が33.1％となっています。 

 

53.0%（453件)

22.8%（195件)

16.7%（143件)

33.1%（283件)

6.8%（58件)

71.6%（612件)

2.9%（25件)

4.3%（37件)

2.7%（23件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

出会ったときに気軽に声をかけるなど，

積極的に子どもにかかわってくれる

地域に子育てへの理解がある

子どもがよくないことをしているのを

見かけたときは，しかってくれる

子どもを対象とした遊びや活動などの

機会に積極的にかかわってくれる

育児などで困ったことがあった

場合には相談にのってくれる

子どもが危険な目に遭わないよう

見守りや保護をしてくれる

緊急の用事などの時に一時的に

子どもをみてくれる

その他

無回答

（％）回答者数=855件



９２ 

問２１ 地域に期待する子育て支援 (複数回答) 

 「子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをする人がいること」が48.5％で最も高くなっていま

す。次いで「子どもにスポーツや勉強を教える人や場があること」が23.1％，「子どもと大人が一緒に参

加できる地域の行事やお祭りなどがあること」が19.3％となっています。 

 

9.4%（153件)

48.5%（791件)

19.2%（313件)

5.9%（96件)

6.8%（111件)

19.3%（314件)

15.9%（259件)

23.1%（376件)

8.2%（134件)

11.6%（190件)

5.2%（85件)

9.6%（157件)

2.5%（40件)

7.4%（120件)

20.2%（330件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

子育てに関する悩みについて気軽に

相談できる人や場があること

子どもの防犯のための声かけや

登下校の見守りをする人がいること

子どもと一緒に遊ぶ人や場があること

子育てに関する情報を

提供する人や場があること

子育てをする親同士で話ができる

仲間づくりの場があること

子どもと大人が一緒に参加できる

地域の行事やお祭りなどがあること

不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに

子どもを預かる人や場があること

子どもにスポーツや勉強を

教える人や場があること

地域の伝統文化を子どもに

伝える人や場があること

小中学校の校外学習や行事を

サポートする人がいること

子育て家庭の家事を支援

する人や場があること

子どもに自分の職業体験や人生

経験を伝える人や場があること

その他

特にない

無回答

（％）回答者数=1,631件



９３ 

問２２ 子どもの地域との関わり (単回答) 

 「近所に遊び友だちがいる」が26.0％で最も高くなっています。次いで「地域のお祭りやイベントに行

く」が22.4％，「近所の人と会ったときにあいさつをする」が16.8％となっています。 

 

問２３ 保護者が期待する子どもの将来の進路 (単回答) 

 「大学またはそれ以上」が45.4％で最も高くなっています。次いで「短大・高専・専門学校（専攻科）

まで」が16.9％，「まだわからない」が13.9％となっています。 

 

近所の人と会ったと

きにあいさつをする

16.8%（274件)

地域のお祭りや

イベントに行く

22.4%（366件)

近所に遊び友だちがいる

26.0%（424件)

日頃から面倒を見

てくれる家がある

0.4%（6件)

その他

1.3%（22件)

無回答

33.0%（539件)

回答者数=1,631件

中学（中学部）まで

0.2%（4件)
高校（高等部）まで

7.0%（114件)

短大・高専・専門学校

（専攻科）まで

16.9%（276件)

大学またはそれ以上

45.4%（740件)

まだわからない

13.9%（226件)

無回答

16.6%（271件)

回答者数=1,631件



９４ 

問２３で「１」〜「４」のまだわからない以外に○をつけた方を対象とした設問 

問２３-１ その理由 (単回答) 

 「保護者としての希望」が46.7％で最も高くなっています。次いで「一般的な進路だと思うから」が

21.7％，「子どもがそう希望しているから」が10.4％となっています。 

 

問２４ 子育てに関しての不安や負担などを感じたこと (単回答) 

 「なんとなく不安や負担を感じる」が43.4％で最も高くなっています。次いで「あまり不安や負担を感

じない」が23.9％，「非常に不安や負担を感じる」が13.1％となっています。 

 

46.7%（530件)

21.7%（246件)

10.4%（118件)

4.5%（51件)

4.4%（50件)

4.2%（48件)

4.3%（49件)

3.7%（42件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

保護者としての希望

一般的な進路だと思うから

子どもがそう希望しているから

家庭に経済的な余裕がないから

子どもの学力から考えて

特に理由はない

その他

無回答

（％）回答者数=1,134件

非常に不安や

負担を感じる

13.1%（213件)

なんとなく不安や

負担を感じる

43.4%（708件)

あまり不安や負担を

感じない

23.9%（390件)

全く感じない

3.4%（55件)

無回答

16.2%（265件)

回答者数=1,631件



９５ 

問２５ 子育てに関してもっとも悩んでいることや気になること (単回答) 

 「子育てや教育にお金がかかりすぎること」が25.0％で最も高くなっています。次いで「子どもの医療

費について負担を感じること」が10.8％，「病気や発育・発達に関すること」が9.8％となっています。 

 

9.8%（85件)

0.8%（7件)

0.7%（6件)

2.0%（17件)

7.6%（66件)

0.3%（3件)

1.8%（16件)

9.1%（79件)

7.6%（66件)

0.9%（8件)

1.4%（12件)

0.5%（4件)

0.3%（3件)

0.8%（7件)

9.4%（82件)

0.3%（3件)

0.0%（0件)

10.8%（94件)

25.0%（217件)

8.2%（71件)

0.8%（7件)

1.8%（16件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子育ての方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが

十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめなどを

含む）に関すること

不登校などの問題に関すること

子育てに関して配偶者な

どの協力が少ないこと

配偶者などと子育てに関しての

意見が合わないこと

自分の子育てについて，親族・近隣の人・

職場などまわりの見る目が気になること

配偶者以外に子育てを手伝

ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって，子どもに手

を上げたり，世話をしなかったりすること

地域の子育て支援サービスの利用

・申込方法がよくわからないこと

子どもの医療費について負担を感じること

子育てや教育にお金がかかりすぎること

子どもの安全・安心に関すること

特にない

その他

無回答

（％）回答者数=1,631



９６ 

問２５ 子育てに関して日常悩んでいること，または気になること (複数回答) 

 「子育てや教育にお金がかかりすぎること」が29.6％で最も高くなっています。次いで「子どもの医療

費について負担を感じること」が29.2％，「子どもの安全・安心に関すること」が24.4％となっています。 

 

15.3%（249件)

10.1%（165件)

3.1%（50件)

8.3%（136件)

19.4%（316件)

1.9%（31件)

11.6%（189件)

23.7%（386件)

20.4%（333件)

2.7%（44件)

6.6%（107件)

5.6%（92件)

3.4%（56件)

3.7%（60件)

21.5%（351件)

2.3%（38件)

1.5%（25件)

29.2%（477件)

29.6%（482件)

24.4%（398件)

4.0%（65件)

1.2%（19件)

19.4%（317件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子育ての方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが

十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめなどを

含む）に関すること

不登校などの問題に関すること

子育てに関して配偶者な

どの協力が少ないこと

配偶者などと子育てに関しての

意見が合わないこと

自分の子育てについて，親族・近隣の人・

職場などまわりの見る目が気になること

配偶者以外に子育てを手伝

ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって，子どもに手

を上げたり，世話をしなかったりすること

地域の子育て支援サービスの利用

・申込方法がよくわからないこと

子どもの医療費について負担を感じること

子育てや教育にお金がかかりすぎること

子どもの安全・安心に関すること

特にない

その他

無回答

（％）回答者数=1,631



９７ 

問２６ 子育てをする中で，有効な支援・対策と感じること (複数回答) 

 「子どもの医療費の充実」が63.1％で最も高くなっています。次いで「子どもの教育環境の充実」が

37.1％，「仕事と家庭生活の両立支援」が33.0％となっています。 

 

  

16.2%（264件)

63.1%（1,029件)

7.5%（123件)

16.4%（268件)

10.4%（169件)

11.7%（191件)

37.1%（605件)

3.9%（64件)

33.0%（538件)

24.6%（401件)

5.9%（97件)

32.7%（534件)

2.1%（35件)

17.3%（282件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

地域における子育て支援の充実

子どもの医療費の充実

子育て支援のネットワークづくり

保育サービスの充実

妊娠・出産に対する支援

地域における子どもの活動拠点の充実

子どもの教育環境の充実

家族・子どもの健康に対する相談窓口の充実

仕事と家庭生活の両立支援

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

要保護児童に対する支援

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

その他

無回答

（％）回答者数=1,631件



９８ 

問２７ 自由意見 

医療費や学校，その他子育てに関する様々な意見が寄せられています。 

 

自由意見 意見数 

医療費について 

（子どもの医療費の軽減・無償化，期間延長に対する意見・要望など） 
145 

学校について 

（エアコン・トイレ・校舎の整備，給食，教員人材に関する意見・要望など） 
112 

学童保育について 

（時間延長，対象学年，子ども食堂・放課後児童クラブの充実に関する意見・要望など） 
94 

経済的不安について 

（子どもの教育費や家計についての悩み） 
59 

公園・遊び場について 

（屋内の遊び場，外遊びの機会づくり，近場への公園の整備などに対する意見・要望など） 
58 

保育所について 

（保育所への入所しやすさ，一時保育の充実，保育士の待遇，施設設備，保育料などに対する意

見・要望など） 

39 

地域の子育て環境 

（地域，学校の見守り，集いの場・子ども同士の交流機会，子育て環境の充実への意見・要望） 
36 

交通安全・防犯について 

（通学路の安全の確保，交通の便，防犯などに関する意見・要望など） 
32 

イベントについて 

（各種行事における親の負担，子ども会への参加に関する意見・要望など） 
24 

相談について 

（相談の場，支援体制，相談したい内容などに関する意見・要望など） 
23 

障がい福祉・療育について 

（障がい児の学校に関すること，健診などに関する意見・要望など） 
22 

その他 

（市政への感謝，住まいの充実，子育て支援全般の充実など） 
20 

医療・健診について 

（予防接種の補助や通知，救急医療に関すること，子連れや妊婦健診に関する意見・要望など） 
17 

公共施設について 

（スポーツ施設，美術館，図書館，公民館などの利便，設備整備に関する意見・要望など） 
15 

支援制度 

（就労支援，育休期間，育児手当に対する意見・要望など） 
13 

仕事と子育ての両立について 

（職場環境の改善，平日イベントへの参加，父親の育児参加などに関する意見・要望など） 
12 

預かりの場について 

（預けられない，休日，長期休暇に預けられる体制などに関する意見・要望など） 
11 

出産者への支援について 

（ひとり親や高齢出産者に向けた支援の充実への意見・要望など） 
11 

情報提供について 

（広報・ホームページ等の情報のわかりやすさ，制度やサービスの周知に関する意見・要望など） 
10 

ネウボラについて 

（わかりにくい，伝わりにくい，覚えにくいなどネウボラの理解への意見・要望など） 
10 

アンケートについて 

（アンケート内容に関する意見・要望など） 
6 

病児・病後児保育について 

（預けられない，少ないなど病児・病後児保育の充実に関する意見・要望など） 
5 

駐車場について 

（公園，遊び場，保育所の駐車場に関する意見・要望など） 
2 
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