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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）に基づく第２期子育て未来応援プラン「あし

や」（計画期間：2020～2024 年度）の策定のための基礎資料を得ることを目的としています。 

 

２ 調査対象 

市内に在住する就学前児童の保護者   2,400 人 

小学生児童の保護者と高学年本人 1,400 人 

中学生生徒の保護者と本人   700 人 

 

３ 調査期間 

平成 30 年 11 月 22 日から平成 31 年１月 15 日 

※回答期限については，当初期限 12 月 17 日から延長しました。 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

５ 回収状況 

対象者 配布数 有効回答数 有効回答率 

就学前児童の保護者 2,400 通 1,211 通 50.5％ 

小学生児童の保護者と高学年本人 1,400 通  639 通 45.6％ 

中学生生徒の保護者と本人  700 通  328 通 46.9％ 

計 4,500 通 2,178 通 48.4％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・表に表示されている数値は，上段は回答数，下段は全体の回答数に対する割合となっていま

す。 

・集計結果の％表示は，小数点以下第２位を四捨五入してありますので，内訳の合計が 100％

にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合，内訳の合計が 100％にならない場合があります。 

・クロス集計の場合，無回答を排除しているため，クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお，クロス集計とは，複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで，複数の質問項目を交差して並べ，表やグラフを作成する

ことにより，その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・クロス集計の場合，有効回答数はそれぞれの項目ごとに表示しています。 
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Ⅱ 調査結果 

Ⅱ－１ 就学前児童の保護者 

１．お住まいの地域について 

問１ お住まいの地区として当てはまる町に○をつけてください。 

「潮見小学校区」の割合が 17.7％と最も高く， 

次いで「山手小学校区」の割合が 15.5％，「精道 

小学校区」の割合が 14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．封筒の宛名のお子さんとご家族の状況について 

問２ お子さんの生年月をご記入ください。 

「０歳」の割合が 22.0％と最も高く，次

いで「２歳」の割合が 17.0％，「４歳」の割

合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

22.0 

13.6 

17.0 

15.4 

15.8 

14.0 

2.2 

20.2 

13.3 

15.4 

16.1 

16.7 

16.9 

1.4 

0 20 40 60 80 100

％

山手小学校区

岩園小学校区

朝日ケ丘小学校区

精道小学校区

宮川小学校区

打出浜小学校区

潮見小学校区

浜風小学校区

無回答

15.5 

11.4 

6.2 

14.9 

13.7 

9.6 

17.7 

9.2 

1.8 

15.9 

11.1 

7.4 

13.8 

13.2 

11.0 

18.0 

9.1 

0.7 

0 20 40 60 80 100

山
手
中
学
校
区 

精
道
中
学
校
区 

潮
見
中
学
校
区 

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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問３ お子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お子さんを含めた人数をご記入

ください。 

「２人」の割合が 42.5％と最も高く，次

いで「１人」の割合が 36.2％，「３人」の割

合が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えく

ださい。 

「母親」の割合が 92.8％，「父親」の割合が

6.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。 

「配偶者（パートナー）がいる」の割合が

96.0％，「配偶者（パートナー）はいない」

の割合が 3.8％となっています。 

 

 

  

％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

36.2 

42.5 

15.0 

1.6 

0.3 

4.4 

40.0 

43.7 

12.5 

1.3 

0.4 

2.1 

0 20 40 60 80 100

％

母親

父親

その他

無回答

92.8

6.7

0.2

0.3

95.4

4.3

0.3

0.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

％

配偶者（パートナー）がいる

配偶者（パートナー）はいない

無回答

96.0

3.8

0.2

95.3

4.1

0.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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問６ お子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。 

お子さんからみた関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「主に母親」の割合が54.7％と最も高く，

次いで「父母ともに」の割合が 43.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 何人家族ですか。 

「４人」の割合が 43.7％と最も高く，次い

で「３人」の割合が 35.2％，「５人」の割合が

16.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．子どもの育ちをめぐる環境について 

問８ 日頃，お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等

の親族にみてもらえる」の割合が 62.3％と

最も高く，次いで「日常的に祖父母等の親族

にみてもらえる」の割合が 19.4％，「緊急時

もしくは用事の際には子どもをみてもらえ

る友人・知人がいる」の割合が 18.5％とな

っています。 

 

 

  

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

43.4 

54.7 

0.5 

0.8 

0.3 

0.2 

41.4 

56.7 

0.3 

0.7 

0.4 

0.5 

0 20 40 60 80 100

％

日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖
父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子

どもをみてもらえる友人・知人
がいる

いずれもいない

無回答

19.4

62.3

3.6

18.5

14.1

0.7

18.8

60.3

5.9

26.1

12.4

0.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,211 ％

２人

３人

４人

５人

６人

７人

８人以上

無回答

1.5

35.2

43.7

16.4

2.3

0.6

0.1

0.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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問９ お子さんの子育てをする上で，気軽に相談できる人はいますか。また，相談できる

場所はありますか。 

「いる／ある」の割合が 95.5％，「ない」

の割合が 3.7％となっています。 

 

 

 

 

 

問９-１ 問９で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。           

お子さんの子育てに関して，気軽に相談できる先は，誰（どこ）ですか。当て

はまる番号すべてに○をつけてください。 

「祖父母等の親族」の割合が 82.5％と最

も高く，次いで「友人・知人」の割合が80.3％，

「保育所（園）・幼稚園・認定こども園等」

の割合が 39.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「保育所（園）・幼稚園・認定こども園等」について，平成 25 年度調査では「保育士」「幼稚園教諭」と分けて集計し

ているため，平成 25 年度調査結果は合算して計上しました。 

 

 

 

  

％

いる／ある

ない

無回答

95.5

3.7

0.7

96.7

3.2

0.1

0 20 40 60 80 100

％

祖父母等の親族

友人・知人

近所の人

子育て支援施設（児童センター

等）・NPO

保健所・保健センター

保育所（園）・幼稚園・認定こど

も園等

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

社会福祉協議会（総合相談窓

口）

障がい児相談窓口

インターネット・SNS

その他

無回答

82.5

80.3

11.1

6.0

9.8

39.0

0.3

12.1

0.7

0.3

0.3

4.3

2.0

0.1

83.2

80.5

15.7

4.6

10.1

33.1

0.5

10.9

0.2

-

1.0

5.4

4.3

0.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,157)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,314)

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)



6 

問 10 ご家族の経済状況についてうかがいます。昨年１年間（平成 29 年 1 月～平成 29

年 12 月）の,家族全員の収入（所得税・住民税などの税金や健康保険料・介護保

険料などを支払った後の手取り額）の合計額は,およそいくらでしたか。 

年間の世帯収入額をご記入ください。 

「700 万円～1,000 万円未満」の割合が

23.4％と最も高く，次いで「500 万円～700

万円未満」の割合が 23.1％，「300 万円～500

万円未満」の割合が16.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．お子さんの保護者の就労状況について 

問 11 お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業，家族従事者含む）をうかがいます。 

（１）母親 

ア 就労状況 

「（お子さんが生まれる前を含め）以前は

就労していたが，現在は就労していない」

の割合が 37.5％と最も高く，次いで「フル

タイム（１週５日程度・１日８時間程度の

就労）で就労している」の割合が 28.5％，

「パート・アルバイト等（フルタイム以外

の就労）で就労している」の割合が 20.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してい

る

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・アルバイト等（フルタイ

ム以外の就労）で就労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，産休・育休・介護休業

中である

（お子さんが生まれる前を含め）

以前は就労していたが，現在は

就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）

これまで就労したことがない

無回答

28.5

8.1

20.8

1.8

37.5

2.1

1.2

20.4

6.6

14.4

0.9

47.1

8.8

1.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,210)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,358)

回答者数 = 1,211 ％

100 万円未満

100 万円～200 万円未満

200 万円～300 万円未満

300 万円～500 万円未満

500 万円～700 万円未満

700 万円～1,000 万円未満

1,000 万円～2,000 万円未満

2,000 万円以上

無回答

1.5

1.2

1.4

16.6

23.1

23.4

14.3

3.0

15.6

0 20 40 60 80 100
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イ １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 65.1％と最も高く，次

いで「４日」の割合が 12.8％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ １日当たり就労時間 

「８時間未満」の割合が 62.1％と最も高

く，次いで「８時間～９時間未満」の割合

が 27.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 家を出る時間 

「８時台」の割合が 43.0％と最も高く，

次いで「７時台」の割合が 28.0％，「９時

台」の割合が 15.3％となっています。 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

2.0

4.6

8.6

12.8

65.1

4.3

0.1

2.4

2.4

6.1

10.5

10.3

62.5

5.4

0.3

2.4

0 20 40 60 80 100

％

８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

62.1

27.2

4.0

2.5

1.3

1.0

2.0

51.6

30.8

8.0

4.0

1.7

2.1

1.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 717)
平成25年度調査
(回答者数 = 574)

％

６時前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.4

2.2

28.0

43.0

15.3

6.1

4.9

1.0

1.4

32.6

37.5

13.8

8.4

5.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 717)
平成25年度調査
(回答者数 = 574)

平成30年度調査
(回答者数 = 717)
平成25年度調査
(回答者数 = 574)
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オ 帰宅時間 

「18 時前」の割合が 41.8％と最も高く，

次いで「18 時台」の割合が 34.4％，「19 時

台」の割合が 15.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）父親 

ア 就労状況 

「フルタイム（１週５日程度・１日８時

間程度の就労）で就労している」の割合が

93.2％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してい

る

フルタイムで就労しているが，

育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイ

ム以外の就労）で就労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，育休・介護休業中であ

る

（お子さんが生まれる前を含め）

以前は就労していたが，現在は

就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）

これまで就労したことがない

無回答

93.2

0.1

0.3

0.0

0.6

0.0

5.8

88.4

0.2

1.0

0.1

1.0

0.2

9.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,168)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,305)

％

18時前

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

25時以降

無回答

41.8

34.4

15.2

2.0

0.8

0.4

0.4

0.0

0.0

4.9

35.0

30.7

21.1

4.5

1.7

0.5

0.7

0.2

0.0

5.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 717)
平成25年度調査
(回答者数 = 574)
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イ １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 71.3％と最も高く，次

いで「６日」の割合が 22.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ １日当たり就労時間 

「８時間～９時間未満」の割合が24.7％

と最も高く，次いで「10 時間～11 時間未

満」の割合が 23.0％，「12 時間以上」の割

合が 20.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 家を出る時間 

「７時台」の割合が 39.2％と最も高く，

次いで「８時台」の割合が 30.4％，「６時

台」の割合が 12.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.1

0.2

0.5

0.5

71.3

22.5

1.6

3.3

0.2

0.3

0.4

0.9

69.9

24.6

1.4

2.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,093)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,170)

％

８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

5.2

24.7

13.9

23.0

6.8

20.7

5.8

3.2

17.9

12.5

23.0

9.5

29.2

4.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,093)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,170)

％

６時前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

2.2

12.7

39.2

30.4

7.2

3.3

5.0

1.7

11.1

42.3

29.8

6.9

4.4

3.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,093)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,170)
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オ 帰宅時間 

「20 時台」の割合が 20.3％と最も高く，

次いで「21 時台」の割合が 17.0％，「19 時

台」の割合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 問 11 の（１）または（２）で「３.」「４.」（パート・アルバイト等で就労してい

る）に○をつけた方にうかがいます。該当しない方は，問 13 へお進みください。

フルタイムへの転換希望はありますか。 

（１）母親 

「パート・アルバイト等の就労を続けるこ

とを希望」の割合が 51.5％と最も高く，次

いで「フルタイムへの転換希望はあるが，実

現できる見込みはない」の割合が24.5％，「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」の割合が 10.6％となっていま

す。 

 

 

  

％

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はある

が，実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を
続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子
育てや家事に専念したい

無回答

10.6

24.5

51.5

3.6

9.9

11.5

19.7

54.8

2.9

11.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 274)
平成25年度調査
(回答者数 = 208)

％

18時前

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

25時以降

無回答

13.7

7.4

16.1

20.3

17.0

11.5

5.8

2.2

0.6

5.3

5.1

4.4

12.8

19.2

20.7

18.7

8.7

4.8

1.8

3.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,093)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,170)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，０歳～２歳，４歳，５歳で「パート・アルバイト等の就労を続ける

ことを希望」の割合が，３歳で「フルタイムへの転換希望はあるが，実現できる見込みはない」

の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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
は
あ
る
が
，
実

現
で
き
る
見
込
み
は

な
い 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

等
の
就
労
を
続
け
る

こ
と
を
希
望 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

等
を
や
め
て
子
育
て

や
家
事
に
専
念
し
た

い 無
回
答 

全体 
274 29 67 141 10 27

100.0 10.6 24.5 51.5 3.6 9.9

０歳 
41 6 1 23 4 7

100.0 14.6 2.4 56.1 9.8 17.1

１歳 
28 5 8 12 1 2

100.0 17.9 28.6 42.9 3.6 7.1

２歳 
41 3 12 23 1 2

100.0 7.3 29.3 56.1 2.4 4.9

３歳 
44 - 22 17 3 2

100.0 - 50.0 38.6 6.8 4.5

４歳 
59 4 10 37 1 7

100.0 6.8 16.9 62.7 1.7 11.9

５歳 
54 10 12 25 - 7

100.0 18.5 22.2 46.3 - 13.0

 

（２）父親 

「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」，「パート・アルバイト等の就労

を続けることを希望」が 2件となっています。 

 

 

問 13 問 11 の（１）または（２）で「５.以前は就労していたが，現在は就労していな

い」または「６.これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。

該当しない方は，問 14 へお進みください。就労したいという希望はありますか。

当てはまる番号１つに○をつけ，該当する  には数字をご記入ください。 

（１）母親 

「1 年より先，一番下の子どもが  歳に

なったころに就労したい」の割合が 43.2％

と最も高く，次いで「子育てや家事などに専

念したい（就労の予定はない）」の割合が

26.1％，「すぐにでも，もしくは１年以内に

就労したい」の割合が 19.6％となっていま

す。 

 

 

  

平成30年度調査
(回答者数 = 479)
平成25年度調査
(回答者数 = 759)

％

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

1 年より先，一番下の子どもが

＿歳になったころに就労したい

すぐにでも，もしくは１年以内に

就労したい

無回答

26.1

43.2

19.6

11.1

29.8

40.8

15.9

13.4

0 20 40 60 80 100
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ア 就労したい時期の一番下の子どもの年齢 

「６歳～７歳」の割合が 40.1％と最も

高く，次いで「４歳～５歳」の割合が21.3％，

「２歳～３歳」の割合が 16.4％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 希望する就労形態 

「フルタイム」の割合が 10.6％，「パー

ト・アルバイト等」の割合が 89.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

イ-１ パート・アルバイト等 １週当たり希望就労日数 

「３日」の割合が 56.0％と最も高く，次

いで「４日」の割合が 21.4％，「２日」の割

合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

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～13歳

14歳～15歳

16歳～17歳

18歳以上

無回答

1.9

16.4

21.3

40.1

8.7

4.3

2.9

0.0

0.0

0.0

4.3

0.6

12.6

19.4

49.0

5.8

5.8

1.9

1.3

0.0

0.0

3.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 207)
平成25年度調査
(回答者数 = 310)

％

フルタイム

パート・アルバイト等

無回答

10.6

89.4

0.0

19.8

80.2

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 94)
平成25年度調査
(回答者数 = 121)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

14.3

56.0

21.4

7.1

0.0

0.0

1.2

2.1

14.4

51.5

20.6

7.2

2.1

0.0

2.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 84)
平成25年度調査
(回答者数 = 97)
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イ-２ パート・アルバイト等 １日当たり希望就労時間 

「４時間」の割合が 41.7％と最も高く，

次いで「５時間」の割合が 38.1％，「６時間」

の割合が 13.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）父親 

「1 年より先，一番下の子どもが  歳になったころに就労したい」が 2件となっています。 

 

 

 

ア 就労したい時期の一番下の子どもの年齢 

「４歳～５歳」が 2件となっています。 

 

 

 

イ 希望する就労形態 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

イ-１ パート・アルバイト等 １週当たり希望就労日数 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

イ-２ パート・アルバイト等 1日当たり希望就労時間 

有効回答がありませんでした。 

  

％

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

無回答

0.0

0.0

4.8

41.7

38.1

13.1

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

6.2

36.1

30.9

15.5

4.1

2.1

5.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 84)
平成25年度調査
(回答者数 = 97)
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５．お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況と意向について 

問 14 すべての方にうかがいます。お子さんは現在，幼稚園や保育所（園）などの「定

期的な教育・保育事業」を利用されていますか。 

「利用している」の割合が 71.3％，「利用し

ていない」の割合が 28.7％となっています。 

 

 

 

 

 

問 14-１～問 14-６は，問 14 で「１．利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

問 14-１ 利用している事業をお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

「認可保育所」の割合が 37.5％と最も高く，

次いで「幼稚園」の割合が 32.0％，「幼稚園の

預かり保育」の割合が 17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「認定こども園（幼稚園部）」「認定こども園（幼稚園部）の預かり保育」「認定こども園（保育所部）」について，平成

25 年度調査では「認定こども園」としているため，比較せずに表記しています。また，「小規模保育事業」は平成 30

年度調査から新たに追加しました。  

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)

％

利用している

利用していない

無回答

71.3

28.7

0.1

63.7

36.1

0.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認可外保育施設（企業主導型

保育施設を含む）

認定こども園（幼稚園部）

認定こども園（幼稚園部）の預

かり保育

認定こども園（保育所部）

認定こども園

（平成25年度調査）

小規模保育事業

家庭的保育事業

事業所内保育事業

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター事

業

障がい児支援施設

その他

無回答

32.0

17.7

37.5

10.9

5.1

3.2

9.2

-

3.1

0.0

0.6

0.5

1.7

1.9

2.4

0.6

46.7

21.1

33.9

12.5

-

-

-

1.3

-

0.2

1.0

0.5

2.5

1.2

2.9

1.7

0 20 40 60 80 100
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【中学校区別】 

中学校区別でみると，山手地区で「幼稚園」，精道地区，潮見地区で「認可保育所」の割合が

最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主

導
型
保
育
施
設
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

の
預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
） 

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
863 276 153 324 94 44 28 79 27 - 5 4 15 16 21 5

100.0 32.0 17.7 37.5 10.9 5.1 3.2 9.2 3.1 - 0.6 0.5 1.7 1.9 2.4 0.6

山手 
282 113 65 95 46 8 2 4 14 - 2 1 8 6 6 2

100.0 40.1 23.0 33.7 16.3 2.8 0.7 1.4 5.0 - 0.7 0.4 2.8 2.1 2.1 0.7

精道 
340 104 60 158 33 10 9 11 10 - 1 2 4 6 12 3

100.0 30.6 17.6 46.5 9.7 2.9 2.6 3.2 2.9 - 0.3 0.6 1.2 1.8 3.5 0.9

潮見 
227 55 25 64 13 26 17 63 3 - 1 1 3 4 3 -

100.0 24.2 11.0 28.2 5.7 11.5 7.5 27.8 1.3 - 0.4 0.4 1.3 1.8 1.3 -

 

【利用している教育・保育事業の実施場所別】 

利用している教育・保育事業の実施場所別でみると，芦屋市内で「認可保育所」の割合が，芦

屋市外で「幼稚園」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主

導
型
保
育
施
設
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

の
預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
）

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
863 276 153 324 94 44 28 79 27 - 5 4 15 16 21 5

100.0 32.0 17.7 37.5 10.9 5.1 3.2 9.2 3.1 - 0.6 0.5 1.7 1.9 2.4 0.6

芦屋市内 
663 188 125 282 53 42 28 64 22 - 2 2 10 13 14 3

100.0 28.4 18.9 42.5 8.0 6.3 4.2 9.7 3.3 - 0.3 0.3 1.5 2.0 2.1 0.5

芦屋市外 
112 72 26 3 31 - - 1 1 - 3 1 1 - 7 1

100.0 64.3 23.2 2.7 27.7 - - 0.9 0.9 - 2.7 0.9 0.9 - 6.3 0.9

 

神戸市 
30 18 6 2 9 - - 1 1 - 1 - - - 2 -

100.0 60.0 20.0 6.7 30.0 - - 3.3 3.3 - 3.3 - - - 6.7 -

西宮市 
55 37 15 1 14 - - - - - - 1 - - 4 1

100.0 67.3 27.3 1.8 25.5 - - - - - - 1.8 - - 7.3 1.8

その他 
4 2 - - 1 - - - - - 1 - - - - -

100.0 50.0 - - 25.0 - - - - - 25.0 - - - - -

※その他：明石市，大東市，吹田市 
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【利用している教育・保育事業への通園手段別】 

利用している教育・保育事業への通園手段別でみると，徒歩で「幼稚園」の割合が，自転車で

「認可保育所」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主
導
型
保
育
施
設
を
含
む
）

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）
の
預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
） 

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
863 276 153 324 94 44 28 79 27 - 5 4 15 16 21 5

100.0 32.0 17.7 37.5 10.9 5.1 3.2 9.2 3.1 - 0.6 0.5 1.7 1.9 2.4 0.6

徒歩 
227 102 69 74 11 15 9 14 8 - - 1 3 4 1 1

100.0 44.9 30.4 32.6 4.8 6.6 4.0 6.2 3.5 - - 0.4 1.3 1.8 0.4 0.4

自転車 
293 62 37 153 16 17 13 31 6 - 1 1 5 5 6 2

100.0 21.2 12.6 52.2 5.5 5.8 4.4 10.6 2.0 - 0.3 0.3 1.7 1.7 2.0 0.7

自動車 
159 32 19 55 34 10 6 16 6 - 3 1 3 3 9 1

100.0 20.1 11.9 34.6 21.4 6.3 3.8 10.1 3.8 - 1.9 0.6 1.9 1.9 5.7 0.6

通園バス 
57 41 10 - 15 1 - - 1 - - - - - 1 -

100.0 71.9 17.5 - 26.3 1.8 - - 1.8 - - - - - 1.8 -

路線バス 
4 - - 3 - - - 1 - - - - - - - -

100.0 - - 75.0 - - - 25.0 - - - - - - - -

電車 
7 4 1 1 3 - - - - - - - - - 1 -

100.0 57.1 14.3 14.3 42.9 - - - - - - - - - 14.3 -

その他 
1 - - - - - - - - - - - - 1 - -

100.0 - - - - - - - - - - - - 100.0 - -
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問 14－２ 平日に定期的に利用している教育・保育事業について，どのくらい利用して

いますか。また，希望としてはどのくらい利用したいですか。 

（１）現在の利用状況 

ア １週当たり利用日数 

「５日」の割合が 84.7％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ １日当たり利用時間 

「10 時間以上」の割合が 22.9％と最も

高く，次いで「５時間～６時間未満」の割

合が 19.1％，「９時間～10 時間」の割合が

14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 利用開始時間 

「９時台」の割合が46.2％と最も高く，

次いで「８時台」の割合が 35.3％，「７時

台」の割合が 10.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.0

2.4

3.5

3.0

84.7

3.0

0.0

2.3

1.3

4.8

5.2

1.4

80.7

4.0

0.0

2.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間以上

無回答

3.5

8.0

19.1

7.0

6.8

13.4

14.5

22.9

4.8

4.8

9.5

29.3

7.5

4.5

7.6

12.0

18.2

6.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)

％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.0

10.4

35.3

46.2

2.9

0.2

0.1

0.5

4.3

0.1

7.5

29.1

52.0

4.3

0.1

0.1

1.0

5.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)
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エ 利用終了時間 

「14 時台」の割合が 24.0％と最も高く，

次いで「18 時台」の割合が 22.1％，「17

時台」の割合が 19.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，０～２歳で「18 時台」の利用割合が，３～５歳で「14 時台」の利

用割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

13
時
前 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

全 体 
863 22 42 207 39 98 166 191 46 2 8 42

100.0 2.5 4.9 24.0 4.5 11.4 19.2 22.1 5.3 0.2 0.9 4.9

０歳 
84 2 - 5 3 22 21 24 2 - 1 4

100.0 2.4 - 6.0 3.6 26.2 25.0 28.6 2.4 - 1.2 4.8

１歳 
97 1 3 5 1 13 32 37 3 - 1 1

100.0 1.0 3.1 5.2 1.0 13.4 33.0 38.1 3.1 - 1.0 1.0

２歳 
147 10 3 16 3 26 31 38 12 2 3 3

100.0 6.8 2.0 10.9 2.0 17.7 21.1 25.9 8.2 1.4 2.0 2.0

３歳 
160 2 7 41 9 16 30 35 10 - 2 8

100.0 1.3 4.4 25.6 5.6 10.0 18.8 21.9 6.3 - 1.3 5.0

４歳 
189 3 16 66 8 14 30 28 11 - - 13

100.0 1.6 8.5 34.9 4.2 7.4 15.9 14.8 5.8 - - 6.9

５歳 
168 4 13 63 13 6 19 29 7 - 1 13

100.0 2.4 7.7 37.5 7.7 3.6 11.3 17.3 4.2 - 0.6 7.7

  

％

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

2.5

4.9

24.0

4.5

11.4

19.2

22.1

5.3

0.2

0.9

4.9

3.9

3.0

38.5

4.5

6.8

14.1

17.2

5.0

0.3

0.0

6.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)
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【中学校区別】 

中学校区別でみると，全ての地区で「14 時台」の利用割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

13
時
前 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

全 体 
863 22 42 207 39 98 166 191 46 2 8 42

100.0 2.5 4.9 24.0 4.5 11.4 19.2 22.1 5.3 0.2 0.9 4.9

山手 
282 12 22 72 8 28 43 65 11 1 4 16

100.0 4.3 7.8 25.5 2.8 9.9 15.2 23.0 3.9 0.4 1.4 5.7

精道 
340 6 14 83 15 41 69 76 21 1 2 12

100.0 1.8 4.1 24.4 4.4 12.1 20.3 22.4 6.2 0.3 0.6 3.5

潮見 
227 3 5 50 15 28 50 48 12 - 2 14

100.0 1.3 2.2 22.0 6.6 12.3 22.0 21.1 5.3 - 0.9 6.2

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイムで「18 時台」の利用割合が，パート・アルバイト等，

未就労で「14 時台」の利用割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

13
時
前 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

全 体 
862 22 42 207 39 98 166 190 46 2 8 42

100.0 2.6 4.9 24.0 4.5 11.4 19.3 22.0 5.3 0.2 0.9 4.9

フルタイム 
363 - 3 8 2 38 103 153 43 2 1 10

100.0 - 0.8 2.2 0.6 10.5 28.4 42.1 11.8 0.6 0.3 2.8

パート・アルバイト等 
250 6 9 62 14 52 55 32 3 - 1 16

100.0 2.4 3.6 24.8 5.6 20.8 22.0 12.8 1.2 - 0.4 6.4

未就労 
239 15 29 133 23 8 8 3 - - 6 14

100.0 6.3 12.1 55.6 9.6 3.3 3.3 1.3 - - 2.5 5.9
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（２）利用希望  

ア １週当たり利用希望日数 

「５日」の割合が 55.5％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ １日当たり利用希望時間 

「10 時間以上」の割合が 19.2％と最も

高く，次いで「９時間～10 時間未満」の

割合が 10.8％，「６時間～７時間未満」の

割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 利用希望開始時間 

「９時台」の割合が27.8％と最も高く，

次いで「８時台」の割合が 25.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.2

1.0

2.3

1.9

55.5

5.4

0.3

33.3

0.2

1.5

4.6

1.4

62.4

5.8

0.2

23.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間以上

無回答

0.9

1.2

5.1

10.5

7.8

9.4

10.8

19.2

35.1

1.5

2.3

8.9

14.9

9.8

9.5

7.7

18.2

27.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)

％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.1

7.6

25.8

27.8

1.9

0.2

0.0

0.2

36.3

0.2

7.6

22.3

38.2

2.5

0.0

0.2

0.3

28.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)
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エ 利用希望終了時間 

「18 時台」の割合が 17.7％と最も高く，

次いで「17 時台」の割合が 14.3％，「15

時台」の割合が 11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，０歳～３歳で「18 時台」の希望割合が，４歳，５歳で「15 時台」

の希望割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

13
時
前 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

全 体 
863 - 5 43 99 71 123 153 44 11 2 312

100.0 - 0.6 5.0 11.5 8.2 14.3 17.7 5.1 1.3 0.2 36.2

０歳 
84 - - 1 4 9 11 15 4 1 - 39

100.0 - - 1.2 4.8 10.7 13.1 17.9 4.8 1.2 - 46.4

１歳 
97 - - 3 - 7 17 30 6 - - 34

100.0 - - 3.1 - 7.2 17.5 30.9 6.2 - - 35.1

２歳 
147 - 3 7 10 11 27 30 12 1 - 46

100.0 - 2.0 4.8 6.8 7.5 18.4 20.4 8.2 0.7 - 31.3

３歳 
160 - - 9 20 17 22 29 6 5 2 50

100.0 - - 5.6 12.5 10.6 13.8 18.1 3.8 3.1 1.3 31.3

４歳 
189 - - 11 34 9 28 23 10 4 - 70

100.0 - - 5.8 18.0 4.8 14.8 12.2 5.3 2.1 - 37.0

５歳 
168 - 2 11 30 15 15 25 5 - - 65

100.0 - 1.2 6.5 17.9 8.9 8.9 14.9 3.0 - - 38.7

  

％

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

0.0

0.6

5.0

11.5

8.2

14.3

17.7

5.1

1.3

0.2

36.2

1.0

0.7

10.2

14.3

10.9

12.7

12.4

6.8

2.2

0.2

28.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)
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【中学校区別】 

中学校区別でみると，全ての地区で「18 時台」の希望割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

13
時
前 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

全 体 
863 - 5 43 99 71 123 153 44 11 2 312

100.0 - 0.6 5.0 11.5 8.2 14.3 17.7 5.1 1.3 0.2 36.2

山手 
282 - 3 13 34 19 35 51 17 1 - 109

100.0 - 1.1 4.6 12.1 6.7 12.4 18.1 6.0 0.4 - 38.7

精道 
340 - 1 18 39 33 51 56 16 5 1 120

100.0 - 0.3 5.3 11.5 9.7 15.0 16.5 4.7 1.5 0.3 35.3

潮見 
227 - - 12 25 18 34 43 10 5 1 79

100.0 - - 5.3 11.0 7.9 15.0 18.9 4.4 2.2 0.4 34.8

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイムで「18 時台」の希望割合が，パート・アルバイト等で

「17 時台」の希望割合が，未就労で「15 時台」の希望割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

13
時
前 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

全 体 
862 - 5 43 99 71 123 152 44 11 2 312

100.0 - 0.6 5.0 11.5 8.2 14.3 17.6 5.1 1.3 0.2 36.2

フルタイム 
363 - 1 1 5 10 54 115 40 11 - 126

100.0 - 0.3 0.3 1.4 2.8 14.9 31.7 11.0 3.0 - 34.7

パート・アルバイト等 
250 - - 11 25 35 54 33 4 - - 88

100.0 - - 4.4 10.0 14.0 21.6 13.2 1.6 - - 35.2

未就労 
239 - 4 28 69 26 15 2 - - 2 93

100.0 - 1.7 11.7 28.9 10.9 6.3 0.8 - - 0.8 38.9
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問 14－３ 問 14-１で「２.幼稚園の預かり保育」または「６．認定こども園（幼稚園部）

の預かり保育」に○をつけた方にうかがいます。どのくらい利用していますか。 

（１）１週当たり利用日数 

「１日」の割合が 38.9％と最も高く，次

いで「２日」の割合が 18.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）１日当たり利用時間 

「４時間未満」の割合が 58.3％と最も高

く，次いで「４時間～５時間未満」の割合が

26.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用開始時間 

「13 時以降」の割合が 47.2％と最も高く，

次いで「12 時台」の割合が 27.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

3.9

0.0

1.1

1.1

0.0

1.7

27.2

47.2

17.8

0.0

0.0

1.6

0.5

0.0

2.7

36.1

39.3

19.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 180)
平成25年度調査
(回答者数 = 183)

平成30年度調査
(回答者数 = 180)
平成25年度調査
(回答者数 = 183)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

38.9

18.3

8.3

3.3

8.3

0.0

0.0

22.8

48.6

18.6

9.8

2.7

2.2

0.0

0.0

18.0

0 20 40 60 80 100

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間以上

無回答

58.3

26.1

1.7

1.1

0.6

0.6

0.6

0.0

11.1

49.2

31.7

3.3

0.0

0.5

1.1

0.0

0.0

14.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 180)
平成25年度調査
(回答者数 = 183)
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（４）利用終了時間 

「16 時台」の割合が 56.1％と最も高く，

次いで「17 時台」の割合が 16.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14－４ 現在，利用している教育・保育事業の実施場所についてうかがいます。 

当てはまる番号どちらかに○をつけてください。 

「芦屋市内」の割合が76.8％，「芦屋市外」

の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

問 14－５ 現在，利用している教育・保育事業の実施場所へ通う主な手段についてうか

がいます。主な手段を１つ選んで○をつけてください。 

「自転車」の割合が 34.0％と最も高く，

次いで「徒歩」の割合が 26.3％，「自動車」

の割合が 18.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

0.0

1.7

1.7

5.0

56.1

16.7

2.2

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

2.2

4.9

69.4

4.4

0.5

0.0

0.0

0.0

18.6

0 20 40 60 80 100

％

芦屋市内

芦屋市外

無回答

76.8

13.2

10.0

78.5

15.1

6.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)

％

徒歩

自転車

自動車

通園バス

路線バス

電車

その他

無回答

26.3

34.0

18.4

6.6

0.5

0.8

0.1

13.3

41.9

21.6

20.1

7.6

1.2

0.6

0.5

6.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)

平成30年度調査
(回答者数 = 180)
平成25年度調査
(回答者数 = 183)
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問 14－６ 平日に定期的に教育・保育事業を利用されている理由についてうかがいます。

主な理由として当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子育てをしている方が現在就労してい

る」の割合が 54.9％と最も高く，次いで「子

どもの教育や発達のため」の割合が 54.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14－７ 問 14 で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。利用してい

ない理由は何ですか。理由として当てはまる番号すべてに○をつけてくださ

い。 

「子育てしている方が在宅している」の割

合が 65.1％と最も高く，次いで「子どもが  

歳くらいになったら利用しようと考えてい

る」の割合が 34.3％，「利用したいが，空き

がない」の割合が 16.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「子育てしている方が在宅している」について，平成 25 年度調査では「利用する必要がない」としているため，比較

せずに表記しています。  

％

子育てしている方が在宅している

利用する必要がない

（平成25年度調査）

子どもの祖父母や親戚の人がみ
ている

近所の人や父母の友人・知人が
みている

利用したいが，空きがない

利用したいが，経済的な理由で利

用できない

利用したいが，延長・夜間等の時

間帯の条件が合わない

利用したいが，事業の質や場所な

ど，納得できる事業がない

子どもが＿歳くらいになったら利

用しようと考えている

その他

無回答

65.1

-

7.2

0.3

16.4

6.1

0.6

3.7

34.3

8.1

1.4

-

42.9

7.1

0.2

11.6

10.4

0.6

3.7

39.4

10.0

3.9

0 20 40 60 80 100

％

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予定

である／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に病気や障
がいがある

子育てをしている方が学生であ

る

その他

無回答

54.7

54.9

1.7

0.6

0.6

0.3

2.5

8.5

61.2

43.4

1.8

1.0

0.9

0.1

2.3

5.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)

平成30年度調査
(回答者数 = 347)
平成25年度調査
(回答者数 = 490)
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（１）教育・保育サービスを利用したい子どもの年齢 

「３歳」の割合が 40.3％と最も高く，次

いで「４歳」の割合が 25.2％，「１歳」の割

合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

「利用したいが，空きがない」に着目して，子どもの年齢別にみると，０歳が最も高くなって

います。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
し
て
い
る
方
が
在
宅
し
て 

い
る 

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親
戚
の
人
が 

み
て
い
る 

近
所
の
人
や
父
母
の
友
人
・
知
人
が

み
て
い
る 

利
用
し
た
い
が
，
空
き
が
な
い 

利
用
し
た
い
が
，
経
済
的
な
理
由
で

利
用
で
き
な
い 

利
用
し
た
い
が
，
延
長
・
夜
間
等
の

時
間
帯
の
条
件
が
合
わ
な
い 

利
用
し
た
い
が
，
事
業
の
質
や 

場
所
な
ど
，
納
得
で
き
る
事
業
が 

な
い 

子
ど
も
が 

 
 

歳
く
ら
い
に 

な
っ
た
ら
利
用
し
よ
う
と
考
え
て 

い
る 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
347 226 25 1 57 21 2 13 119 28 5

100.0 65.1 7.2 0.3 16.4 6.1 0.6 3.7 34.3 8.1 1.4

０歳 
182 115 9 - 35 9 1 8 60 13 5

100.0 63.2 4.9 - 19.2 4.9 0.5 4.4 33.0 7.1 2.7

１歳 
68 40 9 1 10 6 - 1 30 5 -

100.0 58.8 13.2 1.5 14.7 8.8 - 1.5 44.1 7.4 -

２歳 
59 46 3 - 7 2 1 2 17 7 -

100.0 78.0 5.1 - 11.9 3.4 1.7 3.4 28.8 11.9 -

３歳 
26 19 2 - 4 4 - 2 7 3 -

100.0 73.1 7.7 - 15.4 15.4 - 7.7 26.9 11.5 -

４歳 
2 1 - - - - - - 1 - -

100.0 50.0 - - - - - - 50.0 - -

５歳 
1 - 1 - - - - - - - -

100.0 - 100.0 - - - - - - - -

 

  

％

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

14.3

12.6

40.3

25.2

5.0

2.5

0.0

23.3

6.2

31.6

30.1

7.3

0.0

1.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 119)
平成25年度調査
(回答者数 = 193)
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【中学校区別】 

「利用したいが，空きがない」に着目して，中学校区別にみると，潮見地区が最も高くなって

います。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数

子
育
て
し
て
い
る
方
が
在
宅
し
て
い
る

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親
戚
の
人
が

み
て
い
る

近
所
の
人
や
父
母
の
友
人
・
知
人
が

み
て
い
る

利
用
し
た
い
が
，
空
き
が
な
い

利
用
し
た
い
が
，
経
済
的
な
理
由
で

利
用
で
き
な
い

利
用
し
た
い
が
，
延
長
・
夜
間
等
の

時
間
帯
の
条
件
が
合
わ
な
い

利
用
し
た
い
が
，
事
業
の
質
や

場
所
な
ど
，
納
得
で
き
る
事
業
が
な
い

子
ど
も
が 

 
 

歳
く
ら
い
に

な
っ
た
ら
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る

そ
の
他

無
回
答

全 体 
347 226 25 1 57 21 2 13 119 28 5

100.0 65.1 7.2 0.3 16.4 6.1 0.6 3.7 34.3 8.1 1.4

山手 
119 87 8 - 13 5 - 7 39 9 1

100.0 73.1 6.7 - 10.9 4.2 - 5.9 32.8 7.6 0.8

精道 
122 80 7 - 22 9 1 3 42 11 1

100.0 65.6 5.7 - 18.0 7.4 0.8 2.5 34.4 9.0 0.8

潮見 
98 55 10 1 22 7 1 3 35 8 2

100.0 56.1 10.2 1.0 22.4 7.1 1.0 3.1 35.7 8.2 2.0

【母親の就労状況別】 

「利用したいが，空きがない」に着目して，母親の就労状況別でみると，フルタイムが最も高

くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数

子
育
て
し
て
い
る
方
が
在
宅
し
て
い
る

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親
戚
の
人
が

み
て
い
る

近
所
の
人
や
父
母
の
友
人
・
知
人
が

み
て
い
る

利
用
し
た
い
が
，
空
き
が
な
い

利
用
し
た
い
が
，
経
済
的
な
理
由
で

利
用
で
き
な
い

利
用
し
た
い
が
，
延
長
・
夜
間
等
の

時
間
帯
の
条
件
が
合
わ
な
い

利
用
し
た
い
が
，
事
業
の
質
や

場
所
な
ど
，
納
得
で
き
る
事
業
が
な
い

子
ど
も
が 

 
 

歳
く
ら
い
に

な
っ
た
ら
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る

そ
の
他

無
回
答

全 体 
347 226 25 1 57 21 2 13 119 28 5

100.0 65.1 7.2 0.3 16.4 6.1 0.6 3.7 34.3 8.1 1.4

フルタイム
80 39 8 1 25 4 - 3 20 9 1

100.0 48.8 10.0 1.3 31.3 5.0 - 3.8 25.0 11.3 1.3

パート・アルバイト等 
24 11 6 - 3 1 - - 14 1 1

100.0 45.8 25.0 - 12.5 4.2 - - 58.3 4.2 4.2

未就労 
239 174 11 - 28 16 2 10 84 17 3

100.0 72.8 4.6 - 11.7 6.7 0.8 4.2 35.1 7.1 1.3
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問 15 すべての方にうかがいます。現在，利用している，利用していないにかかわらず，

お子さんの平日の教育・保育事業として，「定期的に」利用したいと考える事業を

お答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。なお，これらの

事業の利用には，一定の利用料（別紙参照）が発生します。 

（今後無償化が検討されているものもあります。） 

「幼稚園」の割合が 54.0％と最も高く，次

いで「認可保育所」の割合が 44.5％，「幼稚園

の預かり保育」の割合が 40.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「認定こども園（幼稚園部）」「認定こども園（幼稚園部）の預かり保育」「認定こども園（保育所部）」について，平成

25 年度調査では「認定こども園」としているため，比較せずに表記しています。また，「小規模保育事業」は平成 30

年度調査から新たに追加しました。  

％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認可外保育施設（企業主導型

保育施設を含む）

認定こども園（幼稚園部）

認定こども園（幼稚園部）の預
かり保育

認定こども園（保育所部）

認定こども園

（平成25年度調査）

小規模保育事業

家庭的保育事業

事業所内保育事業

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター事

業

障がい児支援施設

その他

無回答

54.0

40.0

44.5

10.5

22.0

20.1

24.5

-

5.3

2.1

3.3

8.2

13.3

1.4

2.0

1.6

64.5

47.4

38.6

7.7

-

-

-

18.9

-

2.8

6.2

6.3

11.3

1.2

1.8

2.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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【定期的な教育・保育事業の利用の有無別】 

定期的な教育・保育事業の利用の有無別でみると，「利用している」，「利用していない」の両

方で「幼稚園」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主
導
型 

保
育
施
設
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）
の 

預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
） 

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・ 

セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
1,211 654 484 539 127 267 243 297 64 25 40 99 161 17 24 19

100.0 54.0 40.0 44.5 10.5 22.0 20.1 24.5 5.3 2.1 3.3 8.2 13.3 1.4 2.0 1.6

利用して
いる 

863 418 332 410 90 136 135 200 39 16 25 81 123 17 16 13

100.0 48.4 38.5 47.5 10.4 15.8 15.6 23.2 4.5 1.9 2.9 9.4 14.3 2.0 1.9 1.5

利用して
いない 

347 236 152 129 37 131 108 97 25 9 15 18 38 - 8 5

100.0 68.0 43.8 37.2 10.7 37.8 31.1 28.0 7.2 2.6 4.3 5.2 11.0 - 2.3 1.4

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，０歳，２歳で「認可保育所」の割合が，１歳，３歳～５歳で「幼稚

園」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主

導
型
保
育
施
設
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

の
預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
）

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
1,211 654 484 539 127 267 243 297 64 25 40 99 161 17 24 19

100.0 54.0 40.0 44.5 10.5 22.0 20.1 24.5 5.3 2.1 3.3 8.2 13.3 1.4 2.0 1.6

０歳 
267 134 79 149 38 75 57 94 23 8 18 22 36 - 6 4

100.0 50.2 29.6 55.8 14.2 28.1 21.3 35.2 8.6 3.0 6.7 8.2 13.5 - 2.2 1.5

１歳 
165 83 59 80 25 47 43 53 13 2 4 15 18 1 1 3

100.0 50.3 35.8 48.5 15.2 28.5 26.1 32.1 7.9 1.2 2.4 9.1 10.9 0.6 0.6 1.8

２歳 
206 96 69 98 22 53 52 61 8 3 5 21 25 3 4 3

100.0 46.6 33.5 47.6 10.7 25.7 25.2 29.6 3.9 1.5 2.4 10.2 12.1 1.5 1.9 1.5

３歳 
186 94 77 84 19 42 37 46 10 8 7 23 39 5 6 -

100.0 50.5 41.4 45.2 10.2 22.6 19.9 24.7 5.4 4.3 3.8 12.4 21.0 2.7 3.2 -

４歳 
191 115 89 67 9 22 23 21 4 - 1 8 21 5 5 4

100.0 60.2 46.6 35.1 4.7 11.5 12.0 11.0 2.1 - 0.5 4.2 11.0 2.6 2.6 2.1

５歳 
169 119 99 55 13 23 24 19 5 3 5 7 20 3 - 3

100.0 70.4 58.6 32.5 7.7 13.6 14.2 11.2 3.0 1.8 3.0 4.1 11.8 1.8 - 1.8
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【中学校区別】 

中学校区別でみると，山手地区で「幼稚園」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主

導
型
保
育
施
設
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

の
預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
） 

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
1,211 654 484 539 127 267 243 297 64 25 40 99 161 17 24 19

100.0 54.0 40.0 44.5 10.5 22.0 20.1 24.5 5.3 2.1 3.3 8.2 13.3 1.4 2.0 1.6

山手 
401 243 186 159 62 65 63 58 28 9 16 38 55 4 4 5

100.0 60.6 46.4 39.7 15.5 16.2 15.7 14.5 7.0 2.2 4.0 9.5 13.7 1.0 1.0 1.2

精道 
462 242 179 234 41 102 90 122 23 6 14 31 66 8 12 7

100.0 52.4 38.7 50.6 8.9 22.1 19.5 26.4 5.0 1.3 3.0 6.7 14.3 1.7 2.6 1.5

潮見 
326 159 111 137 22 98 88 115 13 8 10 26 36 5 7 7

100.0 48.8 34.0 42.0 6.7 30.1 27.0 35.3 4.0 2.5 3.1 8.0 11.0 1.5 2.1 2.1

 

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイムで「認可保育所」の割合が，未就労で「幼稚園」の割

合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主

導
型
保
育
施
設
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

の
預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
）

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
1,210 654 484 538 127 267 243 297 64 25 40 99 161 17 24 19

100.0 54.0 40.0 44.5 10.5 22.1 20.1 24.5 5.3 2.1 3.3 8.2 13.3 1.4 2.0 1.6

フ ル タ イ
ム 

443 93 72 347 57 41 43 165 29 8 16 46 76 － 5 6

100.0 21.0 16.3 78.3 12.9 9.3 9.7 37.2 6.5 1.8 3.6 10.4 17.2 － 1.1 1.4

パート・ア
ルバ イ ト
等 

274 159 132 109 32 68 66 71 13 7 9 23 35 6 8 6

100.0 58.0 48.2 39.8 11.7 24.8 24.1 25.9 4.7 2.6 3.3 8.4 12.8 2.2 2.9 2.2

未就労 
479 392 271 79 35 155 130 60 22 10 15 30 48 11 11 7

100.0 81.8 56.6 16.5 7.3 32.4 27.1 12.5 4.6 2.1 3.1 6.3 10.0 2.3 2.3 1.5
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【パート・アルバイト等の母親のフルタイムへの転換希望別】 

パート・アルバイト等の母親のフルタイムへの転換希望別にみると，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で「認可保育所」の割合が，それ以外の区分で「幼稚園」の割

合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主

導
型
保
育
施
設
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）

の
預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
）

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 

274 159 132 109 32 68 66 71 13 7 9 23 35 6 8 6

100.0 58.0 48.2 39.8 11.7 24.8 24.1 25.9 4.7 2.6 3.3 8.4 12.8 2.2 2.9 2.2

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 

29 13 10 20 2 7 6 11 1 - 4 1 4 1 - -

100.0 44.8 34.5 69.0 6.9 24.1 20.7 37.9 3.4 - 13.8 3.4 13.8 3.4 - -

フルタイムへの
転換希望はある
が，実現できる
見込みはない 

67 35 31 29 9 12 11 16 6 4 3 9 9 2 4 1

100.0 52.2 46.3 43.3 13.4 17.9 16.4 23.9 9.0 6.0 4.5 13.4 13.4 3.0 6.0 1.5

パート・アルバイ
ト等の就労を続
けることを希望 

141 90 80 49 18 41 40 35 4 1 1 7 15 3 1 4

100.0 63.8 56.7 34.8 12.8 29.1 28.4 24.8 2.8 0.7 0.7 5.0 10.6 2.1 0.7 2.8

パート・アルバ
イト等をやめて
子育てや家事
に専念したい 

10 7 3 4 2 3 3 4 1 1 1 2 4 - 1 -

100.0 70.0 30.0 40.0 20.0 30.0 30.0 40.0 10.0 10.0 10.0 20.0 40.0 - 10.0 -
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【未就労の母親の就労希望別】 

未就労の母親の就労希望別でみると，全ての区分で，「幼稚園」の割合が最も高くなっていま

す。   

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主
導
型

保
育
施
設
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）
の

預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
） 

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・ 

セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 

479 392 271 79 35 155 130 60 22 10 15 30 48 11 11 7

100.0 81.8 56.6 16.5 7.3 32.4 27.1 12.5 4.6 2.1 3.1 6.3 10.0 2.3 2.3 1.5

子育てや家事
などに専念し
たい（就労の
予定はない） 

125 101 59 6 10 29 19 6 4 - 1 9 12 3 3 3

100.0 80.8 47.2 4.8 8.0 23.2 15.2 4.8 3.2 - 0.8 7.2 9.6 2.4 2.4 2.4

1 年より先，
一番下の子ど
もが  歳にな
ったころに就
労したい 

207 174 123 36 15 77 63 24 9 5 7 12 23 4 7 -

100.0 84.1 59.4 17.4 7.2 37.2 30.4 11.6 4.3 2.4 3.4 5.8 11.1 1.9 3.4 -

すぐにでも，も
しくは１年以内
に就労したい 

94 73 61 29 7 34 35 25 5 3 4 3 7 3 - 2

100.0 77.7 64.9 30.9 7.4 36.2 37.2 26.6 5.3 3.2 4.3 3.2 7.4 3.2 - 2.1
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【利用している定期的な教育・保育事業別】 

利用している定期的な教育・保育事業別でみると，現在「幼稚園」，「認可保育所」，「認定こど

も園（保育所部）」を利用している人は，利用希望も同一の施設を回答している割合が８割を超

えています。また，「認可外保育施設（企業主導型保育施設を含む）」を利用している人は，希望

も同一施設の割合が最も高くなっている一方で，「幼稚園」，「認可保育所」の希望割合も高くな

っています。 

     （単位）上段：件，下段：％ 

区分 

希望している定期的な教育・保育事業 

有
効
回
答
数 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
可
外
保
育
施
設
（
企
業
主
導
型
保
育
施
設
を
含
む
）

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）
の
預
か
り
保
育 

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
） 

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
事
業 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

利
用
し
て
い
る
定
期
的
な
教
育
・
保
育
事
業 

幼稚園 
276 254 200 27 9 38 44 17 9 4 7 13 15 7 1 4

100.0 92.0 72.5 9.8 3.3 13.8 15.9 6.2 3.3 1.4 2.5 4.7 5.4 2.5 0.4 1.4

幼稚園の預かり保育 
153 144 143 16 4 26 29 12 8 4 6 9 7 6 1 1

100.0 94.1 93.5 10.5 2.6 17.0 19.0 7.8 5.2 2.6 3.9 5.9 4.6 3.9 0.7 0.7

認可保育所 
324 52 41 285 24 17 19 74 8 5 8 32 66 2 5 5

100.0 16.0 12.7 88.0 7.4 5.2 5.9 22.8 2.5 1.5 2.5 9.9 20.4 0.6 1.5 1.5

認可外保育施設（企業主導
型保育施設を含む） 

94 45 39 42 51 18 22 25 9 3 5 14 16 - 1 1

100.0 47.9 41.5 44.7 54.3 19.1 23.4 26.6 9.6 3.2 5.3 14.9 17.0 - 1.1 1.1

認定こども園（幼稚園部） 
44 26 19 6 2 32 26 8 - - - 4 9 1 - 1

100.0 59.1 43.2 13.6 4.5 72.7 59.1 18.2 - - - 9.1 20.5 2.3 - 2.3

認定こども園（幼稚園部）の
預かり保育 

28 16 14 6 3 21 21 6 - - - 3 7 1 - 1

100.0 57.1 50.0 21.4 10.7 75.0 75.0 21.4 - - - 10.7 25.0 3.6 - 3.6

認定こども園（保育所部） 
79 14 10 33 4 13 11 67 3 2 2 11 9 - 3 2

100.0 17.7 12.7 41.8 5.1 16.5 13.9 84.8 3.8 2.5 2.5 13.9 11.4 - 3.8 2.5

小規模保育事業 
27 12 12 14 1 6 5 8 10 1 2 1 2 - 1 -

100.0 44.4 44.4 51.9 3.7 22.2 18.5 29.6 37.0 3.7 7.4 3.7 7.4 - 3.7 -

家庭的保育事業 
- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

事業所内保育事業 
5 3 3 2 1 4 3 2 2 1 2 4 1 - - -

100.0 60.0 60.0 40.0 20.0 80.0 60.0 40.0 40.0 20.0 40.0 80.0 20.0 - - -

ベビーシッター 
4 2 2 1 - - - 1 - - - 3 1 2 - -

100.0 50.0 50.0 25.0 - - - 25.0 - - - 75.0 25.0 50.0 - -

ファミリー・サポート・ 
センター事業 

15 6 4 8 2 3 2 6 2 1 1 3 11 - 2 -

100.0 40.0 26.7 53.3 13.3 20.0 13.3 40.0 13.3 6.7 6.7 20.0 73.3 - 13.3 -

障がい児支援施設 
16 12 12 1 1 3 4 2 2 - - 3 3 14 - -

100.0 75.0 75.0 6.3 6.3 18.8 25.0 12.5 12.5 - - 18.8 18.8 87.5 - -

その他 
21 14 8 9 2 8 5 7 1 1 - 3 5 - 6 -

100.0 66.7 38.1 42.9 9.5 38.1 23.8 33.3 4.8 4.8 - 14.3 23.8 - 28.6 -
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問 15－１ すべての方にうかがいます。教育・保育事業を利用したい場所についてうか

がいます。 

「芦屋市内」の割合が85.5％と最も高く，

次いで「どちらでもよい」の割合が 11.6％

となっています。 

 

 

 

 

問 15－２ 問 15 で「１.幼稚園」または「２.幼稚園の預かり保育」に○をつけ，かつ３,

４,７～14 にも○をつけた方にうかがいます。特に幼稚園（幼稚園の預かり保

育をあわせて利用する場合を含む）の利用を強く希望しますか。 

当てはまる番号に○をつけてください。 

「はい」の割合が 65.6％，「いいえ」の割

合が 30.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校区別】 

中学校区別でみると，山手地区で「はい」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全体 
294 193 89 12

100.0 65.6 30.3 4.1

山手 
111 80 29 2

100.0 72.1 26.1 1.8

精道 
115 68 40 7

100.0 59.1 34.8 6.1

潮見 
66 43 20 3

100.0 65.2 30.3 4.5

 

  

回答者数 = 294 ％

はい

いいえ

無回答

65.6

30.3

4.1

0 20 40 60 80 100

％

芦屋市内

芦屋市外

どちらでもよい

無回答

85.5

1.7

11.6

1.2

84.5

1.8

10.7

3.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，パート・アルバイト等，未就労で「はい」の割合が高くなってい

ます。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全体 
294 193 89 12

100.0 65.6 30.3 4.1

フルタイム 
86 43 40 3

100.0 50.0 46.5 3.5

パート・アルバイト等 
81 54 22 5

100.0 66.7 27.2 6.2

未就労 
123 93 26 4

100.0 75.6 21.1 3.3

 

 

問 15－３ 問 15 で「５．認定こども園（幼稚園部）」または「６．認定こども園（幼稚

園部）の預かり保育」に○をつけ，かつ３,４,７～14 にも○をつけた方にうか

がいます。特に認定こども園（幼稚園部）（預かり保育をあわせて利用する場

合を含む）の利用を強く希望しますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

「はい」の割合が 56.5％，「いいえ」の割

合が 34.9％となっています。 

 

 

 

【中学校区別】 

中学校区別でみると，精道地区，潮見地区で「はい」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全体 
186 105 65 16

100.0 56.5 34.9 8.6

山手 
52 24 22 6

100.0 46.2 42.3 11.5

精道 
73 45 21 7

100.0 61.6 28.8 9.6

潮見 
60 36 21 3

100.0 60.0 35.0 5.0

 

  

回答者数 = 186 ％

はい

いいえ

無回答

56.5

34.9

8.6

0 20 40 60 80 100
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，パート・アルバイト等で「はい」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

  

区分 

有
効
回
答
数 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全体 
186 105 65 16

100.0 56.5 34.9 8.6

フルタイム 
50 28 17 5

100.0 56.0 34.0 10.0

パート・アルバイト等 
50 30 16 4

100.0 60.0 32.0 8.0

未就労 
83 46 31 6

100.0 55.4 37.3 7.2
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問 15－４ すべての方にうかがいます。今後，新たに教育・保育事業を選ぶことを想定

した場合，重視することはどのようなことですか。当てはまる番号３つまで○

をつけてください。 

「教育・保育者の質が高い」の割合が

40.6％と最も高く，次いで「教育・保育の内

容や方針が希望に合う」の割合が36.3％，「自

宅から距離が近い」の割合が 29.5％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「親が運営・行事などに関わる機会が少ない」について， 

平成 25 年度調査では，「親が運営・行事などに関わる機会 

が多い」としているため，比較せずに表記しています。 

％

教育・保育の内容や方針が希

望に合う

教育・保育者の質が高い

保育に伴うサービス（預かり時

間・バス送迎・課外教室等）が

充実している

施設や設備が充実している

食育及び給食の提供の考え方

が合う

園庭が広い

保育時間が利用希望に合う

認可されている施設である

保育料が適正である

親の負担の程度が軽い

親が運営・行事などに関わる機

会が少ない

親が運営・行事などに関わる機

会が多い（平成25年度調査）

自宅から距離が近い

利用する駅や職場からの距離

が近い

家族や知り合いが通っている

（通っていた）

近所や知人の評判がよい

公立である

私立である

特別な支援が必要な子どもの

受け入れ態勢が充実している

小学校や地域と積極的に連携

している

その他

無回答

36.3

40.6

19.4

11.1

14.4

10.1

19.7

11.1

9.8

7.7

2.1

－

29.5

3.1

1.1

3.7

2.7

0.2

1.6

5.6

0.6

26.9

51.9

40.0

21.8

13.0

25.0

16.9

22.2

8.4

22.9

8.5

－

0.1

27.1

3.0

0.8

3.5

4.6

0.4

1.3

5.6

0.4

5.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)

平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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６．お子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業の利

用希望について 

問 16 すべての方にうかがいます。お子さんについて，土曜日と日曜日・祝日に，定期

的な教育・保育事業の利用希望はありますか。 

（１）土曜日 

「利用する必要はない」の割合が 61.5％

と最も高く，次いで「月に１～２回は利用し

たい」の割合が 28.7％となっています。 

 

 

 

 

 

ア 利用希望開始時間 

「９時台」の割合が44.4％と最も高く，

次いで「９時前」の割合が 40.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用希望終了時間 

「16 時前」，「17 時台」の割合が 27.8％

と最も高く，次いで「18 時以降」の割合

が 24.9％となっています。 

 

 

 

 

  

％

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

61.5

8.8

28.7

1.1

67.1

6.5

24.7

1.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

％

９時前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

40.8

44.4

6.6

0.4

0.0

0.7

0.7

6.4

31.7

44.4

12.1

0.2

0.9

1.4

0.2

9.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 453)
平成25年度調査
(回答者数 = 423)

％

16時前

16時台

17時台

18時以降

無回答

27.8

13.0

27.8

24.9

6.4

25.3

15.6

22.7

27.4

9.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 453)
平成25年度調査
(回答者数 = 423)
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（２）日曜日・祝日  

「利用する必要はない」の割合が 77.2％

と最も高く，次いで「月に１～２回は利用し

たい」の割合が 17.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

ア 利用希望開始時間 

「９時台」の割合が43.4％と最も高く，

次いで「９時前」の割合が 39.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用希望終了時間 

「18 時以降」の割合が 32.2％と最も高

く，次いで「17 時台」の割合が 28.1％，

「16 時前」の割合が 21.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

77.2

2.5

17.5

2.8

80.8

2.0

13.1

4.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

％

９時前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

39.7

43.4

8.3

0.4

0.0

0.8

0.4

7.0

35.6

39.5

10.7

0.5

1.5

1.0

0.5

10.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 242)
平成25年度調査
(回答者数 = 205)

％

16時前

16時台

17時台

18時以降

無回答

21.1

11.6

28.1

32.2

7.0

16.1

15.1

22.4

35.6

10.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 242)
平成25年度調査
(回答者数 = 205)
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問 16－１ 問 16 の（１）または（２）で，「３.月に１～２回は利用したい」に○をつけ

た方にうかがいます。毎週ではなく，月に数日利用したい理由は何ですか。 

当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「月に数回仕事が入るため」の割合が

61.8％と最も高く，次いで「平日に済ませら

れない用事をまとめて済ませるため」の割合

が 40.1％，「リフレッシュのため」の割合が

29.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 17 「幼稚園」または「認定こども園（幼稚園部）」を利用されている方にうかがいま

す。お子さんについて，夏休み・冬休みなど長期休暇中の教育・保育事業の利用を

希望しますか。該当する番号に○をつけ,該当する  には数字をご記入ください。 

「休みの期間中，週に数日利用したい」の

割合が 59.2％と最も高く，次いで「利用す

る必要はない」の割合が 20.7％，「休みの期

間中，ほぼ毎日利用したい」の割合が 11.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

（１）利用希望開始時間 

「９時台」の割合が 72.2％と最も高く，

次いで「９時前」の割合が 20.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成30年度調査
(回答者数 = 227)
平成25年度調査
(回答者数 = 257)

％

９時前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

20.7

72.2

1.8

0.4

0.0

0.4

0.4

4.0

12.8

72.4

6.6

0.0

0.0

0.8

0.0

7.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 319)
平成25年度調査
(回答者数 = 404)

％

利用する必要はない

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

20.7

11.9

59.2

8.2

34.2

6.2

57.4

2.2

0 20 40 60 80 100

％

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

リフレッシュのため

その他

無回答

61.8

40.1

2.7

29.7

9.2

2.2

49.2

39.5

4.0

36.8

13.2

2.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 401)
平成25年度調査
(回答者数 = 372)
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（２）利用希望終了時間 

「16 時前」の割合が 42.3％と最も高く，

次いで「16 時台」の割合が 28.6％，「17 時

台」の割合が 18.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 17－１ 問 17 で，「３．休みの期間中，週に数日利用したい」に○をつけた方にうか

がいます。毎日ではなく，週に数日利用したい理由は何ですか。 

当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「買い物等の用事をまとめて済ませるた

め」の割合が 60.3％と最も高く，次いで「リ

フレッシュのため」の割合が 47.1％，「週に

数回仕事が入るため」の割合が 42.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

７．お子さんの病気の際の対応について（平日の教育・保育を利用する方の

み） 

問 18 問 14 で現在，幼稚園や保育所（園）などの「定期的な教育・保育事業」を「１．

利用している」に○をつけた方にうかがいます。この１年間に，お子さんが病気

やけがで通常の教育・保育事業が利用できなかったことはありますか。 

「あった」の割合が 76.9％，「なかった」

の割合が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

  

平成30年度調査
(回答者数 = 189)
平成25年度調査
(回答者数 = 232)

％

週に数回仕事が入るため

買い物等の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

リフレッシュのため

その他

無回答

42.9

60.3

6.3

47.1

15.3

1.1

28.0

57.8

9.9

54.7

18.5

0.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 227)
平成25年度調査
(回答者数 = 257)

％

16時前

16時台

17時台

18時以降

無回答

42.3

28.6

18.5

5.7

4.8

44.0

25.3

18.7

4.3

7.8

0 20 40 60 80 100

％

あった

なかった

無回答

76.9

18.9

4.2

68.1

23.7

8.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，１歳～３歳で「あった」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

全体 
863 664 163 36

100.0 76.9 18.9 4.2

０歳 
84 64 14 6

100.0 76.2 16.7 7.1

１歳 
97 77 16 4

100.0 79.4 16.5 4.1

２歳 
147 118 24 5

100.0 80.3 16.3 3.4

３歳 
160 133 20 7

100.0 83.1 12.5 4.4

４歳 
189 136 45 8

100.0 72.0 23.8 4.2

５歳 
168 122 42 4

100.0 72.6 25.0 2.4

 

問 18-１ 問 18 で「１．あった」に○をつけた方にうかがいます。 

お子さんが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として当てはまる番号すべてに○をつ

け，それぞれのおおよその日数を数字でご記入ください。 

（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。） 

（１）１年間の対処方法 

「母親が休んだ」の割合が 73.3％と最も

高く，次いで「父親が休んだ」の割合が31.6％，

「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみ

てもらった」の割合が 30.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

母親が休んだ

父親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子

どもをみてもらった

母親または父親のうち就労して

いない方が子どもをみた

病児・病後児保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを

利用した

仕方なく子どもだけで留守番を

させた

その他

無回答

73.3

31.6

30.9

21.7

8.0

1.1

0.2

0.3

1.2

1.5

55.4

17.8

30.3

34.7

3.4

1.0

0.5

1.7

1.2

3.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 664)
平成25年度調査
(回答者数 = 590)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，全ての年齢で，「母親が休んだ」の割合が高くなっており，また，

年齢が低くなるにつれて「母親が休んだ」の割合が高くなる傾向がみられ，１歳で最も高くなっ

ています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

母
親
が
休
ん
だ 

父
親
が
休
ん
だ 

（
同
居
者
を
含
む
）
親
族
・
知
人
に
子
ど
も
を

み
て
も
ら
っ
た 

母
親
ま
た
は
父
親
の
う
ち
就
労
し
て
い
な
い

方
が
子
ど
も
を
み
た 

病
児
・
病
後
児
保
育
を
利
用
し
た 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
利
用
し
た 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
利
用

し
た 

仕
方
な
く
子
ど
も
だ
け
で
留
守
番
を
さ
せ
た

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
664

100.0

487 210 205 144 53 7 1 2 8 10

73.3 31.6 30.9 21.7 8.0 1.1 0.2 0.3 1.2 1.5

０歳 
64

100.0

54 28 27 7 7 2 1 - - 2

84.4 43.8 42.2 10.9 10.9 3.1 1.6 - - 3.1

１歳 
77

100.0

70 44 37 3 7 1 - - - 1

90.9 57.1 48.1 3.9 9.1 1.3 - - - 1.3

２歳 
118

100.0

104 47 46 12 10 1 - - 1 -

88.1 39.8 39.0 10.2 8.5 0.8 - - 0.8 -

３歳 
133

100.0

92 38 40 35 14 2 - - 1 2

69.2 28.6 30.1 26.3 10.5 1.5 - - 0.8 1.5

４歳 
136

100.0

85 28 31 41 10 - - 1 4 3

62.5 20.6 22.8 30.1 7.4 - - 0.7 2.9 2.2

５歳 
122

100.0

71 22 23 44 4 1 - 1 2 2

58.2 18.0 18.9 36.1 3.3 0.8 - 0.8 1.6 1.6

 

（２）対処方法別日数 

ア 母親が休んだ日数 

「６日～10日」の割合が26.9％と最も高く，

次いで「３日」の割合が 16.4％，「５日」の割

合が 14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

8.4 

12.5 

16.4 

5.5 

14.6 

26.9 

6.4 

1.6 

1.8 

5.7 

10.1 

13.1 

15.0 

5.2 

19.3 

21.1 

8.3 

1.2 

1.5 

5.2 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 487)
平成25年度調査
(回答者数 = 327)
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イ 父親が休んだ日数 

「２日」の割合が 26.2％と最も高く，次いで

「１日」の割合が 25.7％，「３日」の割合が

17.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ （同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった日数 

「７日以上」の割合が 21.5％と最も高く，

次いで「５日」の割合が 20.5％，「２日」の割

合が 18.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 母親または父親のうち就労していない方が子どもをみた日数 

「７日以上」の割合が 27.1％と最も高く，次

いで「２日」の割合が 17.4％，「３日」の割合

が 13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

6.3 

17.4 

13.9 

6.3 

9.7 

2.8 

27.1 

16.7 

12.7 

17.1 

12.2 

4.9 

10.7 

0.5 

33.7 

8.3 

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

13.7 

18.5 

15.6 

3.4 

20.5 

0.5 

21.5 

6.3 

10.1 

17.9 

15.1 

4.5 

20.1 

0.6 

25.7 

6.1 

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

25.7 

26.2 

17.1 

3.3 

11.4 

1.0 

8.6 

6.7 

31.4 

26.7 

16.2 

5.7 

12.4 

0.0 

3.8 

3.8 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 210)
平成25年度調査
(回答者数 = 105)

平成30年度調査
(回答者数 = 205)
平成25年度調査
(回答者数 = 179)

平成30年度調査
(回答者数 = 144)
平成25年度調査
(回答者数 = 205)
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オ 病児・病後児保育を利用した日数 

「２日」の割合が 22.6％と最も高く，次いで

「１日」の割合が 20.8％，「３日」の割合が

18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ ベビーシッターを利用した日数 

「２日」が 2件となっています。「１日」，「３日」，「５日」が 1件となっています。 

 

キ ファミリー・サポート・センターを利用した日数 

「１日」が 1件となっています。 

 

ク 仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数 

「２日」が 1件となっています。 

 

ケ その他の日数 

「５日」が 2 件となっています。「１日」，「２日」，「４日」，「７日以上」が 1 件となってい

ます。 

 

問 18-２ 問 18－１で「１．母親が休んだ」または「２．父親が休んだ」のどちらかに○

をつけた方にうかがいます。その際，「できれば病児・病後児保育のための保

育施設等を利用したい」と思われましたか。当てはまる番号１つに○をつけ，

おおよその日数についてもご記入ください。 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用

したい」の割合が 49.1％，「利用したいとは思

わない」の割合が 45.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

20.8 

22.6 

18.9 

9.4 

9.4 

0.0 

9.4 

9.4 

55.0 

15.0 

15.0 

0.0 

5.0 

0.0 

10.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

％

できれば病児・病後児保育施設

等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

49.1

45.7

5.2

48.8

48.5

2.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 503)
平成25年度調査
(回答者数 = 332)

平成30年度調査
(回答者数 = 53)
平成25年度調査
(回答者数 = 20)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，年齢が低くなるにつれて「できれば病児・病後児保育施設等を利用

したい」の割合が高くなっており，特に０歳で高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

で
き
れ
ば
病
児
・
病
後
児
保
育

施
設
等
を
利
用
し
た
い 

利
用
し
た
い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全体 
503 247 230 26

100.0 49.1 45.7 5.2

０歳 
55 36 18 1

100.0 65.5 32.7 1.8

１歳 
72 38 32 2

100.0 52.8 44.4 2.8

２歳 
105 52 47 6

100.0 49.5 44.8 5.7

３歳 
96 44 48 4

100.0 45.8 50.0 4.2

４歳 
87 38 41 8

100.0 43.7 47.1 9.2

５歳 
76 34 38 4

100.0 44.7 50.0 5.3

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイムで「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」

の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

で
き
れ
ば
病
児
・

病
後
児
保
育
施
設

等
を
利
用
し
た
い

利
用
し
た
い
と
は

思
わ
な
い 

無
回
答 

全体 
502 246 230 26

100.0 49.0 45.8 5.2

フルタイム 
310 167 129 14

100.0 53.9 41.6 4.5

パート・アルバイト等 
160 71 79 10

100.0 44.4 49.4 6.3

未就労 
32 8 22 2

100.0 25.0 68.8 6.3
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（１）病児・病後児保育施設等を利用したい日数

「６日～10 日」の割合が 29.6％と最も高く，

次いで「５日」の割合が 27.5％，「３日」の割合

が 12.1％となっています。 

８．お子さんの不定期の教育・保育事業や一時預かりなどの利用について 

問 19 お子さんについて，私用，親の通院，不定期の就労等の目的で，不定期に利用し

ている事業はありますか。ある場合は，当てはまる番号すべてに○をつけ，１年

間のおおよその利用日数をご記入ください。また，今後の利用意向についてもご

記入ください。 

（１）利用している事業

「現在利用していない，今後も利用意向は

ない」の割合が 43.9％と最も高く，次いで「幼

稚園の預かり保育」の割合が 16.4％，「一時預

かり」の割合が 11.1％となっています。 

※「現在利用していない，今後も利用意向はない」について，平成 25 年度調査では，「利用していない」としているため，

比較せずに表記しています。 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

1.6 

6.9 

12.1 

3.2 

27.5 

29.6 

5.3 

2.8 

0.4 

10.5 

1.9 

8.0 

8.6 

2.5 

26.5 

40.7 

4.9 

1.2 

0.0 

5.6 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

平成30年度調査
(回答者数 = 247)
平成25年度調査
(回答者数 = 162)

％

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

ベビーシッター

障がい児支援施設

その他

現在利用していない、今後も利

用意向はない

利用していない

（平成25年度調査）

無回答

11.1

16.4

4.5

1.5

0.9

2.6

43.9

-

23.9

6.5

18.5

3.5

1.1

0.3

2.3

-

60.0

10.1

0 20 40 60 80 100

現在利用していない，今後も利

用意向はない
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，利用している事業のうち，４歳，５歳で「幼稚園の預かり保育」の

割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

現
在
利
用
し
て
い
な
い
， 

今
後
も
利
用
意
向
は
な
い 

無
回
答 

全 体 
1,211 134 199 55 18 11 31 532 289

100.0 11.1 16.4 4.5 1.5 0.9 2.6 43.9 23.9

０歳 
267 29 14 13 7 2 10 117 91

100.0 10.9 5.2 4.9 2.6 0.7 3.7 43.8 34.1

１歳 
165 18 4 3 2 - 1 95 44

100.0 10.9 2.4 1.8 1.2 - 0.6 57.6 26.7

２歳 
206 22 9 14 2 4 4 105 52

100.0 10.7 4.4 6.8 1.0 1.9 1.9 51.0 25.2

３歳 
186 26 25 9 3 2 10 80 41

100.0 14.0 13.4 4.8 1.6 1.1 5.4 43.0 22.0

４歳 
191 21 64 7 1 3 2 71 34

100.0 11.0 33.5 3.7 0.5 1.6 1.0 37.2 17.8

５歳 
169 15 76 9 1 - 2 57 20

100.0 8.9 45.0 5.3 0.6 - 1.2 33.7 11.8

 

 

【中学校区別】 

中学校区別でみると，利用している事業のうち，全ての地区で「幼稚園の預かり保育」の割合

が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

現
在
利
用
し
て
い
な
い
， 

今
後
も
利
用
意
向
は
な
い 

無
回
答 

全 体 
1,211 134 199 55 18 11 31 532 289

100.0 11.1 16.4 4.5 1.5 0.9 2.6 43.9 23.9

山手 
401 54 78 20 6 3 10 154 98

100.0 13.5 19.5 5.0 1.5 0.7 2.5 38.4 24.4

精道 
462 49 77 23 6 6 13 206 103

100.0 10.6 16.7 5.0 1.3 1.3 2.8 44.6 22.3

潮見 
326 27 40 10 3 2 7 168 81

100.0 8.3 12.3 3.1 0.9 0.6 2.1 51.5 24.8
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，利用している事業のうち，パート・アルバイト等，未就労で「幼

稚園の預かり保育」の割合が高くなっています。  

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

現
在
利
用
し
て
い
な
い
， 

今
後
も
利
用
意
向
は
な
い 

無
回
答 

全 体 
1,210 134 199 55 18 11 31 531 289

100.0 11.1 16.4 4.5 1.5 0.9 2.6 43.9 23.9

フルタイム 
443 36 11 35 10 4 10 238 116

100.0 8.1 2.5 7.9 2.3 0.9 2.3 53.7 26.2

パート・アルバイト等 
274 31 70 8 3 3 8 113 52

100.0 11.3 25.5 2.9 1.1 1.1 2.9 41.2 19.0

未就労 
479 67 118 12 5 4 13 176 111

100.0 14.0 24.6 2.5 1.0 0.8 2.7 36.7 23.2

 

 

（２）利用している事業別年間日数 

ア 一時預かり 

「６日～10日」の割合が24.6％と最も高く，

次いで「31 日以上」の割合が 13.4％，「５日」

の割合が 11.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

4.5 

9.0 

8.2 

1.5 

11.9 

24.6 

8.2 

4.5 

13.4 

14.2 

2.2 

10.1 

9.0 

5.6 

10.1 

15.7 

14.6 

9.0 

20.2 

3.4 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 134)
平成25年度調査
(回答者数 = 89)
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イ 幼稚園の預かり保育 

「31 日以上」の割合が 31.7％と最も高く，

次いで「11 日～20 日」の割合が 13.1％，「６日

～10 日」の割合が 12.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ファミリー・サポート・センター 

「１日」の割合が 16.4％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 10.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

16.4 

10.9 

7.3 

0.0 

9.1 

9.1 

5.5 

5.5 

7.3 

29.1 

12.8 

6.4 

12.8 

0.0 

14.9 

12.8 

8.5 

8.5 

12.8 

10.6 

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

2.5 

5.0 

6.0 

1.0 

4.0 

12.1 

13.1 

11.6 

31.7 

13.1 

3.6 

3.6 

6.3 

1.2 

9.5 

16.7 

17.5 

11.5 

24.6 

5.6 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 199)
平成25年度調査
(回答者数 = 252)

平成30年度調査
(回答者数 = 55)
平成25年度調査
(回答者数 = 47)
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エ ベビーシッター 

「31 日以上」の割合が 27.8％と最も高く，

次いで「５日」の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 障がい児支援施設 

「31 日以上」の割合が 45.5％と最も高く，

次いで「６日～10 日」の割合が 27.3％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

0.0 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

27.3 

9.1 

0.0 

45.5 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

50.0 

25.0 

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

5.6 

5.6 

5.6 

0.0 

16.7 

5.6 

0.0 

5.6 

27.8 

27.8 

20.0 

20.0 

13.3 

0.0 

13.3 

6.7 

0.0 

6.7 

13.3 

6.7 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 18)
平成25年度調査
(回答者数 = 15)

平成30年度調査
(回答者数 = 11)
平成25年度調査
(回答者数 = 4)
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カ その他 

「２日」の割合が 19.4％と最も高く，次いで

「６日～10 日」の割合が 16.1％，「11 日～20

日」の割合が 12.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後の利用意向 

ア 一時預かり 

「ある」の割合が 19.6％，「ない」の割合が

13.9％となっています。 

 

 

 

イ 幼稚園の預かり保育 

「ある」の割合が 24.1％，「ない」の割合が

13.5％となっています。 

 

 

 

ウ ファミリー・サポート・センター 

「ある」の割合が 11.8％，「ない」の割合が

14.7％となっています。 

 

 

 

エ ベビーシッター  

「ある」の割合が 4.7％，「ない」の割合が

18.6％となっています。 

 

 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

6.5 

19.4 

6.5 

3.2 

3.2 

16.1 

12.9 

0.0 

9.7 

22.6 

12.9 

22.6 

9.7 

12.9 

6.5 

16.1 

6.5 

6.5 

0.0 

6.5 

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,211 ％

ある

ない

無回答

19.6

13.9

66.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,211 ％

ある

ない

無回答

24.1

13.5

62.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,211 ％

ある

ない

無回答

11.8

14.7

73.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,211 ％

ある

ない

無回答

4.7

18.6

76.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 31)
平成25年度調査
(回答者数 = 31)
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オ 障がい児支援施設 

「ある」の割合が 1.2％，「ない」の割合が

20.1％となっています。 

 

 

 

カ その他 

「ある」の割合が 2.4％，「ない」の割合が

15.0％となっています。 

 

 

 

 

問 20 お子さんについて，私用，親の通院，不定期の就労等の目的で，１年間で何日く

らい事業を利用する必要があると思いますか。当てはまる番号・記号すべてに○を

つけ，必要な日数をご記入ください。 

「利用したい」の割合が 58.4％，「利用す

る必要はない」の割合が 36.2％となってい

ます。 

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，パート・アルバイト等，未就労で「利用したい」の割合が高くな

っています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な
い

無
回
答 

全 体 
1,210 706 438 66

100.0 58.3 36.2 5.5

フルタイム 
443 231 192 20

100.0 52.1 43.3 4.5

パート・アルバイト等 
274 170 88 16

100.0 62.0 32.1 5.8

未就労 
479 300 153 26

100.0 62.6 31.9 5.4
  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

58.4

36.2

5.5

53.3

38.9

7.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

回答者数 = 1,211 ％

ある

ない

無回答

1.2

20.1

78.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,211 ％

ある

ない

無回答

2.4

15.0

82.6

0 20 40 60 80 100
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（１）利用したい目的 

「私用（買物，子ども（兄弟姉妹を含む）

や親の習い事など，リフレッシュ目的）」の

割合が 70.6％と最も高く，次いで「冠婚葬

祭，学校行事，子ども（兄弟姉妹を含む）や

親の通院」の割合が59.3％，「不定期の就労」

の割合が 32.4％となっています。 

 

 

 

 

 

（２）利用したい合計日数 

「７日以上」の割合が 54.3％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用したい目的別合計日数 

ア 私用（買物，子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事など，リフレッシュ目的） 

「７日以上」の割合が 65.9％と最も高く，

次いで「５日」の割合が 12.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

2.2 

3.4 

7.6 

1.2 

12.8 

3.0 

65.9 

3.8 

1.7 

5.9 

5.7 

2.1 

10.6 

2.9 

66.9 

4.2 

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

0.0 

2.5 

4.0 

0.8 

4.8 

1.8 

54.3 

31.7 

0.8 

1.2 

1.7 

2.1 

3.7 

1.0 

50.3 

39.2 

0 20 40 60 80 100

％

私用（買物，子ども（兄弟姉妹を

含む）や親の習い事など，リフ

レッシュ目的）

冠婚葬祭，学校行事，子ども

（兄弟姉妹を含む）や親の通院

不定期の就労

その他

無回答

70.6

59.3

32.4

5.5

2.1

72.7

64.5

27.2

4.4

2.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 707)

平成25年度調査
(回答者数 = 724)

平成30年度調査
(回答者数 = 707)
平成25年度調査
(回答者数 = 724)

平成30年度調査
(回答者数 = 499)
平成25年度調査
(回答者数 = 526)
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イ 冠婚葬祭，学校行事，子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院など 

「７日以上」の割合が 43.7％と最も高く，

次いで「５日」の割合が 22.7％，「３日」

の割合が 12.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 不定期の就労 

「７日以上」の割合が 63.8％と最も高く，

次いで「５日」の割合が 15.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ その他 

「７日以上」の割合が 53.8％と最も高く，

次いで「５日」の割合が 12.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

2.6 

2.6 

5.1 

2.6 

12.8 

2.6 

53.8 

17.9 

9.4 

9.4 

12.5 

3.1 

3.1 

0.0 

43.8 

18.8 

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

1.3 

3.5 

7.0 

0.9 

15.3 

0.0 

63.8 

8.3 

0.0 

4.1 

7.1 

1.5 

9.6 

1.0 

67.0 

9.6 

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

2.6 

7.6 

12.2 

2.1 

22.7 

4.3 

43.7 

4.8 

1.9 

10.7 

9.2 

2.8 

21.6 

3.6 

45.2 

4.9 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 419)
平成25年度調査
(回答者数 = 467)

平成30年度調査
(回答者数 = 229)
平成25年度調査
(回答者数 = 197)

平成30年度調査
(回答者数 = 39)
平成25年度調査
(回答者数 = 32)
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問 21 この１年間に，保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・家族の病気等）により，お子

さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか。

あった場合は，当てはまる番号・記号すべてに○をつけ，この１年間のおおよそ

の日数をご記入ください。 

「あった」の割合が 20.6％，「なかった」の

割合が 76.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，２歳～４歳で「あった」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

全体 
1,211 250 929 32

100.0 20.6 76.7 2.6

０歳 
267 46 216 5

100.0 17.2 80.9 1.9

１歳 
165 30 132 3

100.0 18.2 80.0 1.8

２歳 
206 48 150 8

100.0 23.3 72.8 3.9

３歳 
186 45 136 5

100.0 24.2 73.1 2.7

４歳 
191 44 143 4

100.0 23.0 74.9 2.1

５歳 
169 31 135 3

100.0 18.3 79.9 1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

あった

なかった

無回答

20.6

76.7

2.6

19.4

76.5

4.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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（１）１年間の対処方法 

「親族・知人にみてもらった」の割合が

81.6％と最も高く，次いで「仕方なく子ども

を同行させた」の割合が 21.6％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）１年間の対処方法別日数 

ア 親族・知人にみてもらった 

「１泊」の割合が 27.5％と最も高く，次

いで「７泊以上」の割合が 22.1％，「２泊」

の割合が 18.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

ウ イ以外の保育事業（認可外保育施設，ベビーシッター等）を利用した 

「２泊」が 2件となっています。 

  

％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊以上

無回答

27.5

18.6

11.8

6.4

6.9

2.9

22.1

3.9

24.2

14.3

15.6

7.8

10.4

3.0

16.9

7.8

0 20 40 60 80 100

％

親族・知人にみてもらった

短期入所生活援助事業（ショー
トステイ）を利用した

イ以外の保育事業（認可外保育

施設，ベビーシッター等）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

その他

無回答

81.6

1.6

0.8

21.6

2.4

1.6

0.0

87.5

0.4

0.8

18.2

0.0

0.8

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 250)

平成25年度調査
(回答者数 = 264)

平成30年度調査
(回答者数 = 204)
平成25年度調査
(回答者数 = 231)
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エ 仕方なく子どもを同行させた 

「１泊」の割合が 27.8％と最も高く，次

いで「２泊」，「３泊」，「５泊」の割合が

16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

「２泊」，「３泊」，「７泊以上」が 1件となっています。 

 

 

 

 

カ その他 

「１泊」，「７泊以上」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊以上

無回答

27.8

16.7

16.7

0.0

16.7

0.0

7.4

14.8

25.0

20.8

16.7

4.2

2.1

2.1

12.5

16.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 54)
平成25年度調査
(回答者数 = 48)



59 

９．お子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について 

問 22 お子さんは，現在，つどいのひろば（むくむく・キオラクラブ・ひとしお・ぷくぷ

く・もこもこ・プチアンジュ）を利用していますか。 

当てはまる番号に○をつけ，該当する  には数字をご記入ください。 

「利用している」の割合が 20.7％，「利用

していない」の割合が 77.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，年齢が高くなるにつれて「利用していない」の割合が高くなる傾向

がみられます。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全体 
1,211 251 943 17

100.0 20.7 77.9 1.4

０歳 
267 109 150 8

100.0 40.8 56.2 3.0

１歳 
165 57 107 1

100.0 34.5 64.8 0.6

２歳 
206 48 157 1

100.0 23.3 76.2 0.5

３歳 
186 20 165 1

100.0 10.8 88.7 0.5

４歳 
191 6 182 3

100.0 3.1 95.3 1.6

５歳 
169 6 161 2

100.0 3.6 95.3 1.2

 

 

 

 

％

利用している

利用していない

無回答

20.7

77.9

1.4

12.6

85.9

1.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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【中学校区別】 

中学校区別でみると，山手地区，精道地区で「利用していない」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全体 
1,211 251 943 17

100.0 20.7 77.9 1.4

山手 
401 74 321 6

100.0 18.5 80.0 1.5

精道 
462 95 361 6

100.0 20.6 78.1 1.3

潮見 
326 77 244 5

100.0 23.6 74.8 1.5

 

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイム，パート・アルバイト等で「利用していない」の割合

が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全体 
1,210 251 942 17

100.0 20.7 77.9 1.4

フルタイム 
443 68 372 3

100.0 15.3 84.0 0.7

パート・アルバイト等 
274 31 242 1

100.0 11.3 88.3 0.4

未就労 
479 149 318 12

100.0 31.1 66.4 2.5
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（１）利用している 

ア １週当たりの利用回数 

「１回」の割合が 17.9％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ １か月当たりの利用回数 

「１回」の割合が 31.9％と最も高く，次

いで「２回」の割合が 11.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23 問 22 のつどいのひろばについて，今は利用していないが，できれば今後利用した

い，または，利用日数を増やしたいと思いますか。 

「新たに利用したり，利用日数を増やした

いとは思わない」の割合が 64.2％と最も高

く，次いで「利用していないが，今後利用し

たい」の割合が 14.7％となっています。 

 

 

 

 

  

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

％

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

14.7

8.8

64.2

12.4

21.6

8.0

61.4

9.0

0 20 40 60 80 100

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

17.9

8.8

4.0

3.6

1.6

0.0

0.0

64.1

9.9

7.6

5.3

0.6

0.6

0.0

0.0

76.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 251)
平成25年度調査
(回答者数 = 171)

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

31.9

11.6

4.8

2.0

1.6

0.4

1.6

46.2

43.3

15.2

5.3

2.3

1.8

0.6

1.2

30.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 251)
平成25年度調査
(回答者数 = 171)
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（１）利用していないが，今後利用したい 

ア １週当たりの利用回数 

「１回」の割合が 23.0％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ １か月当たりの利用回数 

「１回」の割合が 33.7％と最も高く，次いで

「２回」の割合が 21.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）すでに利用しているが，今後利用日数を増やしたい  

ア １週当たりの利用回数 

「１回」の割合が 24.5％と最も高く，次いで

「２回」の割合が 11.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

23.0

3.9

3.9

1.1

0.6

0.0

0.0

67.4

29.9

6.8

1.7

0.3

0.3

0.0

0.0

60.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 178)
平成25年度調査
(回答者数 = 294)

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

33.7

21.9

5.6

3.9

0.0

0.0

2.8

32.0

26.2

22.1

6.5

4.1

0.3

1.0

1.7

38.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 178)
平成25年度調査
(回答者数 = 294)

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

24.5

11.3

4.7

0.9

0.9

0.0

0.0

57.5

23.9

2.8

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

67.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 106)
平成25年度調査
(回答者数 = 109)
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イ １か月当たりの利用回数 

「１回」の割合が 11.3％と最も高く，次いで

「２回」，「３回」の割合が 10.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，年齢が高くなるにつれて「新たに利用したり，利用日数を増やした

いとは思わない」の割合が高くなる傾向がみられます。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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 

全体 
1,211 178 106 777 150

100.0 14.7 8.8 64.2 12.4

０歳 
267 79 50 107 31

100.0 29.6 18.7 40.1 11.6

１歳 
165 28 21 100 16

100.0 17.0 12.7 60.6 9.7

２歳 
206 28 27 132 19

100.0 13.6 13.1 64.1 9.2

３歳 
186 23 3 143 17

100.0 12.4 1.6 76.9 9.1

４歳 
191 12 3 142 34

100.0 6.3 1.6 74.3 17.8

５歳 
169 5 1 137 26

100.0 3.0 0.6 81.1 15.4

 

  

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

11.3

10.4

10.4

8.5

3.8

1.9

1.9

51.9

17.4

19.3

7.3

11.0

1.8

0.9

5.5

36.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 106)
平成25年度調査
(回答者数 = 109)
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【中学校区別】 

中学校区別で見ると，山手地区で「新たに利用したり，利用日数を増やしたいとは思わない」

の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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 

全体 
1,211 178 106 777 150

100.0 14.7 8.8 64.2 12.4

山手 
401 57 33 270 41

100.0 14.2 8.2 67.3 10.2

精道 
462 71 40 293 58

100.0 15.4 8.7 63.4 12.6

潮見 
326 44 30 204 48

100.0 13.5 9.2 62.6 14.7
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％

カンガルークラブ

なかよしひろば

あそぼう会

あい・あいるーむ

児童センター

子育て自主活動グループ

さんさんひろば

園庭開放

育児相談

図書館（分室含む）

市民センター・公民館

体育館・青少年センター

特別支援教育センター

子育て世代包括支援センター

子育てセンター
（平成25年度調査）

無回答

60.4

55.1

42.4

43.5

54.7

41.8

46.5

68.8

38.9

78.0

51.0

57.3

36.2

36.7

-

8.8

-

62.0

-

43.6

48.2

-

-

70.2

-

79.1

50.2

58.5

27.0

-

78.6

5.3

0 20 40 60 80 100

問 24 下記の施設や事業で知っているものや，利用したことがあるもの，今後利用した

いと思うものをお答えください。①～⑭の事業ごとに，Ａ～Ｃのそれぞれについて，

該当するところに○をつけてください。 

（１）認知度 

「図書館（分室含む）」の割合が 78.0％と

最も高く，次いで「園庭開放」の割合が68.8％，

「カンガルークラブ」の割合が 60.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（１）～（３）について，平成 30 年度調査において全ての事業を見直しているため，平成 25 年度調査と同一の選択肢

以外のものは比較して表記していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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％

カンガルークラブ

なかよしひろば

あそぼう会

あい・あいるーむ

児童センター

子育て自主活動グループ

さんさんひろば

園庭開放

育児相談

図書館（分室含む）

市民センター・公民館

体育館・青少年センター

特別支援教育センター

子育て世代包括支援センター

子育てセンター

（平成25年度調査）

無回答

26.9

29.3

21.6

12.7

24.2

14.8

21.8

39.2

7.6

60.1

22.7

27.3

3.0

8.9

-

23.4

-

31.9

-

10.5

17.6

-

-

30.8

-

59.7

22.4

28.8

1.3

-

44.8

19.7

0 20 40 60 80 100

％

カンガルークラブ

なかよしひろば

あそぼう会

あい・あいるーむ

児童センター

子育て自主活動グループ

さんさんひろば

園庭開放

育児相談

図書館（分室含む）

市民センター・公民館

体育館・青少年センター

特別支援教育センター

子育て世代包括支援センター

子育てセンター

（平成25年度調査）

無回答

2.5

9.7

12.9

5.0

7.0

5.2

12.1

11.1

9.3

16.4

9.2

10.5

2.4

5.5

-

63.7

-

12.4

-

9.0

11.1

-

-

11.9

-

19.2

11.5

14.3

6.5

-

8.8

60.3

0 20 40 60 80 100

（２）利用状況 

「図書館（分室含む）」の割合が 60.1％と最も

高く，次いで「園庭開放」の割合が 39.2％，「な

かよしひろば」の割合が 29.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用希望  

「図書館（分室含む）」の割合が 16.4％と最も

高く，次いで「あそぼう会」の割合が 12.9％，「さ

んさんひろば」の割合が 12.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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１０．お子さんの放課後の過ごし方について（５歳以上の保護者のみ） 

問 25 お子さんについて，小学校低学年（１～３年生）になったときの放課後の過ごし

方について，どのような場所で過ごさせたいと思いますか。 

「習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，

学習塾等）」の割合が 68.0％と最も高く，次

いで「自宅」の割合が 65.7％，「放課後子ど

も教室（キッズスクエア等）」の割合が45.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「放課後児童クラブ（学童保育）」について，平成 25 年度調査では「留守家庭児童会（学童保育）」「民間の学童保育」 

としているため，「民間の学童保育」については，比較せずに表記しています。 

 

 

【中学校区別】 

中学校区別でみると，山手地区，精道地区で「習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習塾

等）」の割合が，潮見地区で「自宅」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
，
サ

ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
，
学
習
塾
等
）

体
育
館
や
福
祉
セ
ン
タ
ー
な

ど
公
共
の
施
設 

放
課
後
子
ど
も
教
室
（
キ
ッ

ズ
ス
ク
エ
ア
等
） 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
学
童

保
育
） 

コ
ミ
ス
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
169 

100.0 

111 24 115 3 77 48 20 3 2 4 1

65.7 14.2 68.0 1.8 45.6 28.4 11.8 1.8 1.2 2.4 0.6

山手 
64 42 6 43 1 23 19 6 2 1 1 1

100.0 65.6 9.4 67.2 1.6 35.9 29.7 9.4 3.1 1.6 1.6 1.6

精道 
74 

100.0 

49 13 53 1 40 20 11 1 1 3 -

66.2 17.6 71.6 1.4 54.1 27.0 14.9 1.4 1.4 4.1 -

潮見 
28 

100.0 

18 4 17 1 13 8 2 - - - -

64.3 14.3 60.7 3.6 46.4 28.6 7.1 - - - -

  

平成30年度調査
(回答者数 = 169)
平成25年度調査
(回答者数 = 230)

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室，サッカーク

ラブ，学習塾等）

体育館や福祉センターなど公共

の施設

放課後子ども教室（キッズスク

エア等）

放課後児童クラブ（学童保育）

民間の学童保育

コミスク

ファミリー・サポート・センター

障がい児支援施設

その他

無回答

65.7

14.2

68.0

1.8

45.6

28.4

-

11.8

1.8

1.2

2.4

0.6

75.2

26.1

70.4

7.4

25.7

27.4

2.6

7.0

0.9

1.3

2.2

0.9

0 20 40 60 80 100
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（１）放課後の過ごさせたい場所 

ア 自宅 

「２日」の割合が 30.6％と最も高く，次いで

「３日」の割合が 19.8％，「１日」の割合が 17.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 50.0％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習塾等） 

「２日」の割合が 43.5％と最も高く，次いで

「３日」の割合が 26.1％，「１日」の割合が 16.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

17.1 

30.6 

19.8 

4.5 

11.7 

2.7 

0.9 

12.6 

11.6 

28.3 

27.2 

3.5 

18.5 

1.2 

0.6 

9.2 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 111)
平成25年度調査
(回答者数 = 173)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

50.0 

16.7 

4.2 

8.3 

4.2 

0.0 

0.0 

16.7 

50.0 

30.0 

5.0 

1.7 

3.3 

0.0 

0.0 

10.0 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 24)
平成25年度調査
(回答者数 = 60)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

16.5 

43.5 

26.1 

5.2 

2.6 

0.0 

0.9 

5.2 

16.7 

47.5 

28.4 

2.5 

0.6 

0.0 

0.0 

4.3 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 115)
平成25年度調査
(回答者数 = 162)
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エ 体育館や福祉センターなどの公共の施設 

「１日」が 2件となっています。 

 

オ 放課後子ども教室（キッズスクエア等） 

「１日」の割合が 36.4％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 31.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 放課後児童クラブ（学童保育） 

「５日」の割合が 64.6％と最も高く，次いで

「３日」，「４日」の割合が 10.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については，平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」

と比較して表記しています。 

 

カ-１ 放課後児童クラブ（学童保育） 利用終了時刻 

「18 時以降」の割合が 56.3％と最も高く，

次いで「17 時台」の割合が 31.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については，平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」

と比較して表記しています。 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

36.4 

31.2 

9.1 

2.6 

6.5 

0.0 

0.0 

14.3 

32.2 

25.4 

22.0 

3.4 

6.8 

1.7 

0.0 

8.5 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 77)
平成25年度調査
(回答者数 = 59)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

6.3 

10.4 

10.4 

64.6 

4.2 

0.0 

4.2 

4.8 

11.1 

27.0 

4.8 

41.3 

4.8 

0.0 

6.3 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 48)
平成25年度調査
(回答者数 = 63)

％

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.0 

2.1 

31.3 

56.3 

10.4 

1.6 

4.8 

33.3 

42.9 

17.5 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 48)
平成25年度調査
(回答者数 = 63)
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キ コミスク 

「１日」の割合が 40.0％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 35.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク ファミリー・サポート・センター 

「２日」，「３日」が 1件となっています。 

 

 

ケ 障がい児支援施設 

「１日」，「２日」が 1件となっています。 

 

 

コ その他 

「１日」，「２日」，「３日」が 1件となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

40.0 

35.0 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20.0 

87.5 

6.3 

6.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 20)
平成25年度調査
(回答者数 = 16)
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問 26 お子さんについて，小学校高学年（４～６年生）になったときの放課後の過ごし

方について，どのような場所で過ごさせたいと思いますか。 

「習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，

学習塾等）」の割合が 81.7％と最も高く，次

いで「自宅」の割合が 79.9％，「放課後子ど

も教室（キッズスクエア等）」の割合が29.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「放課後児童クラブ（学童保育）」について，平成 25 年度調査では「留守家庭児童会（学童保育）」「民間の学童保育」 

としているため，「民間の学童保育」については，比較せずに表記しています。 

 

【中学校区別】 

中学校区別でみると，山手地区，精道地区で「習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習塾

等）」の割合が最も高く，潮見地区では「自宅」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
，
サ

ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
，
学
習
塾
等
）

体
育
館
や
福
祉
セ
ン
タ
ー
な

ど
公
共
の
施
設 

放
課
後
子
ど
も
教
室
（
キ
ッ

ズ
ス
ク
エ
ア
等
） 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
学
童

保
育
） 

コ
ミ
ス
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
169 

100.0 

135 27 138 5 50 23 19 3 2 8 2

79.9 16.0 81.7 3.0 29.6 13.6 11.2 1.8 1.2 4.7 1.2

山手 
64 51 6 53 2 18 9 6 2 1 2 1

100.0 79.7 9.4 82.8 3.1 28.1 14.1 9.4 3.1 1.6 3.1 1.6

精道 
74 

100.0 

59 15 63 3 23 10 10 1 1 5 -

79.7 20.3 85.1 4.1 31.1 13.5 13.5 1.4 1.4 6.8 -

潮見 
28 

100.0 

22 5 19 - 9 4 2 - - 1 1

78.6 17.9 67.9 - 32.1 14.3 7.1 - - 3.6 3.6

 

  

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室，サッカーク
ラブ，学習塾等）

体育館や福祉センターなど公共

の施設

放課後子ども教室（キッズスク

エア等）

放課後児童クラブ（学童保育）

民間の学童保育

コミスク

ファミリー・サポート・センター

障がい児支援施設

その他

無回答

79.9

16.0

81.7

3.0

29.6

13.6

-

11.2

1.8

1.2

4.7

1.2

78.7

23.9

83.9

9.6

21.7

15.2

2.2

6.5

0.9

1.3

3.0

1.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 169)
平成25年度調査
(回答者数 = 230)
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（１）放課後の過ごさせたい場所 

ア 自宅 

「２日」の割合が 35.6％と最も高く，次いで

「１日」の割合が 22.2％，「３日」の割合が 14.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 59.3％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 18.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習塾等） 

「３日」の割合が 39.9％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 24.6％，「４日」の割合が 13.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

22.2 

35.6 

14.8 

5.2 

10.4 

0.7 

0.0 

11.1 

19.9 

30.4 

16.0 

5.0 

12.2 

0.6 

0.0 

16.0 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 135)
平成25年度調査
(回答者数 = 181)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

59.3 

18.5 

3.7 

0.0 

7.4 

0.0 

0.0 

11.1 

52.7 

27.3 

1.8 

1.8 

3.6 

0.0 

0.0 

12.7 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 27)
平成25年度調査
(回答者数 = 55)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

10.1 

24.6 

39.9 

13.0 

5.8 

0.0 

0.7 

5.8 

6.7 

33.7 

39.4 

9.3 

3.6 

0.5 

0.0 

6.7 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 138)
平成25年度調査
(回答者数 = 193)
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エ 体育館や福祉センターなど公共の施設 

「１日」，「２日」が 1件となっています。 

 

オ 放課後子ども教室（キッズスクエア等） 

「１日」の割合が 42.0％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 32.0％，「５日」の割合が 10.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 放課後児童クラブ（学童保育） 

「５日」の割合が 39.1％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 30.4％，「３日」の割合が 13.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については， 

平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」と比較して表記 

しています。 

  

カ-１ 放課後児童クラブ（学童保育） 利用終了時刻 

「18 時以降」の割合が 47.8％と最も高く，次

いで「17 時台」の割合が 30.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 
 
※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については， 

平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」と比較して表記 

しています。 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

42.0 

32.0 

2.0 

2.0 

10.0 

0.0 

0.0 

12.0 

34.0 

28.0 

20.0 

4.0 

6.0 

2.0 

0.0 

6.0 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 50)
平成25年度調査
(回答者数 = 50)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

30.4 

13.0 

4.3 

39.1 

8.7 

0.0 

4.3 

11.4 

17.1 

22.9 

5.7 

25.7 

2.9 

0.0 

14.3 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 23)
平成25年度調査
(回答者数 = 35)

％

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.0 

4.3 

30.4 

47.8 

17.4 

2.9 

2.9 

14.3 

54.3 

25.7 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 23)
平成25年度調査
(回答者数 = 35)
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キ コミスク 

「１日」の割合が 36.8％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 31.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク ファミリー・サポート・センター 

「４日」が 1件となっています。 

 

 

ケ 障がい児支援施設 

「２日」が 2件となっています。 

 

 

コ その他 

「１日」，「２日」が 3件，「３日」が 2件となっています。 

 

 

問 27 問 25 または問 26 で「６．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方にうか

がいます。該当しない方は，問 28 へお進みください。土曜日，日曜日・祝日，夏

休み等の三季休業中に利用したいですか。 

当てはまる番号すべてに○をつけ，それぞれ利用したい時間帯をご記入ください。 

「夏休み等の三季休業中に利用したい」の

割合が 98.0％と最も高く，次いで「土曜日

に利用したい」の割合が 40.8％，「日曜日・

祝日に利用したい」の割合が 14.3％となっ

ています。 

 

 

 

 

※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については，平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」

と比較して表記しています。（以下，（１）～（３）も同様） 

％

土曜日に利用したい

日曜日・祝日に利用したい

夏休み等の三季休業中に利用
したい

利用希望はない

無回答

40.8

14.3

98.0

0.0

2.0

28.4

11.9

85.1

9.0

3.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

36.8 

31.6 

5.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.3 

73.3 

13.3 

0.0 

6.7 

0.0 

0.0 

0.0 

6.7 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 19)
平成25年度調査
(回答者数 = 15)

平成30年度調査
(回答者数 = 49)
平成25年度調査
(回答者数 = 67)
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（１）土曜日  

 ア 利用希望開始時間 

「９時前」の割合が 55.0％と最も高く，

次いで「９時台」の割合が 35.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用希望終了時間 

「18 時以降」の割合が 45.0％と最も高く，

次いで「17 時台」の割合が 40.0％，「16 時

前」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

（２）日曜日・祝日  

 ア 利用希望開始時間 

「９時前」が 3件となっています。「９時台」が 2件，「10 時台」が 1件となっています。 

 

イ 利用希望終了時間 

「18 時以降」が 5件となっています。「17 時台」が 1件となっています。 

 

（３）夏休み等の三季休業中  

ア 利用希望開始時間 

「９時前」の割合が 72.9％と最も高く，

次いで「９時台」の割合が 22.9％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

９時前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

72.9

22.9

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

98.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

0 20 40 60 80 100

％

16時前

16時台

17時台

18時以降

無回答

10.0

0.0

40.0

45.0

5.0

21.1

36.8

31.6

10.5

0.0

0 20 40 60 80 100

％

９時前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

55.0

35.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 20)
平成25年度調査
(回答者数 = 19)

平成30年度調査
(回答者数 = 20)
平成25年度調査
(回答者数 = 19)

平成30年度調査
(回答者数 = 48)
平成25年度調査
(回答者数 = 57)



76 

イ 利用希望終了時間 

「18 時以降」の割合が 58.3％と最も高く，

次いで「17 時台」の割合が 33.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．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 28 育児休業給付が支給される仕組みや期間（平成 29 年から最長２年間となってい

る），子どもが満３歳になるまでの育児休業等期間について健康保険及び厚生年金

保険の保険料が免除になる仕組みがありますが，そのことをご存じでしたか。 

「育児休業給付，保険料免除のいずれも知

らなかった」の割合が 37.4％と最も高く，

次いで「育児休業給付，保険料免除のいずれ

も知っていた」の割合が 36.2％，「育児休業

給付のみ知っていた」の割合が 21.6％とな

っています。 

 

 

 

 

問 29 お子さんが生まれた時，育児休業を取得しましたか。母親，父親それぞれについ

て，当てはまる番号１つに○をつけてください。また，取得していない方はその

理由について，当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

（１）母親 

「取得した（取得中である）」の割合が

39.6％と最も高く，次いで「働いていなかっ

た」の割合が 39.5％，「取得していない」の

割合が 19.6％となっています。 

 

 

 

％

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

39.5

39.6

19.6

1.4

55.1

25.8

17.1

1.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

％

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

36.2

21.6

2.1

37.4

2.7

34.3

28.7

4.0

30.6

2.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

％

16時前

16時台

17時台

18時以降

無回答

4.2

2.1

33.3

58.3

2.1

10.5

36.8

35.1

15.8

1.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 48)
平成25年度調査
(回答者数 = 57)
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ア 取得していない理由（当てはまる番号すべてに○をつけてください） 

「子育てや家事に専念するため退職した」

の割合が 40.5％と最も高く，次いで「仕事

に戻るのが難しそうだった」の割合が18.1％，

「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があ

った」，「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）」の割合が

16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

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（パートナー）が育児休

業制度を利用した

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

16.0

12.7

5.1

18.1

0.4

5.9

3.8

0.4

10.1

40.5

16.0

3.8

0.8

0.8

14.8

3.0

19.7

9.4

5.6

16.3

0.9

3.9

4.3

0.0

8.6

41.2

17.2

8.2

1.3

0.9

14.2

1.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 237)
平成25年度調査
(回答者数 = 233)
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（２）父親 

「取得していない」の割合が 86.5％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 取得していない理由（当てはまる番号すべてに○をつけてください） 

「仕事が忙しかった」の割合が 43.2％と

最も高く，次いで「職場に育児休業を取りに

くい雰囲気があった」の割合が 33.8％，「配

偶者（パートナー）が育児休業制度を利用し

た」の割合が 28.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度調査
(回答者数 = 1,047)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,199)

％

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

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（パートナー）が育児休
業制度を利用した

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

その他

無回答

33.8

43.2

8.0

8.1

23.8

2.2

28.4

25.7

0.3

8.8

0.0

2.0

9.4

2.0

36.4

43.8

9.8

7.3

22.8

2.1

18.8

34.2

0.2

9.6

0.3

2.6

7.3

1.0

0 20 40 60 80 100

％

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

0.4

3.6

86.5

9.5

0.7

1.0

88.2

10.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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問 29-１ 問 29 で母親または父親が，「２.取得した（取得中である）」に○をつけた方に

うかがいます。なお，母親または父親のうち，どちらか育児休業期間を長く取

得した方についてお答えください。該当しない方は，問 30 へお進みください。

育児休業取得後，職場に復帰しましたか。 

「育児休業取得後，職場に復帰した」の割

合が 72.4％と最も高く，次いで「現在も育

児休業中である」の割合が 17.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

問 29－２～問 29－７は，問 29－１で「１.育児休業取得後，職場に復帰した」に○をつ

けた方にうかがいます。 

問 29－２ 育児休業から職場に復帰したのは，年度初めの保育所（園）の入所に合わせ

たタ         イミングでしたか。あるいはそれ以外でしたか。当

てはまる番号どちらかに○をつけてください。 

「年度初めの入所に合わせたタイミング

だった」の割合が57.7％，「それ以外だった」

の割合が 41.5％となっています。 

 

 

 

 

 

問 29－３ 育児休業からは，「実際」にお子さんが何歳何か月のときに職場復帰しました

か。また，お勤め先の育児休業の制度の期間内で，「希望」としては何歳何か

月のときまで取りたかったですか。 

（１）実際の取得期間 

「７か月～12 か月」の割合が 44.6％と最

も高く，次いで「１歳１か月～１歳６か月」

の割合が 26.7％，「１か月～６か月」の割合

が 13.4％となっています。 

 

 

 

 

  

％

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

72.4

17.1

8.1

2.4

65.6

23.3

8.9

2.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 496)
平成25年度調査
(回答者数 = 360)

％

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

57.7

41.5

0.8

53.8

45.3

0.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 359)
平成25年度調査
(回答者数 = 236)

％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

13.4

44.6

26.7

7.8

5.3

2.2

20.8

47.9

18.2

6.4

5.5

1.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 359)
平成25年度調査
(回答者数 = 236)
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（２）希望の取得期間 

「７か月～12 か月」の割合が 30.1％と最

も高く，次いで「１歳１か月～１歳６か月」

の割合が 27.0％，「１歳７か月～２歳」の割

合が 15.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 29－４ お勤め先に，育児のために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か月のときまで取りたかったですか。 

「３歳」の割合が 34.3％と最も高く，次

いで「７か月～12 か月」の割合が 20.1％，

「１歳１か月～１歳６か月」の割合が15.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 29－５ 問 29－３で「実際」の復帰と「希望」が異なる方にうかがいます。 

希望の時期に職場復帰しなかった理由について当てはまる番号すべてに○を

つけてください。 

（１）「希望」より早く復帰した方 

「希望する保育所（園）に入るため」の割

合が 71.2％と最も高く，次いで「人事異動

や業務の節目の時期に合わせるため」の割合

が 21.0％，「経済的な理由で早く復帰する必

要があった」の割合が 18.0％となっていま

す。 

 

 

  

％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

4.7

30.1

27.0

15.6

13.1

9.5

6.8

44.9

18.6

8.1

12.7

8.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 359)
平成25年度調査
(回答者数 = 236)

％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月～２歳６か月

２歳７か月～２歳11か月

３歳

無回答

2.5

20.1

15.3

14.5

2.2

1.4

34.3

9.7

3.8

24.6

14.4

12.3

3.0

33.5

1.3

7.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 359)
平成25年度調査
(回答者数 = 236)

％

希望する保育所（園）に入るた

め

配偶者（パートナー）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

71.2

2.0

18.0

21.0

15.1

2.4

66.9

2.3

15.8

24.8

21.8

0.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 205)
平成25年度調査
(回答者数 = 133)
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（２）「希望」より遅く復帰した方 

「希望する保育所（園）に入れなかったた

め」の割合が 82.9％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 29－６ 育児休業からの職場復帰時には，短時間勤務制度を利用しましたか。 

「利用した」の割合が61.6％と最も高く，

次いで「利用したかったが，利用しなかった

（利用できなかった）」の割合が 20.3％，「利

用する必要がなかった」の割合が 13.9％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

希望する保育所（園）に入れな

かったため

自分や子どもなどの体調が思

わしくなかったため

配偶者（パートナー）や家族の

希望があったため

職場の受け入れ態勢が整って

いなかったため

子どもをみてくれる人がいな
かったため

その他

無回答

82.9

0.0

0.0

0.0

5.7

5.7

17.1

82.4

0.0

5.9

0.0

23.5

2.9

11.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 35)
平成25年度調査
(回答者数 = 34)

％

利用する必要がなかった

利用した

利用したかったが，利用しな

かった（利用できなかった）

無回答

13.9

61.6

20.3

4.2

13.6

57.6

27.1

1.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 359)
平成25年度調査
(回答者数 = 236)
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問 29－７ 問 29－６ 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）」

に○をつけた方にうかがいます。短時間勤務制度を利用しなかった理由は何で

すか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰

囲気があった」の割合が39.7％と最も高く，

次いで「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」の割合が 38.4％，「仕

事が忙しかった」の割合が 37.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 29-８ 問 29－１で「２.現在も育児休業中である」に○をつけた方にうかがいます。

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。または，預けられる事業があっても１歳になる前に

復帰したいですか。 

「１歳になるまで育児休業を取得したい」

の割合が 78.8％，「１歳になる前に復帰した

い」の割合が 18.8％となっています。 

 

 

  

％

１歳になるまで育児休業を取得

したい

１歳になる前に復帰したい

無回答

78.8

18.8

2.4

91.7

6.0

2.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 85)
平成25年度調査
(回答者数 = 84)

％

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，経済的に苦しくなる

短時間勤務にすると保育所

（園）の入所申請の優先順位が

下がる

配偶者（パートナー）が育児休

業制度や短時間勤務制度を利

用した

配偶者（パートナー）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

39.7

37.0

38.4

20.5

0.0

6.8

0.0

12.3

0.0

11.0

1.4

64.1

45.3

26.6

6.3

1.6

0.0

0.0

17.2

4.7

9.4

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 73)
平成25年度調査
(回答者数 = 64)
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１２．芦屋市の今後の子育て施策について 

問 30 ご自身にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それともつら

いと感じることが多いと思いますか。（１：つらいと感じる，５：楽しいと感じる） 

「４」の割合が 43.4％と最も高く，次い

で「５」の割合が 27.6％，「３」の割合が

21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 31 子育てに関して，日常悩んでいること，あるいは気になることは何ですか。 

それぞれ当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

（１）子どもに関すること 

「子どものしつけに関すること」の割合が

52.0％と最も高く，次いで「子どもの教育・

保育に関すること」の割合が 45.3％，「食事

や栄養に関すること」の割合が 35.3％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

病気や発育発達に関すること

食事や栄養に関すること

子育て支援サービスのこと

子どものしつけに関すること

子どもと過ごす時間が十分取

れないこと

子どもの教育・保育に関するこ

と

子どもの友だちづきあいに関す

ること

子どもの登所・登園拒否など

特にない

その他

無回答

26.6

35.3

8.2

52.0

20.6

45.3

24.3

2.4

12.8

4.4

1.3

26.3

32.9

6.2

56.0

14.9

40.0

24.4

1.5

13.4

2.1

1.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

回答者数 = 1,211 ％

1

2

3

4

5

無回答

1.5

5.3

21.1

43.4

27.6

1.2

0 20 40 60 80 100

つらいと 

感じる

楽しいと 

感じる 
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，全ての就労状況で「子どものしつけに関すること」が最も高くな

っています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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
支
援
サ
ー
ビ
ス

の
こ
と 

子
ど
も
の
し
つ
け
に
関

す
る
こ
と 

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間

が
十
分
取
れ
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
・
保
育

に
関
す
る
こ
と 

子
ど
も
の
友
だ
ち
づ
き

あ
い
に
関
す
る
こ
と 

子
ど
も
の
登
所
・
登
園

拒
否
な
ど 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
1,210 322 428 99 629 249 547 294 29 155 53 16

100.0 26.6 35.4 8.2 52.0 20.6 45.2 24.3 2.4 12.8 4.4 1.3

フルタイム 
443 117 149 40 239 178 224 91 14 38 17 1

100.0 26.4 33.6 9.0 54.0 40.2 50.6 20.5 3.2 8.6 3.8 0.2

パート・アルバイト等 
274 69 91 24 136 48 107 72 9 36 20 2

100.0 25.2 33.2 8.8 49.6 17.5 39.1 26.3 3.3 13.1 7.3 0.7

未就労 
479 134 185 34 250 23 212 129 6 79 14 10

100.0 28.0 38.6 7.1 52.2 4.8 44.3 26.9 1.3 16.5 2.9 2.1

 

【子育てを楽しい・つらいと感じる状況別】 

子育てを楽しい・つらいと感じる状況別でみると，つらいと感じることが多い人で「子どもの

教育・保育に関すること」の割合が，楽しいと感じることが多い人で「子どものしつけに関する

こと」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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
支
援 

サ
ー
ビ
ス
の
こ
と 

子
ど
も
の
し
つ
け
に 

関
す
る
こ
と 

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が

十
分
取
れ
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
・
保
育
に

関
す
る
こ
と 

子
ど
も
の
友
だ
ち 

づ
き
あ
い
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
登
所
・ 

登
園
拒
否
な
ど 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
1,211 322 428 99 630 250 548 294 29 155 53 16

100.0 26.6 35.3 8.2 52.0 20.6 45.3 24.3 2.4 12.8 4.4 1.3

1 
18 6 3 6 7 7 11 3 1 - 2 -

100.0 33.3 16.7 33.3 38.9 38.9 61.1 16.7 5.6 - 11.1 -

2 
64 25 22 9 38 18 41 14 4 2 10 -

100.0 39.1 34.4 14.1 59.4 28.1 64.1 21.9 6.3 3.1 15.6 -

3 
255 74 99 21 166 65 138 83 7 20 11 2

100.0 29.0 38.8 8.2 65.1 25.5 54.1 32.5 2.7 7.8 4.3 0.8

4 
525 143 192 41 279 109 227 135 9 57 22 3

100.0 27.2 36.6 7.8 53.1 20.8 43.2 25.7 1.7 10.9 4.2 0.6

5 
334 72 111 22 138 50 128 57 8 76 7 2

100.0 21.6 33.2 6.6 41.3 15.0 38.3 17.1 2.4 22.8 2.1 0.6

つらいと 

感じる 

楽しいと 

感じる 
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（２）ご自身に関すること 

「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間

が十分取れないこと」の割合が 41.0％と最も高

く，次いで「子育てによる身体の疲れが大きいこ

と」の割合が 31.7％，「子育てのストレスなどか

ら子どもにきつくあたってしまうこと」，「特にな

い」の割合が 23.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，全ての就労状況で「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が

十分取れないこと」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ

ー
）
の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
，
身
近
な
人
が

理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と 

ご
自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
，
身
近
な
人

の
見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
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
な
ど
自

分
の
時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も

に
き
つ
く
あ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い

こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
1,210 212 95 65 66 24 495 153 290 384 290 49 50

100.0 17.5 7.9 5.4 5.5 2.0 40.9 12.6 24.0 31.7 24.0 4.0 4.1

フルタイム 
443 79 34 20 16 9 212 53 103 152 87 21 14

100.0 17.8 7.7 4.5 3.6 2.0 47.9 12.0 23.3 34.3 19.6 4.7 3.2

パート・アルバイト等 
274 54 22 18 21 5 108 44 72 77 66 13 10

100.0 19.7 8.0 6.6 7.7 1.8 39.4 16.1 26.3 28.1 24.1 4.7 3.6

未就労 
479 79 38 26 28 10 173 56 113 152 131 13 24

100.0 16.5 7.9 5.4 5.8 2.1 36.1 11.7 23.6 31.7 27.3 2.7 5.0

％

子育てに関して配偶者（パート

ナー）の協力が少ないこと

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

子育てが大変なことを，身近な

人が理解してくれないこと

ご自身の子育てについて，身近

な人の見る目が気になること

子育てに関して話し相手や相談

相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことなど

自分の時間が十分取れないこ
と

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

子育てのストレスなどから子ど

もにきつくあたってしまうこと

子育てによる身体の疲れが大き
いこと

特にない

その他

無回答

17.5

7.8

5.4

5.5

2.0

41.0

12.6

23.9

31.7

23.9

4.1

4.1

14.0

6.1

5.0

6.0

3.2

36.6

12.4

26.8

28.2

26.0

6.3

4.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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【子育てを楽しい・つらいと感じる状況別】 

子育てを楽しい・つらいと感じる状況別でみると，つらいと感じることが多い人ほど「仕事や

自分のやりたいことなど自分の時間が十分取れないこと」の割合が，楽しいと感じることが多い

人ほど「特にない」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）

の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
，
身
近
な
人
が 

理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と 

ご
自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
，
身
近
な
人
の

見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
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
な
ど
自
分
の

時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も
に 

き
つ
く
あ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い
こ
と

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
1,211 212 95 65 66 24 496 153 290 384 290 50 50

100.0 17.5 7.8 5.4 5.5 2.0 41.0 12.6 23.9 31.7 23.9 4.1 4.1

1 
18 3 3 4 4 2 14 5 6 9 1 3 1

100.0 16.7 16.7 22.2 22.2 11.1 77.8 27.8 33.3 50.0 5.6 16.7 5.6

2 
64 26 12 17 12 6 42 21 40 42 - 5 0

100.0 40.6 18.8 26.6 18.8 9.4 65.6 32.8 62.5 65.6 - 7.8 -

3 
255 50 27 24 22 7 145 41 100 112 25 11 9

100.0 19.6 10.6 9.4 8.6 2.7 56.9 16.1 39.2 43.9 9.8 4.3 3.5

4 
525 94 35 14 19 6 204 57 113 163 118 16 22

100.0 17.9 6.7 2.7 3.6 1.1 38.9 10.9 21.5 31.0 22.5 3.0 4.2

5 
334 36 17 6 8 2 90 28 30 56 144 14 12

100.0 10.8 5.1 1.8 2.4 0.6 26.9 8.4 9.0 16.8 43.1 4.2 3.6

 

  

つらいと 

感じる 

楽しいと 

感じる 
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問 32 芦屋市における子育ての環境や支援への満足度について，当てはまる番号１つに○

をつけてください。（１：満足度が低い，５：満足度が高い） 

「３」の割合が 38.7％と最も高く，次い

で「２」の割合が 22.0％，「４」の割合が

19.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 33 地域の人に頼まれた場合に，お互いにサポートできると思うことはありますか。  

それぞれ当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「話し相手」の割合が49.1％と最も高く，

次いで「短時間の子どもの預かり」の割合が

42.6％，「子育ての相談」の割合が 41.4％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

1

2

3

4

5

無回答

12.5

22.0

38.7

19.6

4.0

3.2

12.4

26.1

40.5

16.7

3.2

1.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

満足度が高い

満足度が低い

回答者数 = 1,211 ％

ちょっとした買い物

子育ての相談

短時間の子どもの預かり

保育所（園）・幼稚園・認定こど

も園等の送迎

習い事の送迎

食事づくり

宿題をみる

話し相手

特にない

その他

無回答

34.7

41.4

42.6

26.9

18.8

5.6

13.8

49.1

14.4

0.9

2.8

0 20 40 60 80 100
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問 34 芦屋市の子育て支援施策に期待すること・重要なことは何ですか。 

当てはまる番号３つまで○をつけてください。 

「地域における子どもの居場所の充実」の

割合が 36.2％と最も高く，次いで「教育・

保育サービスの費用負担や学費など経済的

支援の充実」の割合が 33.3％，「子どもが主

体的に行動できるよう学校教育・保育環境の

充実」の割合が 32.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子育てに関する相談，情報提供
の充実

親子・親同士の交流の場の充

実

地域における子どもの居場所の

充実

家庭の教育力向上のための学

習機会の充実

子どもの発達支援のための健

診や訪問，ヘルパー派遣など

の充実

子どもが家庭や子どもの大切さ

を学ぶことができる場の充実

子どもが主体的に行動できるよ

う学校教育・保育環境の充実

児童虐待やいじめなどに対する

対策の充実

障がいのある子どもが地域で安
心して生活できるよう障がい児

施策の充実

ひとり親家庭に対する相談や生

活支援の充実

教育・保育サービスの費用負担
や学費など経済的支援の充実

仕事と子育てが両立できるよう

就学前施設の箇所数や内容の

充実

仕事と子育てが両立できるよう

労働時間の改善等，企業や労

働者に対する啓発

その他

無回答

14.5

9.5

36.2

11.5

3.3

6.9

32.9

15.4

3.5

2.1

33.3

30.7

10.9

5.9

15.5

18.2

13.3

39.2

13.9

5.3

8.2

34.9

18.0

3.8

2.4

38.4

34.8

10.3

3.6

5.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)



89 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイム，パート・アルバイト等で「仕事と子育てが両立でき

るよう就学前施設の箇所数や内容の充実」の割合が，未就労で「地域における子どもの居場所の

充実」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
す
る
相
談
，
情
報
提
供
の
充
実 

親
子
・
親
同
士
の
交
流
の
場
の
充
実 

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
充
実 

家
庭
の
教
育
力
向
上
の
た
め
の
学
習
機
会
の
充
実 

子
ど
も
の
発
達
支
援
の
た
め
の
健
診
や
訪
問
， 

ヘ
ル
パ
ー
派
遣
な
ど
の
充
実 

子
ど
も
が
家
庭
や
子
ど
も
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
場
の
充
実 

子
ど
も
が
主
体
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
学
校
教
育
・

保
育
環
境
の
充
実 

児
童
虐
待
や
い
じ
め
な
ど
に
対
す
る
対
策
の
充
実 

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
地
域
で
安
心
し
て 

生
活
で
き
る
よ
う
障
が
い
児
施
策
の
充
実 

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
相
談
や
生
活
支
援
の 

充
実 

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
や
学
費
な
ど 
経
済
的
支
援
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
就
学
前 

施
設
の
箇
所
数
や
内
容
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
労
働
時
間
の 

改
善
等
，
企
業
や
労
働
者
に
対
す
る
啓
発 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 

1,210 176 115 438 139 40 84 399 185 42 24 403 371 132 72 188

100.0 14.5 9.5 36.2 11.5 3.3 6.9 33.0 15.3 3.5 2.0 33.3 30.7 10.9 6.0 15.5

フルタイム 

443 48 35 159 54 12 26 140 60 11 16 163 166 59 26 73

100.0 10.8 7.9 35.9 12.2 2.7 5.9 31.6 13.5 2.5 3.6 36.8 37.5 13.3 5.9 16.5

パート・アルバイト等 

274 35 19 90 29 9 15 83 39 14 3 98 104 37 20 39

100.0 12.8 6.9 32.8 10.6 3.3 5.5 30.3 14.2 5.1 1.1 35.8 38.0 13.5 7.3 14.2

未就労 

479 92 61 185 54 19 41 174 84 17 5 141 100 36 26 71

100.0 19.2 12.7 38.6 11.3 4.0 8.6 36.3 17.5 3.5 1.0 29.4 20.9 7.5 5.4 14.8
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【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，主に全ての区分で「地域における子どもの居場所の充実」「教育・保

育サービスの費用負担や学費など経済的支援の充実」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
す
る
相
談
，
情
報
提
供
の
充
実 

親
子
・
親
同
士
の
交
流
の
場
の
充
実 

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
充
実 

家
庭
の
教
育
力
向
上
の
た
め
の
学
習
機
会
の
充
実 

子
ど
も
の
発
達
支
援
の
た
め
の
健
診
や
訪
問
，
ヘ
ル

パ
ー
派
遣
な
ど
の
充
実 

子
ど
も
が
家
庭
や
子
ど
も
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
場
の
充
実 

子
ど
も
が
主
体
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
学
校
教
育
・

保
育
環
境
の
充
実 

児
童
虐
待
や
い
じ
め
な
ど
に
対
す
る
対
策
の
充
実 

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で

き
る
よ
う
障
が
い
児
施
策
の
充
実 

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
相
談
や
生
活
支
援
の
充
実

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
や
学
費
な
ど
経

済
的
支
援
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
就
学
前
施
設
の

箇
所
数
や
内
容
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
労
働
時
間
の
改

善
等
，
企
業
や
労
働
者
に
対
す
る
啓
発 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
1，211 176 115 438 139 40 84 399 186 42 25 403 372 132 72 188

100.0 14.5 9.5 36.2 11.5 3.3 6.9 32.9 15.4 3.5 2.1 33.3 30.7 10.9 5.9 15.5

100 万円未満 
18 1 4 8 1 - 1 3 6 2 4 6 6 - - 1

100.0 5.6 22.2 44.4 5.6 - 5.6 16.7 33.3 11.1 22.2 33.3 33.3 - - 5.6

100 万円～ 
200 万円未満 

14 2 2 2 2 - - 4 2 - 1 6 3 2 - 5

100.0 14.3 14.3 14.3 14.3 - - 28.6 14.3 - 7.1 42.9 21.4 14.3 - 35.7

200 万円～ 
300 万円未満 

17 2 4 2 - - 3 6 2 1 1 4 8 4 1 3

100.0 11.8 23.5 11.8 - - 17.6 35.3 11.8 5.9 5.9 23.5 47.1 23.5 5.9 17.6

300 万円～ 
500 万円未満 

201 33 22 74 24 6 16 64 28 10 8 70 62 27 15 27

100.0 16.4 10.9 36.8 11.9 3.0 8.0 31.8 13.9 5.0 4.0 34.8 30.8 13.4 7.5 13.4

500 万円～ 
700 万円未満 

280 43 22 115 34 12 14 97 39 11 1 98 89 37 10 45

100.0 15.4 7.9 41.1 12.1 4.3 5.0 34.6 13.9 3.9 0.4 35.0 31.8 13.2 3.6 16.1

700 万 円 ～
1,000 万円未満 

283 42 27 105 37 9 21 99 40 6 3 106 96 31 19 31

100.0 14.8 9.5 37.1 13.1 3.2 7.4 35.0 14.1 2.1 1.1 37.5 33.9 11.0 6.7 11.0

1,000 万 円 ～
2,000 万円未満 

173 23 20 59 18 8 8 55 25 7 3 44 50 16 19 31

100.0 13.3 11.6 34.1 10.4 4.6 4.6 31.8 14.5 4.0 1.7 25.4 28.9 9.2 11.0 17.9

2,000 万円以上 
36 9 2 18 6 1 3 12 6 - - 6 11 1 3 4

100.0 25.0 5.6 50.0 16.7 2.8 8.3 33.3 16.7 - - 16.7 30.6 2.8 8.3 11.1
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問 35 過去１年間に,次の手当てや援助などを受けたことがありますか。 

①～③のそれぞれ当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）児童扶養手当 

「受けたことがない」の割合が 80.3％と最も

高く，次いで「受けている」の割合が 14.2％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

（２）生活保護 

「受けたことがない」の割合が 92.8％と最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）養育費 

「受けたことがない」の割合が 92.0％と最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,211 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

14.2

0.7

80.3

4.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,211 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

0.1

0.0

92.8

7.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,211 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

1.0

0.2

92.0

6.9

0 20 40 60 80 100
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問36 お子さんにとって,現在,または将来的に,どのような支援があるとよいと思います

か。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「自然体験や集団遊びなど多様な活動機

会の提供」の割合が 65.2％と最も高く，次

いで「保護者が家にいないときに子どもを預

かる場やサービスの提供」の割合が 56.5％，

「仲間と出会え,一緒に活動できるところ」

の割合が 54.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,211 ％

保護者が家にいないときに子ど

もを預かる場やサービスの提供

仲間と出会え, 一緒に活動でき

るところ

自然体験や集団遊びなど多様

な活動機会の提供

地域における子どもの居場所の

提供

読み書き計算などの基礎的な

学習への支援

子どものみで無料もしくは安価
で食事ができる場所の提供

低い家賃で住めるところ（寮や
下宿のようなところ）

生活や就学のための経済的補
助

進路や生活などについて相談

できるところ

会社などでの職場体験等の機

会の提供

仕事に就けるようにするための

就労に関する支援

進学や資格を取るための発展

的な学習の支援

特にない

その他

無回答

56.5

54.3

65.2

50.4

27.8

13.3

5.7

25.9

17.8

28.2

13.6

34.5

2.2

3.3

1.3

0 20 40 60 80 100
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【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，主に全ての区分で「自然体験や集団遊びなど多様な活動機会の提供」

の割合が高くなっており，100 万円～200 万円未満で「保護者が家にいないときに子どもを預か

る場やサービスの提供」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

保
護
者
が
家
に
い
な
い
と
き
に
子
ど
も
を
預
か
る
場
や

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

仲
間
と
出
会
え
，
一
緒
に
活
動
で
き
る
と
こ
ろ 

自
然
体
験
や
集
団
遊
び
な
ど
多
様
な
活
動
機
会
の
提
供

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
提
供 

読
み
書
き
計
算
な
ど
の
基
礎
的
な
学
習
へ
の
支
援 

子
ど
も
の
み
で
無
料
も
し
く
は
安
価
で
食
事
が
で
き
る

場
所
の
提
供 

低
い
家
賃
で
住
め
る
と
こ
ろ
（
寮
や
下
宿
の
よ
う
な
と

こ
ろ
） 

生
活
や
就
学
の
た
め
の
経
済
的
補
助 

進
路
や
生
活
な
ど
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
と
こ
ろ 

会
社
な
ど
で
の
職
場
体
験
等
の
機
会
の
提
供 

仕
事
に
就
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
就
労
に
関
す
る
支

援 進
学
や
資
格
を
取
る
た
め
の
発
展
的
な
学
習
の
支
援 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
1，211 684 657 789 610 337 161 69 314 216 341 165 418 27 40 16

100.0 56.5 54.3 65.2 50.4 27.8 13.3 5.7 25.9 17.8 28.2 13.6 34.5 2.2 3.3 1.3

100 万円未満 
18 9 10 11 8 5 5 4 7 1 5 2 7 - - -

100.0 50.0 55.6 61.1 44.4 27.8 27.8 22.2 38.9 5.6 27.8 11.1 38.9 - - -

100 万円～ 
200 万円未満 

14 11 9 9 9 5 5 6 9 4 3 3 7 - - 1

100.0 78.6 64.3 64.3 64.3 35.7 35.7 42.9 64.3 28.6 21.4 21.4 50.0 - - 7.1

200 万円～ 
300 万円未満 

17 9 9 10 6 5 1 1 7 1 3 2 5 - 2 -

100.0 52.9 52.9 58.8 35.3 29.4 5.9 5.9 41.2 5.9 17.6 11.8 29.4 - 11.8 -

300 万円～ 
500 万円未満 

201 102 111 129 96 60 33 22 84 45 57 38 77 4 7 2

100.0 50.7 55.2 64.2 47.8 29.9 16.4 10.9 41.8 22.4 28.4 18.9 38.3 2.0 3.5 1.0

500 万円～ 
700 万円未満 

280 164 153 190 155 80 40 12 74 51 91 42 101 6 4 3

100.0 58.6 54.6 67.9 55.4 28.6 14.3 4.3 26.4 18.2 32.5 15.0 36.1 2.1 1.4 1.1

700 万 円 ～
1,000 万円未満 

283 173 152 184 139 72 37 9 61 56 76 32 89 5 7 3

100.0 61.1 53.7 65.0 49.1 25.4 13.1 3.2 21.6 19.8 26.9 11.3 31.4 1.8 2.5 1.1

1,000 万 円 ～
2,000 万円未満 

173 99 94 118 95 45 18 4 21 20 52 23 52 5 10 2

100.0 57.2 54.3 68.2 54.9 26.0 10.4 2.3 12.1 11.6 30.1 13.3 30.1 2.9 5.8 1.2

2,000 万円以上 
36 19 19 21 14 10 2 1 3 2 9 4 12 1 2 -

100.0 52.8 52.8 58.3 38.9 27.8 5.6 2.8 8.3 5.6 25.0 11.1 33.3 2.8 5.6 -
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問 37 あなたが現在,または将来的に必要としていること,重要だと思う支援等はどのよ

うなものですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもの就学にかかる費用が軽減され

ること」の割合が 58.9％と最も高く，次い

で「病気や出産,事故などの事情があったと

きに一時的に子どもを預けられること」の割

合が 37.0％，「子どものことや生活のことな

ど悩みごとを相談できること」の割合が

27.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,211 ％

子どものことや生活のことなど

悩みごとを相談できること

同じような悩みを持った人同士

で知り合えること

地域の人から助けてもらえるこ

と

離婚のことや養育費のことなど

について法的な相談ができるこ
と

病気や障がいのことなどについ

て専門的な相談が受けられるこ
と

住宅を探したり住宅費を軽減し

たりするための支援が受けられ
ること

病気や出産, 事故などの事情が

あったときに一時的に子どもを
預けられること

子どもの就学にかかる費用が

軽減されること

一時的に必要な資金を借りられ

ること

就職・転職のための支援が受け

られること

特にない

その他

無回答

27.5

19.9

19.1

5.2

14.3

14.0

37.0

58.9

3.9

14.2

9.4

3.6

4.0

0 20 40 60 80 100
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【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，主に全ての区分で「子どもの就学に係る費用が軽減されること」の割

合が高くなっており，100 万円未満で「病気や出産, 事故などの事情があったときに一時的に子

どもを預けられること」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
ど
も
の
こ
と
や
生
活
の
こ
と
な
ど
悩
み
ご
と
を
相

談
で
き
る
こ
と 

同
じ
よ
う
な
悩
み
を
持
っ
た
人
同
士
で
知
り
合
え
る

こ
と 

地
域
の
人
か
ら
助
け
て
も
ら
え
る
こ
と 

離
婚
の
こ
と
や
養
育
費
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
法
的

な
相
談
が
で
き
る
こ
と 

病
気
や
障
が
い
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
専
門
的
な
相

談
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

住
宅
を
探
し
た
り
住
宅
費
を
軽
減
し
た
り
す
る
た
め

の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

病
気
や
出
産
， 

事
故
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
た
と
き
に

一
時
的
に
子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
こ
と 

子
ど
も
の
就
学
に
か
か
る
費
用
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と 

一
時
的
に
必
要
な
資
金
を
借
り
ら
れ
る
こ
と 

就
職
・
転
職
の
た
め
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
1，211 333 241 231 63 173 169 448 713 47 172 114 43 48

100.0 27.5 19.9 19.1 5.2 14.3 14.0 37.0 58.9 3.9 14.2 9.4 3.6 4.0

100 万円未満 
18 2 3 3 2 1 8 12 10 3 - 1 - 1

100.0 11.1 16.7 16.7 11.1 5.6 44.4 66.7 55.6 16.7 - 5.6 - 5.6

100 万円～ 
200 万円未満 

14 7 4 6 4 4 9 8 14 2 5 - 1 -

100.0 50.0 28.6 42.9 28.6 28.6 64.3 57.1 100.0 14.3 35.7 - 7.1 -

200 万円～ 
300 万円未満 

17 2 6 5 3 2 5 8 11 1 3 1 - -

100.0 11.8 35.3 29.4 17.6 11.8 29.4 47.1 64.7 5.9 17.6 5.9 - -

300 万円～ 
500 万円未満 

201 65 38 43 16 39 41 73 144 14 39 11 7 4

100.0 32.3 18.9 21.4 8.0 19.4 20.4 36.3 71.6 7.0 19.4 5.5 3.5 2.0

500 万円～ 
700 万円未満 

280 81 60 59 13 51 38 96 178 9 47 22 6 10

100.0 28.9 21.4 21.1 4.6 18.2 13.6 34.3 63.6 3.2 16.8 7.9 2.1 3.6

700 万円～ 
1,000 万円未満 

283 80 55 46 10 34 31 109 162 9 33 30 11 11

100.0 28.3 19.4 16.3 3.5 12.0 11.0 38.5 57.2 3.2 11.7 10.6 3.9 3.9

1,000 万 円 ～
2,000 万円未満 

173 44 33 34 6 23 8 63 71 3 17 25 9 10

100.0 25.4 19.1 19.7 3.5 13.3 4.6 36.4 41.0 1.7 9.8 14.5 5.2 5.8

2,000 万円以上 
36 8 4 9 - 1 2 12 13 - 2 6 2 1

100.0 22.2 11.1 25.0 - 2.8 5.6 33.3 36.1 - 5.6 16.7 5.6 2.8
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Ⅱ－２ 小学生児童の保護者 

１．お住まいの地域について 

問１ お住まいの地区として当てはまる町に○をつけてください。 

「潮見小学校区」の割合が 20.3％と最も高く，

次いで「精道小学校区」の割合が 15.5％，「山手

小学校区」の割合が 13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．封筒の宛名のお子さんとご家族の状況について 

問２ お子さんの生年月をご記入ください。 

「８歳」の割合が 17.8％と最も高く，次いで

「７歳」の割合が 17.4％，「10歳」の割合が 16.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

無回答

15.6

17.4

17.8

13.9

16.6

13.9

4.7

15.0

19.0

16.5

15.6

15.8

15.8

2.3

0 20 40 60 80 100

山
手
中
学
校
区 

精
道
中
学
校
区 

潮
見
中
学
校
区 

％

山手小学校区

岩園小学校区

朝日ケ丘小学校区

精道小学校区

宮川小学校区

打出浜小学校区

潮見小学校区

浜風小学校区

無回答

13.9

9.9

7.7

15.5

11.4

8.5

20.3

8.8

4.1

14.1

10.4

8.1

13.3

12.6

11.8

17.9

9.5

2.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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問３ お子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お子さんを含めた人数をご記入

ください。 

「２人」の割合が 50.4％と最も高く，次いで

「１人」の割合が 28.2％，「３人」の割合が 14.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えく

ださい。 

「母親」の割合が 88.4％，「父親」の割合が

10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。 

「配偶者（パートナー）がいる」の割合が 90.0％，

「配偶者（パートナー）はいない」の割合が 8.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

28.2

50.4

14.2

2.0

0.2

5.0

35.2

49.0

12.6

1.7

0.5

1.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

％

母親

父親

その他

無回答

88.4

10.2

0.5

0.9

91.9

6.4

0.5

1.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

％

配偶者（パートナー）がいる

配偶者（パートナー）はいない

無回答

90.0

8.5

1.6

87.6

11.2

1.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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問６ お子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。            

お子さんからみた関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「主に母親」の割合が 53.1％と最も高く，次

いで「父母ともに」の割合が 42.6％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 何人家族ですか。 

「４人」の割合が 49.0％と最も高く，次いで

「３人」の割合が 28.8％，「５人」の割合が 14.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．子どもの育ちをめぐる環境について 

問８ 日頃，お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」の割合が 52.9％と最も高く，

次いで「緊急時もしくは用事の際には子どもをみ

てもらえる友人・知人がいる」の割合が 30.5％，

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の割

合が 20.7％となっています。 

 

  

回答者数 = 639 ％

２人

３人

４人

５人

６人

７人

８人以上

無回答

1.9

28.8

49.0

14.7

4.1

0.2

0.0

1.4

0 20 40 60 80 100

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

42.6

53.1

1.1

1.1

0.8

1.4

45.5

50.4

0.8

1.2

0.8

1.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

％

日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖

父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子

どもをみてもらえる友人・知人

がいる

いずれもいない

無回答

20.7

52.9

5.6

30.5

14.9

1.4

19.8

54.8

6.6

34.8

12.9

0.2

0 20 40 60 80 100
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問９ お子さんの子育てをする上で，気軽に相談できる人はいますか。また，相談できる

場所はありますか。 

「いる／ある」の割合が 90.6％，「ない」の割

合が 8.0％となっています。 

 

 

 

 

 

問９－１ 問９で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。お子さんの子育て

に関して，気軽に相談できる先は，誰（どこ）ですか。当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

「友人・知人」の割合が 81.3％と最も高く，

次いで「祖父母等の親族」の割合が 72.2％，「学

校教諭」の割合が 19.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

いる／ある

ない

無回答

90.6

8.0

1.4

90.4

9.3

0.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

％

祖父母等の親族

友人・知人

近所の人

子育て支援施設（児童センター

等）・NPO

保健所・保健センター

学校教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

障がい児相談窓口

インターネット・SNS

その他

無回答

72.2

81.3

11.9

0.9

1.4

19.9

0.5

7.6

0.9

0.5

2.9

4.0

0.0

77.1

85.8

14.1

1.2

1.2

20.3

0.7

6.3

0.8

1.2

2.0

2.0

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 579)
平成25年度調査
(回答者数 = 590)
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問 10 ご家族の経済状況についてうかがいます。昨年１年間（平成 29 年 1 月～平成 29

年 12 月）の,家族全員の収入（所得税・住民税などの税金や健康保険料・介護保

険料などを支払った後の手取り額）の合計額は，およそいくらでしたか。       

年間の世帯収入額をご記入ください。 

「700 万円～1,000 万円未満」の割合が 22.5％

と最も高く，次いで「1,000 万円～2,000 万円未

満」の割合が 19.1％，「500 万円～700 万円未満」

の割合が 18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 下記の施設や事業で知っているものや，利用したことがあるもの，今後利用した

いと思うものをお答えください。①～⑧の事業ごとに，Ａ～Ｃのそれぞれについ

て，該当するところに○をつけてください。 

（１）認知度 

「図書館（分室含む）」の割合が 95.9％と最も

高く，次いで「体育館・青少年センター」の割合

が 92.8％，「市民センター・公民館」の割合が

90.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 639 ％

100 万円未満

100 万円～200 万円未満

200 万円～300 万円未満

300 万円～500 万円未満

500 万円～700 万円未満

700 万円～1,000 万円未満

1,000 万円～2,000 万円未満

2,000 万円以上

無回答

1.6

1.4

2.0

10.5

18.0

22.5

19.1

3.9

21.0

0 20 40 60 80 100

％

図書館（分室含む）

市民センター・公民館

体育館・青少年センター

児童センター

特別支援教育センター

スタディルーム

ミュージックスタジオ

子育て世代包括支援センター

無回答

95.9

90.9

92.8

79.0

58.8

35.5

28.5

32.6

2.0

86.2

79.5

79.3

66.8

49.6

-

-

-

11.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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％

図書館（分室含む）

市民センター・公民館

体育館・青少年センター

児童センター

特別支援教育センター

スタディルーム

ミュージックスタジオ

子育て世代包括支援センター

無回答

12.4

6.7

8.3

6.4

5.0

14.7

16.4

9.4

68.1

10.9

6.3

8.7

4.7

6.4

-

-

-

80.6

0 20 40 60 80 100

（２）利用状況 

「図書館（分室含む）」の割合が 87.0％と最も

高く，次いで「体育館・青少年センター」の割合

が 66.7％，「市民センター・公民館」の割合が

63.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用希望 

「ミュージックスタジオ」の割合が 16.4％と

最も高く，次いで「スタディルーム」の割合が

14.7％，「図書館（分室含む）」の割合が 12.4％

となっています。 

 

 

 

 

  

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

％

図書館（分室含む）

市民センター・公民館

体育館・青少年センター

児童センター

特別支援教育センター

スタディルーム

ミュージックスタジオ

子育て世代包括支援センター

無回答

87.0

63.7

66.7

34.7

8.5

3.8

0.6

6.7

9.5

78.3

54.7

53.8

26.8

6.7

-

-

-

19.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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４．お子さんの保護者の就労状況について 

問 12 お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業，家族従事者含む）をうかがいます。 

（１）母親 

ア 就労状況 

「パート・アルバイト等（フルタイム以外の就

労）で就労している」の割合が 39.9％と最も高

く，次いで「フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で就労している」の割合が

29.2％，「（お子さんが生まれる前を含め）以前は

就労していたが，現在は就労していない」の割合

が 26.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 45.2％と最も高く，次いで

「３日」の割合が 18.5％，「４日」の割合が 18.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度調査
(回答者数 = 634)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

3.4

8.2

18.5

18.0

45.2

3.9

0.2

2.5

3.0

9.8

16.1

19.4

43.2

4.9

1.1

2.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 438)
平成25年度調査
(回答者数 = 366)

％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してい

る

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・アルバイト等（フルタイ

ム以外の就労）で就労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，産休・育休・介護休業

中である

（お子さんが生まれる前を含め）

以前は就労していたが，現在は

就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）

これまで就労したことがない

無回答

29.2

0.0

39.9

0.0

26.5

1.7

2.7

20.7

0.0

35.1

0.3

31.2

9.8

2.9

0 20 40 60 80 100
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ウ １日当たり就労時間 

「８時間未満」の割合が 63.7％と最も高く，

次いで「８時間～９時間未満」の割合が 22.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 家を出る時間 

「８時台」の割合が 46.8％と最も高く，次い

で「９時台」の割合が 21.9％，「７時台」の割合

が 17.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 帰宅時間 

「18 時前」の割合が 56.2％と最も高く，次

いで「18 時台」の割合が 18.7％，「19 時台」

の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

63.7

22.1

7.3

3.4

0.9

1.4

1.1

67.8

20.8

5.5

2.7

0.3

0.5

2.5

0 20 40 60 80 100

％

６時前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.7

1.1

17.1

46.8

21.9

7.3

5.0

0.0

0.5

14.2

46.7

22.7

9.0

6.8

0 20 40 60 80 100

％

18時前

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

25時以降

無回答

56.2

18.7

12.8

5.5

0.7

0.5

0.0

0.0

0.2

5.5

56.3

19.4

10.1

3.8

2.5

0.5

0.3

0.0

0.0

7.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 438)
平成25年度調査
(回答者数 = 366)

平成30年度調査
(回答者数 = 438)
平成25年度調査
(回答者数 = 366)

平成30年度調査
(回答者数 = 438)
平成25年度調査
(回答者数 = 366)
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（２）父親 

ア 就労状況 

「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度

の就労）で就労している」の割合が 89.2％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 72.6％と最も高く，次い

で「６日」の割合が 19.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ １日当たり就労時間 

「８時間～９時間未満」，「10 時間～11 時間

未満」の割合が 27.0％と最も高く，次いで「12

時間以上」の割合が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度調査
(回答者数 = 591)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.4

0.2

1.1

72.6

19.2

2.5

4.0

0.0

0.2

0.4

0.4

67.7

26.3

0.8

4.2

0 20 40 60 80 100

％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してい

る

フルタイムで就労しているが，

育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイ

ム以外の就労）で就労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，育休・介護休業中であ

る

（お子さんが生まれる前を含め）

以前は就労していたが，現在は

就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）

これまで就労したことがない

無回答

89.2

0.2

0.3

0.0

1.2

0.2

9.0

78.7

0.3

0.6

0.0

1.1

0.0

19.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 530)
平成25年度調査
(回答者数 = 520)

％

８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

2.3

27.0

14.9

27.0

4.7

18.3

5.8

3.7

22.3

12.1

25.8

8.3

21.5

6.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 530)
平成25年度調査
(回答者数 = 520)
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エ 家を出る時間 

「７時台」の割合が 42.8％と最も高く，次

いで「８時台」の割合が 26.2％，「６時台」の

割合が 11.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

オ 帰宅時間 

「21 時台」の割合が 19.6％と最も高く，次

いで「20 時台」の割合が 18.5％，「18 時前」

の割合が 16.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

2.3

11.3

42.8

26.2

8.1

2.5

6.8

3.3

13.1

41.5

28.1

6.2

3.1

4.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 530)
平成25年度調査
(回答者数 = 520)

％

18時前

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

25時以降

無回答

16.2

4.5

15.3

18.5

19.6

9.6

6.0

1.9

0.8

7.5

1.3

7.7

15.8

18.1

21.3

15.6

9.0

4.0

1.2

6.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 530)
平成25年度調査
(回答者数 = 520)
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問 13 問 12 の（１）または（２）で「３.」「４.」（パート・アルバイト等で就労してい

る）に○をつけた方にうかがいます。該当しない方は，問 14 へお進みください。 

フルタイムへの転換希望はありますか。 

（１）母親 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを

希望」の割合が 58.9％と最も高く，次いで「フ

ルタイムへの転換希望はあるが，実現できる見込

みはない」の割合が 18.6％となっています。 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，全ての年齢で，「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」

の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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
は
あ
る
が
，
実

現
で
き
る
見
込
み
は

な
い 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

等
の
就
労
を
続
け
る

こ
と
を
希
望 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

等
を
や
め
て
子
育
て

や
家
事
に
専
念
し
た

い 無
回
答 

全体 
253 21 47 149 6 30

100.0 8.3 18.6 58.9 2.4 11.9

６歳 
34 5 8 15 1 5

100.0 14.7 23.5 44.1 2.9 14.7

７歳 
37 5 6 23 2 1

100.0 13.5 16.2 62.2 5.4 2.7

８歳 
55 3 9 38 - 5

100.0 5.5 16.4 69.1 - 9.1

９歳 
35 2 7 21 - 5

100.0 5.7 20.0 60.0 - 14.3

10 歳 
46 - 11 27 2 6

100.0 - 23.9 58.7 4.3 13.0

11 歳 
34 4 4 19 1 6

100.0 11.8 11.8 55.9 2.9 17.6

 

（２）父親 

「フルタイムへの転換希望はあるが，実現できる見込みはない」，「パート・アルバイト等の就

労を続けることを希望」が 1件となっています。 

  

％

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はある

が，実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を

続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子

育てや家事に専念したい

無回答

8.3

18.6

58.9

2.4

11.9

3.5

14.7

71.0

0.4

10.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 253)
平成25年度調査
(回答者数 = 231)
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問 14 問 12 の（１）または（２）で「５.以前は就労していたが，現在は就労していな

い」または「６. これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。

該当しない方は，問 15 へお進みください。就労したいという希望はありますか。

当てはまる番号１つに○をつけ，該当する  には数字をご記入ください。 

（１）母親 

「子育てや家事などに専念したい（就労の

予定はない）」の割合が 34.6％と最も高く，

次いで「１年より先，一番下の子どもが＿歳

になったころに就労したい」の割合が28.5％，

「すぐにでも，もしくは１年以内に就労した

い」の割合が 27.4％となっています。 

 

 

 

 

ア 就労したい時期の一番下の子どもの年齢 

「12 歳～13 歳」の割合が 60.8％と最も高

く，次いで「10 歳～11 歳」の割合が 17.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

1 年より先，一番下の子どもが

＿歳になったころに就労したい

すぐにでも，もしくは１年以内に

就労したい

無回答

34.6

28.5

27.4

9.5

42.5

17.2

27.2

13.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 179)
平成25年度調査
(回答者数 = 268)

％

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～13歳

14歳～15歳

16歳～17歳

18歳以上

無回答

2.0

0.0

0.0

2.0

2.0

17.6

60.8

3.9

2.0

0.0

9.8

2.2

2.2

0.0

2.2

4.3

15.2

50.0

4.3

0.0

4.3

15.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 51)
平成25年度調査
(回答者数 = 46)
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イ 希望する就労形態 

「フルタイム」の割合が 8.2％，「パート・

アルバイト等」の割合が 85.7％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

イ-１ パート・アルバイト等 １週当たり希望就労日数 

「３日」の割合が 64.3％と最も高く，次

いで「４日」の割合が 21.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ-２ パート・アルバイト等 １日当たり希望就労時間 

「５時間」の割合が 40.5％と最も高く，

次いで「４時間」の割合が 31.0％，「６時間」

の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム

パート・アルバイト等

無回答

8.2

85.7

6.1

8.2

86.3

5.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 49)
平成25年度調査
(回答者数 = 73)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

9.5

64.3

21.4

2.4

0.0

0.0

2.4

0.0

12.7

50.8

28.6

6.3

0.0

0.0

1.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 42)
平成25年度調査
(回答者数 = 63)

％

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

無回答

0.0

0.0

2.4

31.0

40.5

16.7

2.4

2.4

4.8

0.0

0.0

11.1

30.2

39.7

12.7

3.2

3.2

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 42)
平成25年度調査
(回答者数 = 63)
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（２）父親 

「すぐにでも，もしくは１年以内に就労したい」が 3件となっています。 

 

ア 就労したい時期の一番下の子どもの年齢 

有効回答がありませんでした。 

 

イ 希望する就労形態 

「フルタイム」が 2件となっています。 

 

イ-１ パート・アルバイト等 １週当たり希望就労日数 

有効回答がありませんでした。 

 

イ-２ パート・アルバイト等 １日当たり希望就労時間 

有効回答がありませんでした。 
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５．お子さんの病気の際の対応について 

問 15 すべての方にうかがいます。この１年間に，お子さんが病気やけがで学校を休ま

なければならなかったことはありますか。 

「あった」の割合が 75.1％，「なかった」の割

合が 23.3％となっています。 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，６歳～９歳で「あった」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

全体 
639 480 149 10

100.0 75.1 23.3 1.6

６歳 
100 80 16 4

100.0 80.0 16.0 4.0

７歳 
111 86 25 -

100.0 77.5 22.5 -

８歳 
114 87 26 1

100.0 76.3 22.8 0.9

９歳 
89 73 15 1

100.0 82.0 16.9 1.1

10 歳 
106 71 35 -

100.0 67.0 33.0 -

11 歳 
89 59 28 2

100.0 66.3 31.5 2.2

 

 

  

％

あった

なかった

無回答

75.1

23.3

1.6

65.1

32.0

2.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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問 15－１ 問 15 で「１．あった」に○をつけた方にうかがいます。 

お子さんが病気やけがで学校を休まなければならなかった場合に，この１年間

に行った対処方法として当てはまる番号すべてに○をつけ，それぞれのおおよ

その日数を数字でご記入ください。                  

（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。） 

（１）１年間の対処方法  

「母親が休んだ」の割合が 59.6％と最も高く，

次いで「母親または父親のうち就労していない方

が子どもをみた」の割合が 27.9％，「（同居者を

含む）親族・知人に子どもをみてもらった」の割

合が 19.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

母親が休んだ

父親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子

どもをみてもらった

母親または父親のうち就労して

いない方が子どもをみた

病児・病後児保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを

利用した

仕方なく子どもだけで留守番を

させた

その他

無回答

59.6

13.1

19.2

27.9

0.4

0.4

0.0

9.8

1.5

1.5

40.7

7.5

19.3

41.9

0.0

0.2

0.0

12.2

1.9

3.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 480)
平成25年度調査
(回答者数 = 425)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，全ての年齢で「母親が休んだ」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

母
親
が
休
ん
だ 

父
親
が
休
ん
だ 

（
同
居
者
を
含
む
）
親
族
・

知
人
に
子
ど
も
を
み
て
も
ら

っ
た 

母
親
ま
た
は
父
親
の
う
ち
就

労
し
て
い
な
い
方
が
子
ど
も

を
み
た 

病
児
・
病
後
児
保
育
を
利
用

し
た 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
利
用
し

た フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
た 

仕
方
な
く
子
ど
も
だ
け
で
留

守
番
を
さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
480 286 63 92 134 2 2 - 47 7 7

100.0 59.6 13.1 19.2 27.9 0.4 0.4 - 9.8 1.5 1.5

６歳 
80 48 12 22 21 - - - 7 2 -

100.0 60.0 15.0 27.5 26.3 - - - 8.8 2.5 -

７歳 
86 51 10 16 26 - - - 5 - 3

100.0 59.3 11.6 18.6 30.2 - - - 5.8 - 3.5

８歳 
87 57 11 18 22 1 - - 7 2 1

100.0 65.5 12.6 20.7 25.3 1.1 - - 8.0 2.3 1.1

９歳 
73 49 16 13 17 - - - 8 - -

100.0 67.1 21.9 17.8 23.3 - - - 11.0 - -

10 歳 
71 35 7 10 22 - - - 9 1 1

100.0 49.3 9.9 14.1 31.0 - - - 12.7 1.4 1.4

11 歳 
59 31 4 6 21 - - - 8 1 2

100.0 52.5 6.8 10.2 35.6 - - - 13.6 1.7 3.4
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（２）対処方法別日数  

ア 母親が休んだ日数 

「１日」の割合が 24.1％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 18.5％，「３日」の割合が

15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 父親が休んだ日数 

「２日」の割合が 39.7％と最も高く，次いで

「１日」の割合が 33.3％，「３日」の割合が 12.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ （同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった日数 

「１日」の割合が 27.2％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 25.0％，「３日」の割合が 17.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

33.3

39.7

12.7

1.6

4.8

0.0

4.8

3.2

50.0

28.1

9.4

3.1

6.3

0.0

0.0

3.1

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

24.1

18.5

15.7

5.6

12.9

11.9

3.1

8.0

28.9

25.4

18.5

2.3

5.8

1.7

8.7

8.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 286)
平成25年度調査
(回答者数 = 173)

平成30年度調査
(回答者数 = 63)
平成25年度調査
(回答者数 = 32)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

27.2

25.0

17.4

3.3

12.0

1.1

9.8

4.3

37.8

15.9

12.2

6.1

6.1

1.2

8.5

12.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 92)
平成25年度調査
(回答者数 = 82)
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エ 母親または父親のうち就労していない方が子どもをみた日数

「２日」の割合が 23.1％と最も高く，次いで

「７日以上」の割合が 17.9％，「５日」の割合が

15.7％となっています。 

オ 病児・病後児保育を利用した日数

「１日」が 2件となっています。 

カ ベビーシッターを利用した日数

「７日以上」が 2件となっています。 

キ ファミリー・サポート・センターを利用した日数

有効回答がありませんでした。 

ク 仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数

「１日」の割合が 38.3％と最も高く，次いで「２

日」の割合が 21.3％，「３日」の割合が 12.8％と

なっています。 

ケ その他の日数

「１日」，「３日」が 2件となっています。「２日」が 1件となっています。 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

11.2

23.1

9.7

2.2

15.7

3.0

17.9

17.2

20.2

15.2

20.8

4.5

10.7

1.1

17.4

10.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 134)
平成25年度調査
(回答者数 = 178)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

38.3

21.3

12.8

6.4

2.1

4.3

4.3

10.6

32.7

15.4

25.0

5.8

5.8

1.9

1.9

11.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 47)
平成25年度調査
(回答者数 = 52)
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問 15－２ 問 15－１で「１．母親が休んだ」または「２．父親が休んだ」のどちらかに

○をつけた方にうかがいます。 

その際，「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」と思われましたか。

当てはまる番号１つに○をつけ，おおよその日数についてもご記入ください。 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用した

い」の割合が 20.1％，「利用したいとは思わない」

の割合が 69.1％となっています。 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，年齢が低くなるにつれて「できれば病児・病後児保育施設等を利用

したい」の割合が高くなっており，特に６歳で高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

で
き
れ
ば
病
児
・
病
後

児
保
育
施
設
等
を
利

用
し
た
い 

利
用
し
た
い
と
は
思

わ
な
い 

無
回
答 

全体 
298 60 206 32

100.0 20.1 69.1 10.7

６歳 
49 21 22 6

100.0 42.9 44.9 12.2

７歳 
52 11 36 5

100.0 21.2 69.2 9.6

８歳 
60 10 42 8

100.0 16.7 70.0 13.3

９歳 
50 8 39 3

100.0 16.0 78.0 6.0

10 歳 
38 5 31 2

100.0 13.2 81.6 5.3

11 歳 
33 3 25 5

100.0 9.1 75.8 15.2

 

  

％

できれば病児・病後児保育施設

等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

20.1

69.1

10.7

18.8

76.8

4.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 298)
平成25年度調査
(回答者数 = 181)
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイムで，「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」

の割合が高くなっています。 

 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

で
き
れ
ば
病
児
・
病
後

児
保
育
施
設
等
を
利

用
し
た
い 

利
用
し
た
い
と
は
思

わ
な
い 

無
回
答 

全体 
295 59 205 31

100.0 20.0 69.5 10.5

フルタイム 
114 33 73 8

100.0 28.9 64.0 7.0

パート・アルバイト等 
153 20 115 18

100.0 13.1 75.2 11.8

未就労 
20 4 13 3

100.0 20.0 65.0 15.0

 

 

 

（１）病児・病後児保育施設等を利用したい日数 

「５日」の割合が 25.0％と最も高く，次いで

「３日」の割合が 20.0％，「６日～10 日」の割合

が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

3.3

11.7

20.0

10.0

25.0

15.0

3.3

0.0

0.0

11.7

8.8

8.8

5.9

8.8

20.6

20.6

0.0

2.9

0.0

23.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 60)
平成25年度調査
(回答者数 = 34)
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６．お子さんの不定期の教育・保育事業や一時預かりなどの利用について 

問 16 お子さんについて，私用，親の通院，不定期の就労等の目的で，不定期に利用し

ている事業はありますか。ある場合は，当てはまる番号すべてに○をつけ，１年間

のおおよその利用日数をご記入ください。また，今後の利用意向についてもご記入

ください。 

（１）利用している事業 

「現在利用していない，今後も利用意向はない」

の割合が 74.2％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25 年度調査では，今後の利用意向についての設問はなく「利用していない」としているため，比較せずに表記し

ています。 

 

 

 

 

  

％

ファミリー・サポート・センター

ベビーシッター

障がい児支援施設

その他

現在利用していない，今後も利

用意向はない

利用していない

（平成25年度調査）

無回答

3.3

1.9

1.3

1.9

74.2

-

18.6

1.5

0.8

1.2

0.8

-

90.8

5.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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（２）利用している事業別年間日数 

ア ファミリー・サポート・センター 

「31 日以上」の割合が 23.8％と最も高く，次

いで「５日」，「６日～10 日」の割合が 14.3％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ベビーシッター 

「31 日以上」の割合が 25.0％と最も高く，次

いで「１日」，「５日」の割合が 16.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 障がい児支援施設 

「31 日以上」が 4件となっています。「４日」，「11 日～20 日」が 1件となっています。 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

0.0

0.0

0.0

4.8

14.3

14.3

9.5

4.8

23.8

28.6

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

10.0

50.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

16.7

0.0

0.0

0.0

16.7

8.3

8.3

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

40.0

20.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 12)
平成25年度調査
(回答者数 = 5)

平成30年度調査
(回答者数 = 21)
平成25年度調査
(回答者数 = 10)
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エ その他 

「31 日以上」の割合が 33.3％と最も高く，次

いで「６日～10 日」の割合が 16.7％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

8.3

8.3

33.3

25.0

0.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 12)
平成25年度調査
(回答者数 = 5)
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（３）今後の利用意向 

ア ファミリー・サポート・センター 

「ある」の割合が 7.5％，「ない」の割合が

25.8％となっています。 

 

 

 

 

 

イ ベビーシッター 

「ある」の割合が 2.2％，「ない」の割合が

29.6％となっています。 

 

 

 

 

 

ウ 障がい児支援施設 

「ある」の割合が 2.3％，「ない」の割合が

28.5％となっています。 

 

 

 

 

 

エ その他 

「ある」の割合が 1.7％，「ない」の割合が

22.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 639 ％

ある

ない

無回答

7.5

25.8

66.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 639 ％

ある

ない

無回答

2.2

29.6

68.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 639 ％

ある

ない

無回答

2.3

28.5

69.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 639 ％

ある

ない

無回答

1.7

22.5

75.7

0 20 40 60 80 100
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問 17 お子さんについて，私用，親の通院，不定期の就労等の目的で，１年間で何日く

らい事業を利用する必要があると思いますか。当てはまる番号・記号すべてに○

をつけ，必要な日数をご記入ください。 

「利用したい」の割合が 19.9％，「利用する必

要はない」の割合が 74.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用したい目的 

「冠婚葬祭，学校行事，子ども（兄弟姉妹を含

む）や親の通院など」の割合が 56.7％と最も高

く，次いで「私用（買物，子ども（兄弟姉妹を含

む）や親の習い事など，リフレッシュ目的）」の

割合が 44.1％，「不定期の就労」の割合が 32.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

（２）利用したい合計日数 

「７日以上」の割合が 14.2％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

0.8

0.8

0.0

0.8

4.7

0.0

14.2

78.7

0.0

0.0

1.8

0.0

0.0

0.9

22.5

74.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 127)
平成25年度調査
(回答者数 = 111)

％

私用（買物，子ども（兄弟姉妹を

含む）や親の習い事など，リフ

レッシュ目的）

冠婚葬祭，学校行事，子ども

（兄弟姉妹を含む）や親の通院

など

不定期の就労

その他

無回答

44.1

56.7

32.3

8.7

7.9

53.2

58.6

34.2

8.1

4.5

0 20 40 60 80 100

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

19.9

74.2

5.9

17.0

76.3

6.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

平成30年度調査
(回答者数 = 127)

平成25年度調査
(回答者数 = 111)
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（３）利用したい目的別合計日数 

ア 私用（買物，子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事など，リフレッシュ目的） 

「７日以上」の割合が 50.0％と最も高く，次い

で「５日」の割合が 12.5％，「３日」の割合が

10.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 冠婚葬祭，学校行事，子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院など 

「７日以上」の割合が 33.3％と最も高く，次

いで「５日」の割合が 18.1％，「３日」の割合が

13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 不定期の就労 

「７日以上」の割合が 58.5％と最も高く，次

いで「３日」，「５日」の割合が 14.6％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

0.0

2.4

14.6

2.4

14.6

0.0

58.5

7.3

2.6

7.9

5.3

0.0

13.2

5.3

52.6

13.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 41)
平成25年度調査
(回答者数 = 38)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

8.3

9.7

13.9

0.0

18.1

2.8

33.3

13.9

4.6

6.2

15.4

1.5

15.4

1.5

43.1

12.3

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

8.9

8.9

10.7

1.8

12.5

1.8

50.0

5.4

5.1

6.8

11.9

0.0

8.5

1.7

54.2

11.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 56)
平成25年度調査
(回答者数 = 59)

平成30年度調査
(回答者数 = 72)
平成25年度調査
(回答者数 = 65)
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エ その他

「７日以上」の割合が 45.5％と最も高くなっ

ています。 

問 18 この１年間に，保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・家族の病気等）により，お子

さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか。 

あった場合は，当てはまる番号・記号すべてに○をつけ，この１年間のおおよその

日数をご記入ください。 

「あった」の割合が 16.9％，「なかった」の割

合が 81.5％となっています。 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45.5

45.5

0.0

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

66.7

22.2

0 20 40 60 80 100

％

あった

なかった

無回答

16.9

81.5

1.6

18.2

78.9

2.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

平成30年度調査
(回答者数 = 11)
平成25年度調査
(回答者数 = 9)
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（１）１年間の対処方法 

「親族・知人にみてもらった」の割合が 78.7％

と最も高く，次いで「仕方なく子どもを同行させ

た」の割合が 15.7％，「仕方なく子どもだけで留

守番をさせた」の割合が 10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）１年間の対処方法別日数 

ア 親族・知人にみてもらった 

「１泊」の割合が 32.9％と最も高く，次いで

「７泊以上」の割合が 20.0％，「２泊」の割合

が 17.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 

「７泊以上」が 1件となっています。 

 

 

ウ イ以外の保育事業（認可外保育施設，ベビーシッター等）を利用した  

有効回答がありませんでした。 

 

  

％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊以上

無回答

32.9

17.6

7.1

1.2

14.1

0.0

20.0

7.1

14.9

19.1

14.9

3.2

5.3

1.1

17.0

24.5

0 20 40 60 80 100

％

親族・知人にみてもらった

短期入所生活援助事業（ショー

トステイ）を利用した

イ以外の保育事業（認可外保育

施設，ベビーシッター等）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

その他

無回答

78.7

0.9

0.0

15.7

10.2

0.0

0.0

79.0

2.5

0.0

12.6

5.0

5.0

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 108)
平成25年度調査
(回答者数 = 119)

平成30年度調査
(回答者数 = 85)
平成25年度調査
(回答者数 = 94)



125 

エ 仕方なく子どもを同行させた 

「１泊」の割合が 23.5％と最も高く，次いで

「２泊」，「６泊」の割合が 11.8％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

「１泊」，「２泊」の割合が 18.2％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ その他  

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

  

％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊以上

無回答

18.2

18.2

0.0

0.0

9.1

9.1

0.0

45.5

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

83.3

0 20 40 60 80 100

％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊以上

無回答

23.5

11.8

5.9

5.9

5.9

11.8

0.0

35.3

13.3

6.7

13.3

0.0

0.0

6.7

6.7

53.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 17)
平成25年度調査
(回答者数 = 15)

平成30年度調査
(回答者数 = 11)
平成25年度調査
(回答者数 = 6)
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７．お子さんの放課後の過ごし方について 

問 19 すべての方にうかがいます。お子さんについて，小学校低学年（１～３年生）の

うちの放課後の過ごし方について，どのような場所で過ごさせたいと思いますか。

または，過ごしていましたか。 

「自宅」の割合が 65.3％と最も高く，次いで「習

い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習塾等）」

の割合が 64.3％，「放課後子ども教室（キッズス

クエア等）」の割合が 33.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「放課後児童クラブ（学童保育）」について，平成 25 年度調査では「留守家庭児童会（学童保育）」「民間の学童保育」 

としているため，「民間の学童保育」については，比較せずに表記しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室，サッカーク
ラブ，学習塾等）

体育館や福祉センターなど公共

の施設

放課後子ども教室（キッズスク

エア等）

放課後児童クラブ（学童保育）

民間の学童保育

（平成25年度調査）

コミスク

ファミリー・サポート・センター

障がい児支援施設

その他

無回答

65.3

21.4

64.3

5.8

33.8

25.4

-

8.0

0.2

1.3

4.4

3.8

67.5

29.2

66.6

5.4

20.1

18.1

2.5

9.8

0.8

0.8

5.5

8.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，７歳以上で「自宅」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
，
サ
ッ
カ
ー

ク
ラ
ブ
，
学
習
塾
等
） 

体
育
館
や
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
公

共
の
施
設 

放
課
後
子
ど
も
教
室
（
キ
ッ
ズ
ス
ク

エ
ア
等
） 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
学
童
保
育
） 

コ
ミ
ス
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ

ー 障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
639 

100.0 

417 137 411 37 216 162 51 1 8 28 24

65.3 21.4 64.3 5.8 33.8 25.4 8.0 0.2 1.3 4.4 3.8

６歳 
100 57 11 62 7 51 36 9 - 2 3 -

100.0 57.0 11.0 62.0 7.0 51.0 36.0 9.0 - 2.0 3.0 -

７歳 
111 

100.0 

73 17 72 4 45 29 7 1 4 7 1

65.8 15.3 64.9 3.6 40.5 26.1 6.3 0.9 3.6 6.3 0.9

８歳 
114 

100.0 

83 33 83 7 37 21 5 - - 5 2

72.8 28.9 72.8 6.1 32.5 18.4 4.4 - - 4.4 1.8

９歳 
89 

100.0 

54 19 48 3 20 27 6 - - 4 4

60.7 21.3 53.9 3.4 22.5 30.3 6.7 - - 4.5 4.5

10 歳 
106 

100.0 

68 28 68 8 31 21 12 - 1 2 10

64.2 26.4 64.2 7.5 29.2 19.8 11.3 - 0.9 1.9 9.4

11 歳 
89 

100.0 

64 20 60 7 21 20 6 - - 6 5

71.9 22.5 67.4 7.9 23.6 22.5 6.7 - - 6.7 5.6
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【中学校区別】 

中学校区別でみると，山手地区，潮見地区で「自宅」の割合が，精道地区で「習い事（ピア

ノ教室，サッカークラブ，学習塾等）」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
，
サ
ッ
カ
ー

ク
ラ
ブ
，
学
習
塾
等
） 

体
育
館
や
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
公

共
の
施
設 

放
課
後
子
ど
も
教
室
（
キ
ッ
ズ
ス
ク

エ
ア
等
） 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
学
童
保
育
）

コ
ミ
ス
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ

ー 障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
639 417 137 411 37 216 162 51 1 8 28 24

100.0 65.3 21.4 64.3 5.8 33.8 25.4 8.0 0.2 1.3 4.4 3.8

山手 
201 150 44 144 7 63 37 20 1 4 11 8

100.0 74.6 21.9 71.6 3.5 31.3 18.4 10.0 0.5 2.0 5.5 4.0

精道 
226 143 39 146 18 73 61 8 - 4 12 7

100.0 63.3 17.3 64.6 8.0 32.3 27.0 3.5 - 1.8 5.3 3.1

潮見 
186 114 51 109 9 73 56 18 - - 3 6

100.0 61.3 27.4 58.6 4.8 39.2 30.1 9.7 - - 1.6 3.2

 

 

 

（１）放課後の過ごさせたい場所 

ア 自宅 

「２日」の割合が 22.3％と最も高く，次いで

「３日」の割合が 20.9％，「１日」の割合が 13.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

13.9

22.3

20.9

10.3

12.2

0.5

2.9

17.0

16.6

22.7

18.6

7.5

11.6

1.6

3.9

17.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 417)
平成25年度調査
(回答者数 = 441)
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イ 祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 45.3％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 21.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習塾等） 

「２日」の割合が 32.6％と最も高く，次いで

「３日」の割合が 27.5％，「１日」の割合が 14.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 体育館や福祉センターなど公共の施設 

「１日」の割合が 40.5％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度調査
(回答者数 = 137)
平成25年度調査
(回答者数 = 191)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

14.1

32.6

27.5

11.2

4.9

0.2

0.0

9.5

17.0

30.6

24.4

8.7

4.4

0.7

0.2

14.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

45.3

21.2

3.6

2.2

8.0

0.0

0.7

19.0

52.9

18.3

2.6

1.6

3.1

0.5

0.5

20.4

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

40.5

13.5

8.1

0.0

0.0

0.0

0.0

37.8

48.6

25.7

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 411)
平成25年度調査
(回答者数 = 435)

平成30年度調査
(回答者数 = 37)
平成25年度調査
(回答者数 = 35)
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％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

38.0

21.8

9.3

2.8

4.6

0.0

0.0

23.6

35.9

24.4

12.2

0.0

3.8

0.0

0.0

23.7

0 20 40 60 80 100オ 放課後子ども教室（キッズスクエア等） 

「１日」の割合が 38.0％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 21.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 放課後児童クラブ（学童保育） 

「５日」の割合が 48.8％と最も高く，次いで

「３日」の割合が 16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については，平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」

と比較して表記しています。 

 

カ-１ 放課後児童クラブ（学童保育） 利用終了時刻 

「17 時台」の割合が 45.7％と最も高く，次い

で「18 時以降」の割合が 30.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については，平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」

と比較して表記しています。 

  

平成30年度調査
(回答者数 = 216)
平成25年度調査
(回答者数 = 131)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

4.9

6.8

16.0

8.0

48.8

2.5

0.0

13.0

4.2

5.9

7.6

3.4

57.6

5.9

0.0

15.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 162)
平成25年度調査
(回答者数 = 118)

％

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.6

2.5

45.7

30.9

20.4

0.0

1.7

57.6

23.7

16.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 162)
平成25年度調査
(回答者数 = 118)
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キ コミスク 

「１日」の割合が 52.9％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク ファミリー・サポート・センター 

有効回答がありませんでした。 

 

 

ケ 障がい児支援施設 

「２日」，「５日」が 2件となっています。「１日」，「３日」が 1件となっています。 

 

 

コ その他 

「２日」の割合が 28.6％と最も高く，次いで

「１日」の割合が 21.4％，「５日」の割合が 17.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

21.4

28.6

10.7

10.7

17.9

0.0

7.1

3.6

36.1

22.2

16.7

8.3

2.8

0.0

0.0

13.9

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

52.9

21.6

2.0

3.9

0.0

0.0

0.0

19.6

43.8

23.4

12.5

0.0

1.6

0.0

0.0

18.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 51)
平成25年度調査
(回答者数 = 64)

平成30年度調査
(回答者数 = 28)
平成25年度調査
(回答者数 = 36)
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問 20 すべての方にうかがいます。お子さんについて，小学校高学年（４～６年生）の

うちの放課後の過ごし方について，どのような場所で過ごさせたいと思いますか。 

「習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習

塾等）」の割合が 75.3％と最も高く，次いで「自

宅」の割合が 70.0％，「放課後子ども教室（キッ

ズスクエア等）」の割合が 23.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「放課後児童クラブ（学童保育）」について，平成 25 年度調査では「留守家庭児童会（学童保育）」「民間の学童保育」 

としているため，「民間の学童保育」については，比較せずに表記しています。  

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室，サッカーク

ラブ，学習塾等）

体育館や福祉センターなど公共

の施設

放課後子ども教室（キッズスク

エア等）

放課後児童クラブ（学童保育）

民間の学童保育

（平成25年度調査）

コミスク

ファミリー・サポート・センター

障がい児支援施設

その他

無回答

70.0

19.1

75.3

8.1

23.6

9.7

-

8.8

0.2

1.4

5.5

7.5

64.6

24.2

70.0

9.8

23.1

7.5

1.7

8.6

0.3

0.3

4.7

14.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，９歳で「自宅」の割合が，それ以外の年齢で「習い事（ピアノ教

室，サッカークラブ，学習塾等）」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
，
サ

ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
，
学
習
塾
等
） 

体
育
館
や
福
祉
セ
ン
タ
ー
な

ど
公
共
の
施
設 

放
課
後
子
ど
も
教
室
（
キ
ッ

ズ
ス
ク
エ
ア
等
） 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
学
童

保
育
） 

コ
ミ
ス
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
639 

100.0 

447 122 481 52 151 62 56 1 9 35 48

70.0 19.1 75.3 8.1 23.6 9.7 8.8 0.2 1.4 5.5 7.5

６歳 
100 

100.0 

59 9 70 10 36 17 12 - 3 2 13

59.0 9.0 70.0 10.0 36.0 17.0 12.0 - 3.0 2.0 13.0

７歳 
111 

100.0 

61 14 74 4 32 16 6 1 2 4 19

55.0 12.6 66.7 3.6 28.8 14.4 5.4 0.9 1.8 3.6 17.1

８歳 
114 

100.0 

73 23 86 8 24 11 8 - 2 7 12

64.0 20.2 75.4 7.0 21.1 9.6 7.0 - 1.8 6.1 10.5

９歳 
89 

100.0 

72 23 68 5 23 5 8 - 1 4 -

80.9 25.8 76.4 5.6 25.8 5.6 9.0 - 1.1 4.5 -

10 歳 
106 

100.0 

87 25 87 12 16 4 12 - 1 8 -

82.1 23.6 82.1 11.3 15.1 3.8 11.3 - 0.9 7.5 -

11 歳 
89 

100.0 

73 22 76 8 12 5 4 - - 8 1

82.0 24.7 85.4 9.0 13.5 5.6 4.5 - - 9.0 1.1

 

【中学校区別】 

中学校区別でみると，全ての地区で「習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習塾等）」

の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
，
サ
ッ
カ
ー

ク
ラ
ブ
，
学
習
塾
等
） 

体
育
館
や
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
公

共
の
施
設 

放
課
後
子
ど
も
教
室
（
キ
ッ
ズ
ス
ク

エ
ア
等
） 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
学
童
保
育
）

コ
ミ
ス
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ

ー 障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
639 

100.0 

447 122 481 52 151 62 56 1 9 35 48

70.0 19.1 75.3 8.1 23.6 9.7 8.8 0.2 1.4 5.5 7.5

山手 
201 149 37 156 12 46 18 17 1 2 12 15

100.0 74.1 18.4 77.6 6.0 22.9 9.0 8.5 0.5 1.0 6.0 7.5

精道 
226 

100.0 

154 36 174 28 50 24 16 - 5 14 13

68.1 15.9 77.0 12.4 22.1 10.6 7.1 - 2.2 6.2 5.8

潮見 
186 

100.0 

128 47 135 8 52 16 20 - 2 7 17

68.8 25.3 72.6 4.3 28.0 8.6 10.8 - 1.1 3.8 9.1
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（１）放課後の過ごさせたい場所 

ア 自宅 

「２日」の割合が 26.8％と最も高く，次いで

「１日」の割合が 18.8％，「３日」の割合が 14.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 48.4％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 21.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習塾等） 

「３日」の割合が 33.7％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 23.5％，「４日」の割合が 14.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

8.1

23.5

33.7

14.3

7.7

1.5

0.2

11.0

9.8

24.5

30.0

12.5

5.9

1.3

0.0

16.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

48.4

21.3

3.3

2.5

4.9

0.0

0.8

18.9

46.8

16.5

3.8

1.9

3.2

0.0

0.0

27.8

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

18.8

26.8

14.5

6.0

12.3

0.4

3.1

17.9

21.3

25.1

12.3

5.7

12.1

0.7

2.6

20.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 447)
平成25年度調査
(回答者数 = 422)

平成30年度調査
(回答者数 = 122)
平成25年度調査
(回答者数 = 158)

平成30年度調査
(回答者数 = 481)
平成25年度調査
(回答者数 = 457)
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エ 体育館や福祉センターなど公共の施設 

「１日」の割合が 46.2％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 19.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 放課後子ども教室（キッズスクエア等） 

「２日」の割合が 35.1％と最も高く，次いで

「１日」の割合が 29.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 放課後児童クラブ（学童保育）  

「５日」の割合が 19.4％と最も高く，次いで

「２日」，「３日」の割合が 17.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については，平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」

と比較して表記しています。 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

12.9

17.7

17.7

3.2

19.4

1.6

0.0

27.4

4.1

14.3

16.3

2.0

30.6

6.1

0.0

26.5

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

29.8

35.1

7.9

1.3

4.6

0.0

0.0

21.2

36.4

20.5

12.6

0.0

7.9

0.0

0.0

22.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 151)
平成25年度調査
(回答者数 = 151)

平成30年度調査
(回答者数 = 62)
平成25年度調査
(回答者数 = 49)

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

46.2

19.2

9.6

1.9

1.9

0.0

0.0

21.2

53.1

20.3

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 52)
平成25年度調査
(回答者数 = 64)
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カ-１ 放課後児童クラブ（学童保育） 利用終了時刻 

「18 時以降」の割合が 29.0％と最も高く，次

いで「17 時台」の割合が 27.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については，平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」

と比較して表記しています。 

 

キ コミスク 

「１日」の割合が 55.4％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク ファミリー・サポート・センター 

有効回答がありませんでした。 

 

ケ 障がい児支援施設  

「２日」が 5件となっています。「１日」，「４日」，「５日」が 1件となっています。 

 

コ その他 

「２日」の割合が 25.7％と最も高く，次いで

「１日」，「３日」の割合が 22.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

22.9

25.7

22.9

2.9

8.6

0.0

0.0

17.1

29.0

25.8

16.1

6.5

0.0

0.0

0.0

22.6

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

55.4

16.1

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

21.4

41.1

25.0

12.5

1.8

1.8

0.0

0.0

17.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 56)
平成25年度調査
(回答者数 = 56)

平成30年度調査
(回答者数 = 35)
平成25年度調査
(回答者数 = 31)

％

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.0

1.6

27.4

29.0

41.9

0.0

0.0

22.4

44.9

32.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 62)
平成25年度調査
(回答者数 = 49)
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問 21 問 19 または問 20 で「６．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方にうか

がいます。該当しない方は，問 22 へお進みください。土曜日，日曜日・祝日，夏

休み等の三季休業中に利用したいですか。                  

当てはまる番号すべてに○をつけ，それぞれ利用したい時間帯をご記入ください。 

「夏休み等の三季休業中に利用したい」の割合

が 72.9％と最も高く，次いで「土曜日に利用し

たい」の割合が 22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度調査の「放課後児童クラブ（学童保育）」については，平成 25 年度調査の「留守家庭児童会（学童保育）」

と比較して表記しています。（以下，（１）～（３）も同様） 

 

（１）土曜日  

 ア 利用希望開始時間 

「９時前」の割合が 50.0％と最も高く，次い

で「９時台」の割合が 42.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用希望終了時間 

「17 時台」の割合が 44.7％と最も高く，次い

で「18 時以降」の割合が 36.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

16時前

16時台

17時台

18時以降

無回答

7.9

7.9

44.7

36.8

2.6

20.8

4.2

45.8

29.2

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 38)
平成25年度調査
(回答者数 = 24)

％

９時前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

50.0

42.1

0.0

0.0

0.0

2.6

2.6

2.6

45.8

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.2

0 20 40 60 80 100

％

土曜日に利用したい

日曜日・祝日に利用したい

夏休み等の三季休業中に利用
したい

利用希望はない

無回答

22.9

13.9

72.9

15.1

7.2

18.5

11.5

69.2

19.2

9.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 166)
平成25年度調査
(回答者数 = 130)

平成30年度調査
(回答者数 = 38)
平成25年度調査
(回答者数 = 24)
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（２）日曜日・祝日  

 ア 利用希望開始時間 

「９時前」の割合が 56.5％と最も高く，次い

で「９時台」の割合が 34.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用希望終了時間 

「18 時以降」の割合が 47.8％と最も高く，次

いで「17 時台」の割合が 39.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

16時前

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.0

8.7

39.1

47.8

4.3

13.3

0.0

33.3

46.7

6.7

0 20 40 60 80 100

％

９時前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

56.5

34.8

0.0

0.0

0.0

4.3

0.0

4.3

53.3

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 23)
平成25年度調査
(回答者数 = 15)

平成30年度調査
(回答者数 = 23)
平成25年度調査
(回答者数 = 15)
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（３）夏休み等の三季休業中  

ア 利用希望開始時間 

「９時前」の割合が 63.6％と最も高く，次い

で「９時台」の割合が 26.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用希望終了時間 

「17 時台」の割合が 45.5％と最も高く，次い

で「18 時以降」の割合が 37.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

16時前

16時台

17時台

18時以降

無回答

4.1

4.1

45.5

37.2

9.1

10.0

2.2

54.4

30.0

3.3

0 20 40 60 80 100

％

９時前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

63.6

26.4

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

65.6

28.9

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 121)
平成25年度調査
(回答者数 = 90)

平成30年度調査
(回答者数 = 121)
平成25年度調査
(回答者数 = 90)
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問 22 すべての方にうかがいます。家の近くの子どもの遊び場について，日ごろ感じて

いることはありますか。当てはまる番号３つまで○をつけてください。 

「雨の日に遊べる場所がない」の割合が 44.9％

と最も高く，次いで「思い切り遊ぶために十分な

広さがない」の割合が 23.8％，「特に感じること

はない」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 639 ％

近くに遊び場がない

雨の日に遊べる場所がない

思い切り遊ぶために十分な広さ
がない

遊具などの種類が充実していな
い

不衛生である

いつも閑散としていて寂しい感じ

がする

遊具などの設備が古くて危険で

ある

緑などの自然が少ない

遊び場やその周辺の環境が悪

くて，安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険であ
る

遊び場に行っても子どもと同じ

歳くらいの遊び仲間がいない

特に感じることはない

その他

無回答

8.5

44.9

23.8

13.3

1.7

8.0

1.1

2.8

2.2

11.7

12.1

15.8

11.4

12.7

0 20 40 60 80 100
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問 23 すべての方にうかがいます。身近な地域で，子ども同士が交流等を行うことがで

きる場ができた場合，どのようなものが望ましいとお考えですか。当てはまる番号

すべてに○をつけてください。 

「子どもが放課後などに集まって，子ども同士

で自主活動などができる場」の割合が 64.9％と

最も高く，次いで「子どもが土曜日・日曜日に活

動ができたり遊べる場」の割合が 43.3％，「子ど

もに遊びを教えたり，しつけをしてくれる場」の

割合が 35.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 639 ％

子どもに遊びを教えたり，しつけ

をしてくれる場

子どもが放課後などに集まっ

て，子ども同士で自主活動など

ができる場

子どもが土曜日・日曜日に活動

ができたり遊べる場

子ども自身が悩みを相談できる

場

その他

無回答

35.2

64.9

43.3

26.3

4.1

4.4

0 20 40 60 80 100



142 

８．芦屋市の今後の子育て施策について 

問 24 ご自身にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それともつら

いと感じることが多いと思いますか。（１：つらいと感じる，５：楽しいと感じる） 

「4」の割合が 37.6％と最も高く，次いで「5」

の割合が 27.2％，「3」の割合が 24.6％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

問 25 子育てに関して，日常悩んでいること，あるいは気になることは何ですか。    

それぞれ当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

（１）子どもに関すること 

「子どもの教育・保育に関すること」の割合が

46.9％と最も高く，次いで「子どもの友だちづき

あいに関すること」の割合が 34.0％，「子どもの

しつけに関すること」の割合が 33.5％となって

います。 

 

 

 

  

％

病気や発育発達に関すること

食事や栄養に関すること

子育て支援サービスのことがよ

くわからないこと

子どものしつけに関すること

子どもと過ごす時間が十分取

れないこと

子どもの教育・保育に関するこ

と

子どもの友だちづきあいに関す

ること

子どもの登校拒否や不登校な
ど

特にない

その他

無回答

16.9

17.8

5.0

33.5

21.1

46.9

34.0

5.2

14.7

4.9

1.7

15.6

18.4

2.3

44.4

13.6

47.2

35.4

3.7

15.6

6.3

1.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

回答者数 = 639 ％

1

2

3

4

5

無回答

1.7

7.0

24.6

37.6

27.2

1.9

0 20 40 60 80 100

つらいと 

感じる 

楽しいと 

感じる 
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，全ての就労区分で「子どもの教育・保育に関すること」が最も

高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
こ

と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
し
つ
け
に
関
す
る

こ
と 

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が
十

分
取
れ
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
・
保
育
に
関

す
る
こ
と 

子
ど
も
の
友
だ
ち
づ
き
あ
い

に
関
す
る
こ
と 

子
ど
も
の
登
校
拒
否
や
不
登

校
な
ど 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
634 108 113 31 210 133 299 216 32 94 30 11

100.0 17.0 17.8 4.9 33.1 21.0 47.2 34.1 5.0 14.8 4.7 1.7

フルタイム 
185 29 26 11 68 92 100 69 11 18 8 1

100.0 15.7 14.1 5.9 36.8 49.7 54.1 37.3 5.9 9.7 4.3 0.5

パート・アルバイト等 
253 47 51 11 74 30 104 70 9 52 13 4

100.0 18.6 20.2 4.3 29.2 11.9 41.1 27.7 3.6 20.6 5.1 1.6

未就労 
179 27 35 9 65 9 89 70 11 23 9 4

100.0 15.1 19.6 5.0 36.3 5.0 49.7 39.1 6.1 12.8 5.0 2.2

 

 

【子育てを楽しい・つらいと感じる状況別】 

子育てを楽しい・つらいと感じる状況別でみると，全ての区分で「子どもの教育・保育に関

すること」の割合が高く，つらいと感じることが多い人ほど高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
こ

と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と

子
ど
も
の
し
つ
け
に
関
す
る

こ
と 

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が
十

分
取
れ
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
・
保
育
に
関

す
る
こ
と 

子
ど
も
の
友
だ
ち
づ
き
あ
い

に
関
す
る
こ
と 

子
ど
も
の
登
校
拒
否
や
不
登

校
な
ど 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
639 108 114 32 214 135 300 217 33 94 31 11

100.0 16.9 17.8 5.0 33.5 21.1 46.9 34.0 5.2 14.7 4.9 1.7

1 
11 3 2 3 6 3 8 4 3 - 2 -

100.0 27.3 18.2 27.3 54.5 27.3 72.7 36.4 27.3 - 18.2 -

2 
45 11 4 4 25 10 29 25 2 - 2 -

100.0 24.4 8.9 8.9 55.6 22.2 64.4 55.6 4.4 - 4.4 -

3 
157 39 30 13 71 37 86 62 11 9 9 1

100.0 24.8 19.1 8.3 45.2 23.6 54.8 39.5 7.0 5.7 5.7 0.6

4 
240 37 40 8 80 59 118 89 12 34 10 1

100.0 15.4 16.7 3.3 33.3 24.6 49.2 37.1 5.0 14.2 4.2 0.4

5 
174 18 38 4 29 26 58 37 5 48 8 3

100.0 10.3 21.8 2.3 16.7 14.9 33.3 21.3 2.9 27.6 4.6 1.7

 

 

 

つらいと 

感じる 

楽しいと 

感じる 
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（２）ご自身に関すること 

「特にない」の割合が 31.3％と最も高く，次

いで「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間

が十分取れないこと」の割合が 25.0％，「子育て

のストレスなどから子どもにきつくあたってし

まうこと」の割合が 22.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイムで「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十

分取れないこと」の割合が，パート・アルバイト等，未就労で「特にない」の割合が最も高く

なっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ

ー
）
の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
，
身
近
な
人
が

理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と 

ご
自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
，
身
近
な
人

の
見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
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
な
ど
自

分
の
時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も

に
き
つ
く
あ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い

こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
634 123 81 28 38 24 159 63 140 113 199 43 27

100.0 19.4 12.8 4.4 6.0 3.8 25.1 9.9 22.1 17.8 31.4 6.8 4.3

フルタイム 
185 35 27 12 10 6 65 16 45 36 51 11 5

100.0 18.9 14.6 6.5 5.4 3.2 35.1 8.6 24.3 19.5 27.6 5.9 2.7

パート・アルバイト等 
253 49 31 5 15 10 61 23 57 37 78 20 12

100.0 19.4 12.3 2.0 5.9 4.0 24.1 9.1 22.5 14.6 30.8 7.9 4.7

未就労 
179 37 21 9 11 8 27 22 34 37 70 12 6

100.0 20.7 11.7 5.0 6.1 4.5 15.1 12.3 19.0 20.7 39.1 6.7 3.4
 

％

子育てに関して配偶者（パート

ナー）の協力が少ないこと

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

子育てが大変なことを，身近な

人が理解してくれないこと

ご自身の子育てについて，身近

な人の見る目が気になること

子育てに関して話し相手や相談

相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことなど

自分の時間が十分取れないこ
と

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

子育てのストレスなどから子ど

もにきつくあたってしまうこと

子育てによる身体の疲れが大き
いこと

特にない

その他

無回答

19.2

12.7

4.4

5.9

3.9

25.0

10.0

22.1

18.0

31.3

6.7

4.2

13.6

12.4

4.4

6.1

5.1

20.7

8.6

17.6

14.9

36.6

7.2

3.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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【子育てを楽しい・つらいと感じる状況別】 

子育てを楽しい・つらいと感じる状況別でみると，つらいと感じることが多い人ほど「子育

てのストレスなどから子どもにきつくあたってしまうこと」「子育てに関して配偶者（パート

ナー）の協力が少ないこと」の割合が高く，楽しいと感じることが多い人ほど「特にない」の

割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ

ー
）
の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
，
身
近
な
人
が

理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と 

ご
自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
，
身
近
な
人

の
見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
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
な
ど
自

分
の
時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も

に
き
つ
く
あ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い

こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 
639 123 81 28 38 25 160 64 141 115 200 43 27

100.0 19.2 12.7 4.4 5.9 3.9 25.0 10.0 22.1 18.0 31.3 6.7 4.2

1 
11 7 5 5 2 4 4 6 7 6 - 1 -

100.0 63.6 45.5 45.5 18.2 36.4 36.4 54.5 63.6 54.5 - 9.1 -

2 
45 18 11 3 7 5 13 4 24 14 2 4 2

100.0 40.0 24.4 6.7 15.6 11.1 28.9 8.9 53.3 31.1 4.4 8.9 4.4

3 
157 43 27 11 12 12 42 24 44 44 24 14 7

100.0 27.4 17.2 7.0 7.6 7.6 26.8 15.3 28.0 28.0 15.3 8.9 4.5

4 
240 35 29 7 12 4 71 20 53 40 76 9 7

100.0 14.6 12.1 2.9 5.0 1.7 29.6 8.3 22.1 16.7 31.7 3.8 2.9

5 
174 19 9 2 5 - 29 10 12 11 94 15 5

100.0 10.9 5.2 1.1 2.9 - 16.7 5.7 6.9 6.3 54.0 8.6 2.9

 

 

問 26 芦屋市における子育ての環境や支援への満足度について，当てはまる番号１つに○

をつけてください。（１：満足度が低い，５：満足度が高い） 

「3」の割合が 44.0％と最も高く，次いで「2」

の割合が 24.4％，「4」の割合が 16.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

  

％

1

2

3

4

5

無回答

10.3

24.4

44.0

16.0

2.8

2.5

12.6

26.5

42.3

14.2

2.6

1.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

満足度が高い

満足度が低い

つらいと 

感じる 

楽しいと 

感じる 
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問 27 地域の人に頼まれた場合に，お互いにサポートできると思うことはありますか。  

それぞれ当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「短時間の子どもの預かり」の割合が 41.0％

と最も高く，次いで「話し相手」の割合が 39.9％，

「ちょっとした買い物」の割合が 39.0％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 639 ％

ちょっとした買い物

子育ての相談

短時間の子どもの預かり

保育所（園）・幼稚園・認定こど

も園等の送迎

食事づくり

宿題をみる

話し相手

近所のグループづくり

特にない

その他

無回答

39.0

29.9

41.0

19.7

7.7

21.0

39.9

7.7

19.9

1.4

3.0

0 20 40 60 80 100
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問 28 芦屋市の子育て支援施策に期待すること・重要なことは何ですか。       

当てはまる番号３つまで○をつけてください。 

「地域における子どもの居場所の充実」の割合

が 35.1％と最も高く，次いで「子どもが主体的

に行動できるよう学校教育・保育環境の充実」の

割合が 29.4％，「教育・保育サービスの費用負担

や学費など経済的支援の充実」の割合が 23.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子育てに関する相談，情報提供
の充実

親子・親同士の交流の場の充
実

地域における子どもの居場所の
充実

家庭の教育力向上のための学
習機会の充実

子どもの発達支援のための健

診や訪問，ヘルパー派遣など

の充実

子どもが家庭や子どもの大切さ

を学ぶことができる場の充実

子どもが主体的に行動できるよ

う学校教育・保育環境の充実

児童虐待やいじめなどに対する

対策の充実

障がいのある子どもが地域で安

心して生活できるよう障がい児

施策の充実

ひとり親家庭に対する相談や生

活支援の充実

教育・保育サービスの費用負担

や学費など経済的支援の充実

仕事と子育てが両立できるよう

就学前施設の箇所数や内容の

充実

仕事と子育てが両立できるよう

労働時間の改善等，企業や労

働者に対する啓発

その他

無回答

13.6

4.9

35.1

19.2

5.0

7.7

29.4

20.0

5.3

6.6

23.5

11.6

13.3

4.9

16.4

10.9

5.7

41.8

14.7

5.1

7.7

32.3

21.1

6.0

6.1

26.8

12.9

10.9

6.1

13.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイム，パート・アルバイト等で「地域における子どもの

居場所の充実」の割合が，未就労で「子どもが主体的に行動できるよう学校教育・保育環境の

充実」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
す
る
相
談
，
情
報
提
供
の
充
実 

親
子
・
親
同
士
の
交
流
の
場
の
充
実 

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
充
実 

家
庭
の
教
育
力
向
上
の
た
め
の
学
習
機
会
の
充
実 

子
ど
も
の
発
達
支
援
の
た
め
の
健
診
や
訪
問
，
ヘ
ル

パ
ー
派
遣
な
ど
の
充
実 

子
ど
も
が
家
庭
や
子
ど
も
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
場
の
充
実 

子
ど
も
が
主
体
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
学
校
教
育
・

保
育
環
境
の
充
実 

児
童
虐
待
や
い
じ
め
な
ど
に
対
す
る
対
策
の
充
実 

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で

き
る
よ
う
障
が
い
児
施
策
の
充
実 

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
相
談
や
生
活
支
援
の
充
実

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
や
学
費
な
ど
経

済
的
支
援
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
就
学
前
施
設
の

箇
所
数
や
内
容
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
労
働
時
間
の
改

善
等
，
企
業
や
労
働
者
に
対
す
る
啓
発 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 
634 86 31 221 122 32 48 187 127 34 40 149 73 83 31 105

100.0 13.6 4.9 34.9 19.2 5.0 7.6 29.5 20.0 5.4 6.3 23.5 11.5 13.1 4.9 16.6

フルタイム 
185 25 10 76 31 9 12 45 24 8 17 46 29 33 11 30

100.0 13.5 5.4 41.1 16.8 4.9 6.5 24.3 13.0 4.3 9.2 24.9 15.7 17.8 5.9 16.2

パート・アル
バイト等 

253 28 12 84 53 13 18 74 50 10 15 68 28 29 8 44

100.0 11.1 4.7 33.2 20.9 5.1 7.1 29.2 19.8 4.0 5.9 26.9 11.1 11.5 3.2 17.4

未就労 
179 33 9 53 36 10 17 61 49 15 7 31 15 20 10 27

100.0 18.4 5.0 29.6 20.1 5.6 9.5 34.1 27.4 8.4 3.9 17.3 8.4 11.2 5.6 15.1
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【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「地域における子どもの居場所の充実」「子どもが主体的に行動できる

よう学校教育・保育環境の充実」「教育・保育サービスの費用負担や学費など経済的支援の充実」

の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
す
る
相
談
，
情
報
提
供
の
充
実 

親
子
・
親
同
士
の
交
流
の
場
の
充
実 

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
充
実 

家
庭
の
教
育
力
向
上
の
た
め
の
学
習
機
会
の

充
実 

子
ど
も
の
発
達
支
援
の
た
め
の
健
診
や
訪
問
，

ヘ
ル
パ
ー
派
遣
な
ど
の
充
実 

子
ど
も
が
家
庭
や
子
ど
も
の
大
切
さ
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
場
の
充
実 

子
ど
も
が
主
体
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
学
校

教
育
・
保
育
環
境
の
充
実 

児
童
虐
待
や
い
じ
め
な
ど
に
対
す
る
対
策
の

充
実 

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
地
域
で
安
心
し
て

生
活
で
き
る
よ
う
障
が
い
児
施
策
の
充
実 

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
相
談
や
生
活
支
援

の
充
実 

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
や
学
費
な

ど
経
済
的
支
援
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
就
学
前

施
設
の
箇
所
数
や
内
容
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
労
働
時

間
の
改
善
等
，
企
業
や
労
働
者
に
対
す
る
啓
発

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
639 87 31 224 123 32 49 188 128 34 42 150 74 85 31 105

100.0 13.6 4.9 35.1 19.2 5.0 7.7 29.4 20.0 5.3 6.6 23.5 11.6 13.3 4.9 16.4

100 万円未満 
10 2 - 3 1 2 - 2 3 1 3 2 1 1 - 2

100.0 20.0 - 30.0 10.0 20.0 - 20.0 30.0 10.0 30.0 20.0 10.0 10.0 - 20.0

100 万円～ 
200 万円未満 

9 2 - 1 2 - - 1 1 1 3 3 1 1 1 2

100.0 22.2 - 11.1 22.2 - - 11.1 11.1 11.1 33.3 33.3 11.1 11.1 11.1 22.2

200 万円～ 
300 万円未満 

13 2 1 3 1 1 3 3 3 - 4 5 3 5 - 1

100.0 15.4 7.7 23.1 7.7 7.7 23.1 23.1 23.1 - 30.8 38.5 23.1 38.5 - 7.7

300 万円～ 
500 万円未満 

67 8 1 24 15 2 4 13 10 3 7 21 7 9 2 17

100.0 11.9 1.5 35.8 22.4 3.0 6.0 19.4 14.9 4.5 10.4 31.3 10.4 13.4 3.0 25.4

500 万円～ 
700 万円未満 

115 17 4 33 34 5 11 36 20 6 2 32 11 11 3 19

100.0 14.8 3.5 28.7 29.6 4.3 9.6 31.3 17.4 5.2 1.7 27.8 9.6 9.6 2.6 16.5

700 万 円 ～
1,000 万円未満 

144 23 11 67 24 8 12 50 30 8 3 32 16 22 3 16

100.0 16.0 7.6 46.5 16.7 5.6 8.3 34.7 20.8 5.6 2.1 22.2 11.1 15.3 2.1 11.1

1,000 万 円 ～
2,000 万円未満 

122 15 10 38 23 7 4 40 29 6 5 25 17 19 11 14

100.0 12.3 8.2 31.1 18.9 5.7 3.3 32.8 23.8 4.9 4.1 20.5 13.9 15.6 9.0 11.5

2,000 万円以上 
25 2 - 9 4 1 3 8 6 2 5 5 5 - 2 1

100.0 8.0 - 36.0 16.0 4.0 12.0 32.0 24.0 8.0 20.0 20.0 20.0 - 8.0 4.0
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問 29 過去１年間に,次の手当てや援助などを受けたことがありますか。       

①～④のそれぞれ当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）就学援助 

「受けたことがない」の割合が 87.0％と最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童扶養手当 

「受けたことがない」の割合が 83.7％と最も

高く，次いで「受けている」の割合が 10.3％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）生活保護 

「受けたことがない」の割合が 92.0％と最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

（４）養育費 

「受けたことがない」の割合が 89.8％と最も

高くなっています。 

 

  

回答者数 = 639 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

2.2

0.9

89.8

7.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 639 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

0.5

0.2

92.0

7.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 639 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

6.3

1.3

87.0

5.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 639 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

10.3

1.7

83.7

4.2

0 20 40 60 80 100



151 

問30 お子さんにとって,現在,または将来的に,どのような支援があるとよいと思います

か。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「自然体験や集団遊びなど多様な活動機会の

提供」の割合が 48.0％と最も高く，次いで「進

学や資格を取るための発展的な学習の支援」の割

合が 45.4％，「仲間と出会え, 一緒に活動できる

ところ」の割合が 42.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 639 ％

保護者が家にいないときに子ど

もを預かる場やサービスの提供

仲間と出会え, 一緒に活動でき
るところ

自然体験や集団遊びなど多様
な活動機会の提供

地域における子どもの居場所の

提供

読み書き計算などの基礎的な

学習への支援

子どものみで無料もしくは安価

で食事ができる場所の提供

低い家賃で住めるところ（寮や

下宿のようなところ）

生活や就学のための経済的補
助

進路や生活などについて相談

できるところ

会社などでの職場体験等の機

会の提供

仕事に就けるようにするための

就労に関する支援

進学や資格を取るための発展

的な学習の支援

特にない

その他

無回答

35.4

42.7

48.0

39.1

21.3

14.2

7.0

22.7

24.6

28.6

16.0

45.4

3.4

2.8

1.4

0 20 40 60 80 100
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【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「自然体験や集団遊びなど多様な活動機会の提供」「進学や資格を取る

ための発展的な学習の支援」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

保
護
者
が
家
に
い
な
い
と
き
に
子
ど
も
を
預
か
る
場
や

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

仲
間
と
出
会
え
，
一
緒
に
活
動
で
き
る
と
こ
ろ 

自
然
体
験
や
集
団
遊
び
な
ど
多
様
な
活
動
機
会
の
提
供

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
提
供 

読
み
書
き
計
算
な
ど
の
基
礎
的
な
学
習
へ
の
支
援 

子
ど
も
の
み
で
無
料
も
し
く
は
安
価
で
食
事
が
で
き
る

場
所
の
提
供 

低
い
家
賃
で
住
め
る
と
こ
ろ
（
寮
や
下
宿
の
よ
う
な
と

こ
ろ
） 

生
活
や
就
学
の
た
め
の
経
済
的
補
助 

進
路
や
生
活
な
ど
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
と
こ
ろ 

会
社
な
ど
で
の
職
場
体
験
等
の
機
会
の
提
供 

仕
事
に
就
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
就
労
に
関
す
る
支

援 進
学
や
資
格
を
取
る
た
め
の
発
展
的
な
学
習
の
支
援 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
639 226 273 307 250 136 91 45 145 157 183 102 290 22 18 9

100.0 35.4 42.7 48.0 39.1 21.3 14.2 7.0 22.7 24.6 28.6 16.0 45.4 3.4 2.8 1.4

100 万円未満 
10 5 5 2 5 3 3 3 7 4 3 3 6 - - -

100.0 50.0 50.0 20.0 50.0 30.0 30.0 30.0 70.0 40.0 30.0 30.0 60.0 - - -

100 万円～ 
200 万円未満 

9 3 2 5 3 4 4 2 7 - 3 3 7 - 3 -

100.0 33.3 22.2 55.6 33.3 44.4 44.4 22.2 77.8 - 33.3 33.3 77.8 - 33.3 -

200 万円～ 
300 万円未満 

13 5 5 7 6 4 5 2 6 4 3 5 8 - - -

100.0 38.5 38.5 53.8 46.2 30.8 38.5 15.4 46.2 30.8 23.1 38.5 61.5 - - -

300 万円～ 
500 万円未満 

67 21 29 39 28 22 11 11 37 24 11 15 37 - - 1

100.0 31.3 43.3 58.2 41.8 32.8 16.4 16.4 55.2 35.8 16.4 22.4 55.2 - - 1.5

500 万円～ 
700 万円未満 

115 33 49 57 41 25 14 8 27 33 31 19 59 2 4 -

100.0 28.7 42.6 49.6 35.7 21.7 12.2 7.0 23.5 28.7 27.0 16.5 51.3 1.7 3.5 -

700 万 円 ～
1,000 万円未満 

144 56 71 67 71 27 17 7 25 32 47 20 65 2 2 -

100.0 38.9 49.3 46.5 49.3 18.8 11.8 4.9 17.4 22.2 32.6 13.9 45.1 1.4 1.4 -

1,000 万 円 ～
2,000 万円未満 

122 47 56 57 43 22 19 5 14 23 31 14 40 8 5 2

100.0 38.5 45.9 46.7 35.2 18.0 15.6 4.1 11.5 18.9 25.4 11.5 32.8 6.6 4.1 1.6

2,000 万円以上 
25 9 5 10 4 2 3 - - 1 3 - 8 5 2 -

100.0 36.0 20.0 40.0 16.0 8.0 12.0 - - 4.0 12.0 - 32.0 20.0 8.0 -
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問 31 あなたが現在,または将来的に必要としていること,重要だと思う支援等はどのよ

うなものですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもの就学にかかる費用が軽減されるこ

と」の割合が 50.1％と最も高く，次いで「病気

や出産, 事故などの事情があったときに一時的

に子どもを預けられること」の割合が 22.5％，「子

どものことや生活のことなど悩みごとを相談で

きること」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 639 ％

子どものことや生活のことなど

悩みごとを相談できること

同じような悩みを持った人同士

で知り合えること

地域の人から助けてもらえるこ

と

離婚のことや養育費のことなど
について法的な相談ができるこ

と

病気や障がいのことなどについ

て専門的な相談が受けられるこ

と

住宅を探したり住宅費を軽減し

たりするための支援が受けられ

ること

病気や出産, 事故などの事情が

あったときに一時的に子どもを

預けられること

子どもの就学にかかる費用が

軽減されること

一時的に必要な資金を借りられ

ること

就職・転職のための支援が受け

られること

特にない

その他

無回答

21.1

17.8

11.6

10.5

16.6

10.8

22.5

50.1

5.9

15.8

14.6

2.3

4.4

0 20 40 60 80 100
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【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，主に「子どもの就学にかかる費用が軽減されること」の割合が高くな

っており，2,000 万円以上で「特にない」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
ど
も
の
こ
と
や
生
活
の
こ
と
な
ど
悩
み
ご
と

を
相
談
で
き
る
こ
と 

同
じ
よ
う
な
悩
み
を
持
っ
た
人
同
士
で
知
り
合

え
る
こ
と 

地
域
の
人
か
ら
助
け
て
も
ら
え
る
こ
と 

離
婚
の
こ
と
や
養
育
費
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て

法
的
な
相
談
が
で
き
る
こ
と 

病
気
や
障
が
い
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
専
門
的

な
相
談
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

住
宅
を
探
し
た
り
住
宅
費
を
軽
減
し
た
り
す
る

た
め
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

病
気
や
出
産
， 

事
故
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
た
と

き
に
一
時
的
に
子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
こ
と 

子
ど
も
の
就
学
に
か
か
る
費
用
が
軽
減
さ
れ
る

こ
と 

一
時
的
に
必
要
な
資
金
を
借
り
ら
れ
る
こ
と 

就
職
・
転
職
の
た
め
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
639 135 114 74 67 106 69 144 320 38 101 93 15 28

100.0 21.1 17.8 11.6 10.5 16.6 10.8 22.5 50.1 5.9 15.8 14.6 2.3 4.4

100 万円未満 
10 3 2 1 3 5 3 2 6 4 4 - - -

100.0 30.0 20.0 10.0 30.0 50.0 30.0 20.0 60.0 40.0 40.0 - - -

100 万円～ 
200 万円未満 

9 3 2 - 2 1 2 3 5 - 3 1 2 -

100.0 33.3 22.2 - 22.2 11.1 22.2 33.3 55.6 - 33.3 11.1 22.2 -

200 万円～ 
300 万円未満 

13 4 5 3 5 3 4 5 11 1 3 - - -

100.0 30.8 38.5 23.1 38.5 23.1 30.8 38.5 84.6 7.7 23.1 - - -

300 万円～ 
500 万円未満 

67 21 15 5 10 17 13 15 44 8 13 4 - 2

100.0 31.3 22.4 7.5 14.9 25.4 19.4 22.4 65.7 11.9 19.4 6.0 - 3.0

500 万円～ 
700 万円未満 

115 26 22 17 10 13 17 18 68 10 23 8 3 2

100.0 22.6 19.1 14.8 8.7 11.3 14.8 15.7 59.1 8.7 20.0 7.0 2.6 1.7

700 万 円 ～
1,000 万円未満 

144 30 28 17 15 18 13 37 70 5 15 23 1 4

100.0 20.8 19.4 11.8 10.4 12.5 9.0 25.7 48.6 3.5 10.4 16.0 0.7 2.8

1,000 万 円 ～
2,000 万円未満 

122 16 18 17 10 20 6 32 41 4 10 28 6 8

100.0 13.1 14.8 13.9 8.2 16.4 4.9 26.2 33.6 3.3 8.2 23.0 4.9 6.6

2,000 万円以上 
25 5 2 - - 3 - 4 5 - 1 11 2 1

100.0 20.0 8.0 - - 12.0 - 16.0 20.0 - 4.0 44.0 8.0 4.0
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Ⅱ－３ 小学生児童 

１．あなたのふだんの生活について 

問１ あなたが思われる性別をお答えください。 

「男」の割合が 48.9％，「女」の割合が 50.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 282 ％

男

女

その他

無回答

48.9

50.4

0.4

0.4

0 20 40 60 80 100



156 

問２ あなたは学校がある日はだいたい朝何時ごろに起きますか。 

「午前６時 30分～６時 59 分」の割合が 37.9％

と最も高く，次いで「午前７時～７時 29 分」の

割合が 34.8％，「午前６時～６時 29 分」の割合

が 17.7％となっています。 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「午前６時 30 分～６時 59 分」の割合が高くなっており，次いで「午

前７時～７時 29 分」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数

午
前
６
時
よ
り
前

午
前
６
時
〜
６
時
29
分

午
前
６
時
30
分
〜
６
時
59
分

午
前
７
時
〜
７
時
29
分

午
前
７
時
30
分
〜
７
時
59
分

午
前
８
時
〜
８
時
29
分

午
前
８
時
30
分
以
降

無
回
答

全体 
282 13 50 107 98 10 1 1 2

100.0 4.6 17.7 37.9 34.8 3.5 0.4 0.4 0.7

100 万円未満 
3 - - 2 1 - - - -

100.0 - - 66.7 33.3 - - - -

100 万円～200 万円未満 
4 - - 2 2 - - - -

100.0 - - 50.0 50.0 - - - -

200 万円～300 万円未満 
7 - - 2 4 1 - - -

100.0 - - 28.6 57.1 14.3 - - -

300 万円～500 万円未満 
23 - 3 8 7 3 1 1 -

100.0 - 13.0 34.8 30.4 13.0 4.3 4.3 -

500 万円～700 万円未満 
54 1 9 20 23 - - - 1

100.0 1.9 16.7 37.0 42.6 - - - 1.9

700 万円～1,000 万円未満 
61 2 13 25 19 2 - - -

100.0 3.3 21.3 41.0 31.1 3.3 - - -

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 5 11 21 18 - - - -

100.0 9.1 20.0 38.2 32.7 - - - -

2,000 万円以上 
14 4 5 4 1 - - - -

100.0 28.6 35.7 28.6 7.1 - - - -

回答者数 = 282 ％

午前６時より前

午前６時～６時29分

午前６時30分～６時59分

午前７時～７時29分

午前７時30分～７時59分

午前８時～８時29分

午前８時30分以降

無回答

4.6

17.7

37.9

34.8

3.5

0.4

0.4

0.7

0 20 40 60 80 100
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問３ あなたは朝ごはんを食べていますか。 

「毎日食べている」の割合が 90.4％と最も高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，全ての区分で「毎日食べている」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

毎
日
食
べ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

食
べ
て
い
る 

あ
ま
り
食
べ
て
い
な

い ま
っ
た
く
食
べ
て
い

な
い 

無
回
答 

全体 
282 255 15 10 2 -

100.0 90.4 5.3 3.5 0.7 -

100 万円未満 
3 3 - - - -

100.0 100.0 - - - -

100 万円～200 万円未満 
4 3 - 1 - -

100.0 75.0 - 25.0 - -

200 万円～300 万円未満 
7 5 1 1 - -

100.0 71.4 14.3 14.3 - -

300 万円～500 万円未満 
23 17 2 2 2 -

100.0 73.9 8.7 8.7 8.7 -

500 万円～700 万円未満 
54 50 2 2 - -

100.0 92.6 3.7 3.7 - -

700 万円～1,000 万円未満 
61 58 2 1 - -

100.0 95.1 3.3 1.6 - -

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 50 3 2 - -

100.0 90.9 5.5 3.6 - -

2,000 万円以上 
14 14 - - - -

100.0 100.0 - - - -

  

回答者数 = 282 ％

毎日食べている

どちらかといえば食べている

あまり食べていない

まったく食べていない

無回答

90.4

5.3

3.5

0.7

0.0

0 20 40 60 80 100
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問４ あなたは歯みがきをどのくらいしますか。 

「１日２回以上歯みがきをする」の割合が

66.3％と最も高く，次いで「１日１回歯みがきを

する」の割合が 28.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，主に全ての区分で「１日２回以上歯みがきをする」の割合が高くなっ

ており，次いで「１日１回歯みがきをする」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

１
日
２
回
以
上
歯
み

が
き
を
す
る 

１
日
１
回
歯
み
が
き

を
す
る 

と
き
ど
き
歯
み
が
き

を
す
る 

ほ
と
ん
ど
歯
み
が
き

は
し
な
い 

無
回
答 

全体 
282 187 80 13 1 1

100.0 66.3 28.4 4.6 0.4 0.4

100 万円未満 
3 3 - - - -

100.0 100.0 - - - -

100 万円～200 万円未満 
4 - 3 1 - -

100.0 - 75.0 25.0 - -

200 万円～300 万円未満 
7 3 3 1 - -

100.0 42.9 42.9 14.3 - -

300 万円～500 万円未満 
23 12 4 7 - -

100.0 52.2 17.4 30.4 - -

500 万円～700 万円未満 
54 43 10 1 - -

100.0 79.6 18.5 1.9 - -

700 万円～1,000 万円未満 
61 40 20 - 1 -

100.0 65.6 32.8 - 1.6 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 39 14 2 - -

100.0 70.9 25.5 3.6 - -

2,000 万円以上 
14 11 3 - - -

100.0 78.6 21.4 - - -

  

回答者数 = 282 ％

１日２回以上歯みがきをする

１日１回歯みがきをする

ときどき歯みがきをする

ほとんど歯みがきはしない

無回答

66.3

28.4

4.6

0.4

0.4

0 20 40 60 80 100
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問５ あなたは,次の日に学校がある日はだいたい,何時ごろに寝ますか。 

「午後 10 時～10 時 29 分」の割合が 27.3％と

最も高く，次いで「午後 10 時 30 分～10 時 59 分」

の割合が 17.7％，「午後９時 30 分～９時 59 分」

の割合が 17.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「午後 10 時～10 時 29 分」の割合が高くなっており，次いで「午後 10

時 30 分～10 時 59 分」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

午
後
９
時
よ
り
前 

午
後
９
時
〜
９
時
29

分 午
後
９
時
30
分
〜
９

時
59
分 

午
後

10

時
〜

10

時

29
分 

午
後

10

時

30

分
〜

10
時
59
分 

午
後

11

時
〜

11

時

29
分 

午
後

11

時

30

分
〜

11
時
59
分 

午
前
０
時
〜
０
時
29

分 午
前
０
時
30
分
〜
０

時
59
分 

午
前
１
時
以
降 

無
回
答 

全体 
282 9 34 49 77 50 31 16 7 6 1 2

100.0 3.2 12.1 17.4 27.3 17.7 11.0 5.7 2.5 2.1 0.4 0.7

100 万円未満 
3 - - 1 1 1 - - - - - -

100.0 - - 33.3 33.3 33.3 - - - - - -

100 万円～200 
万円未満 

4 - - - 1 2 1 - - - - -

100.0 - - - 25.0 50.0 25.0 - - - - -

200 万円～300 
万円未満 

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

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

300 万円～500 
万円未満 

23 - 5 4 4 2 4 3 1 - - -

100.0 - 21.7 17.4 17.4 8.7 17.4 13.0 4.3 - - -

500 万円～700 
万円未満 

54 3 7 12 14 11 3 1 2 - - 1

100.0 5.6 13.0 22.2 25.9 20.4 5.6 1.9 3.7 - - 1.9

700 万 円 ～
1,000 万円未満 

61 1 4 9 22 11 9 5 - - - -

100.0 1.6 6.6 14.8 36.1 18.0 14.8 8.2 - - - -

1,000 万 円 ～
2,000 万円未満 

55 1 5 10 14 10 9 3 1 1 1 -

100.0 1.8 9.1 18.2 25.5 18.2 16.4 5.5 1.8 1.8 1.8 -

2,000 万円以上 
14 1 1 2 3 3 - 2 - 2 - -

100.0 7.1 7.1 14.3 21.4 21.4 - 14.3 - 14.3 - -

  

回答者数 = 282 ％

午後９時より前

午後９時～９時29分

午後９時30分～９時59分

午後10時～10時29分

午後10時30分～10時59分

午後11時～11時29分

午後11時30分～11時59分

午前０時～０時29分

午前０時30分～０時59分

午前１時以降

無回答

3.2

12.1

17.4

27.3

17.7

11.0

5.7

2.5

2.1

0.4

0.7

0 20 40 60 80 100
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問６ あなたは,夕ごはんを子どもだけで食べることがありますか。 

「まったくない」の割合が 56.7％と最も高く，

次いで「ほとんどない」の割合が 24.5％，「とき

どきある」の割合が 13.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，全ての区分で「まったくない」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

よ
く
あ
る 

と
き
ど
き
あ
る 

ほ
と
ん
ど
な
い 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全体 
282 16 37 69 160 -

100.0 5.7 13.1 24.5 56.7 -

100 万円未満 
3 - 1 1 1 -

100.0 - 33.3 33.3 33.3 -

100 万円～200 万円未満 
4 - - 1 3 -

100.0 - - 25.0 75.0 -

200 万円～300 万円未満 
7 1 - 2 4 -

100.0 14.3 - 28.6 57.1 -

300 万円～500 万円未満 
23 - 8 4 11 -

100.0 - 34.8 17.4 47.8 -

500 万円～700 万円未満 
54 3 7 12 32 -

100.0 5.6 13.0 22.2 59.3 -

700 万円～1,000 万円未満 
61 4 8 19 30 -

100.0 6.6 13.1 31.1 49.2 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 4 9 14 28 -

100.0 7.3 16.4 25.5 50.9 -

2,000 万円以上 
14 1 1 - 12 -

100.0 7.1 7.1 - 85.7 -

  

回答者数 = 282 ％

よくある

ときどきある

ほとんどない

まったくない

無回答

5.7

13.1

24.5

56.7

0.0

0 20 40 60 80 100
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２．学校について 

問７ あなたは学校にいる時間が楽しいですか。 

「楽しい」の割合が 61.7％と最も高く，次い

で「どちらかといえば楽しい」の割合が 29.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「楽しい」の割合が高くなっており，次いで「どちらかといえば楽し

い」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

楽
し
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

楽
し
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

楽
し
く
な
い 

楽
し
く
な
い 

無
回
答 

全体 
282 174 84 11 8 5

100.0 61.7 29.8 3.9 2.8 1.8

100 万円未満 
3 1 2 - - -

100.0 33.3 66.7 - - -

100 万円～200 万円未満 
4 - 2 1 1 -

100.0 - 50.0 25.0 25.0 -

200 万円～300 万円未満 
7 3 4 - - -

100.0 42.9 57.1 - - -

300 万円～500 万円未満 
23 9 9 1 2 2

100.0 39.1 39.1 4.3 8.7 8.7

500 万円～700 万円未満 
54 33 15 3 1 2

100.0 61.1 27.8 5.6 1.9 3.7

700 万円～1,000 万円未満 
61 43 15 1 2 -

100.0 70.5 24.6 1.6 3.3 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 38 16 1 - -

100.0 69.1 29.1 1.8 - -

2,000 万円以上 
14 7 6 1 - -

100.0 50.0 42.9 7.1 - -

  

回答者数 = 282 ％

楽しい

どちらかといえば楽しい

どちらかといえば楽しくない

楽しくない

無回答

61.7

29.8

3.9

2.8

1.8

0 20 40 60 80 100
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３．放課後のすごしかたについて 

問８ あなたは放課後に,だれとすごすことが一番多いですか。 

「家族のおとな」の割合が 37.9％と最も高く，

次いで「学校の友だち」の割合が 34.0％，「一人

でいる」の割合が 11.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「家族のおとな」の割合が高くなっており，次いで「学校の友だち」

の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

家
族
の
お
と
な 

家
族
以
外
の
お
と
な 

学
校
の
友
だ
ち 

学
校
以
外
の
友
だ
ち 

き
ょ
う
だ
い 

一
人
で
い
る 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
282 107 2 96 9 14 31 10 13

100.0 37.9 0.7 34.0 3.2 5.0 11.0 3.5 4.6

100 万円未満 
3 1 - 1 - - - - 1

100.0 33.3 - 33.3 - - - - 33.3

100 万円～200 万円未満 
4 1 - 1 - 1 - - 1

100.0 25.0 - 25.0 - 25.0 - - 25.0

200 万円～300 万円未満 
7 3 - 1 1 - 2 - -

100.0 42.9 - 14.3 14.3 - 28.6 - -

300 万円～500 万円未満 
23 4 - 10 - 1 8 - -

100.0 17.4 - 43.5 - 4.3 34.8 - -

500 万円～700 万円未満 
54 26 - 17 1 3 2 4 1

100.0 48.1 - 31.5 1.9 5.6 3.7 7.4 1.9

700 万円～1,000 万円未満 
61 25 - 21 2 4 6 1 2

100.0 41.0 - 34.4 3.3 6.6 9.8 1.6 3.3

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 17 2 17 3 4 7 3 2

100.0 30.9 3.6 30.9 5.5 7.3 12.7 5.5 3.6

2,000 万円以上 
14 8 - 4 - - 1 - 1

100.0 57.1 - 28.6 - - 7.1 - 7.1

  

回答者数 = 282 ％

家族のおとな

家族以外のおとな

学校の友だち

学校以外の友だち

きょうだい

一人でいる

その他

無回答

37.9

0.7

34.0

3.2

5.0

11.0

3.5

4.6

0 20 40 60 80 100
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問９ あなたは放課後に,どこですごすことが一番多いですか。 

「自分の家」の割合が 45.0％と最も高く，次

いで「じゅくや習いごと」の割合が 30.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「自分の家」の割合が高くなっており，次いで「じゅくや習いごと」

の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
分
の
家 

友
だ
ち
の
家 

じ
ゅ
く
や
習
い
ご
と 

学
校 

キ
ッ
ズ
ス
ク
エ
ア
・
学
童
保

育 公
共
施
設
（
図
書
館
・
児
童

セ
ン
タ
ー
・
体
育
館
な
ど
）

公
園 

お
店 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
282 127 7 87 13 6 3 26 - 5 8

100.0 45.0 2.5 30.9 4.6 2.1 1.1 9.2 - 1.8 2.8

100 万円未満 
3 1 - - - - - 1 - - 1

100.0 33.3 - - - - - 33.3 - - 33.3

100 万円～200 万円未満 
4 1 - 1 - 1 - 1 - - -

100.0 25.0 - 25.0 - 25.0 - 25.0 - - -

200 万円～300 万円未満 
7 3 - 3 1 - - - - - -

100.0 42.9 - 42.9 14.3 - - - - - -

300 万円～500 万円未満 
23 16 2 2 - - - 3 - - -

100.0 69.6 8.7 8.7 - - - 13.0 - - -

500 万円～700 万円未満 
54 29 1 11 3 2 1 5 - 1 1

100.0 53.7 1.9 20.4 5.6 3.7 1.9 9.3 - 1.9 1.9

700 万円～1,000 万円未満 
61 26 2 23 4 - - 5 - 1 -

100.0 42.6 3.3 37.7 6.6 - - 8.2 - 1.6 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 16 1 25 2 1 1 4 - 2 3

100.0 29.1 1.8 45.5 3.6 1.8 1.8 7.3 - 3.6 5.5

2,000 万円以上 
14 7 - 4 - 1 - 1 - - 1

100.0 50.0 - 28.6 - 7.1 - 7.1 - - 7.1

  

回答者数 = 282 ％

自分の家

友だちの家

じゅくや習いごと

学校

キッズスクエア・学童保育

公共施設（図書館・児童セン

ター・体育館など）

公園

お店

その他

無回答

45.0

2.5

30.9

4.6

2.1

1.1

9.2

0.0

1.8

2.8

0 20 40 60 80 100
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４．あなたの考えについて 

問 10 あなたは，自分のことについてどう思いますか。（１）～（３）のそれぞれについ

て，あてはまるものに○をしてください。 

（１）自分にはよいところがあると思う 

「そう思う」の割合が 51.1％と最も高く，次

いで「どちらかといえばそう思う」の割合が

37.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「そう思う」の割合が高くなっており，次いで「どちからといえばそ

う思う」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

無
回
答 

全体 
282 144 105 23 9 1

100.0 51.1 37.2 8.2 3.2 0.4

100 万円未満 
3 1 1 1 - -

100.0 33.3 33.3 33.3 - -

100 万円～200 万円未満 
4 - 1 1 2 -

100.0 - 25.0 25.0 50.0 -

200 万円～300 万円未満 
7 4 2 1 - -

100.0 57.1 28.6 14.3 - -

300 万円～500 万円未満 
23 8 12 2 1 -

100.0 34.8 52.2 8.7 4.3 -

500 万円～700 万円未満 
54 27 23 3 1 -

100.0 50.0 42.6 5.6 1.9 -

700 万円～1,000 万円未満 
61 33 23 4 1 -

100.0 54.1 37.7 6.6 1.6 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 35 15 3 1 1

100.0 63.6 27.3 5.5 1.8 1.8

2,000 万円以上 
14 8 4 1 1 -

100.0 57.1 28.6 7.1 7.1 -

  

回答者数 = 282 ％

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

無回答

51.1

37.2

8.2

3.2

0.4

0 20 40 60 80 100
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（２）自分には将来の夢や目標がある 

「そう思う」の割合が 61.3％と最も高く，次

いで「どちらかといえばそう思う」の割合が

28.0％となっています。 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「そう思う」の割合が高くなっており，次いで「どちらかといえばそ

う思う」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

無
回
答 

全体 
282 173 79 16 11 3

100.0 61.3 28.0 5.7 3.9 1.1

100 万円未満 
3 - 2 1 - -

100.0 - 66.7 33.3 - -

100 万円～200 万円未満 
4 2 1 1 - -

100.0 50.0 25.0 25.0 - -

200 万円～300 万円未満 
7 6 1 - - -

100.0 85.7 14.3 - - -

300 万円～500 万円未満 
23 14 5 4 - -

100.0 60.9 21.7 17.4 - -

500 万円～700 万円未満 
54 28 19 5 1 1

100.0 51.9 35.2 9.3 1.9 1.9

700 万円～1,000 万円未満 
61 39 19 - 2 1

100.0 63.9 31.1 - 3.3 1.6

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 37 12 2 3 1

100.0 67.3 21.8 3.6 5.5 1.8

2,000 万円以上 
14 13 1 - - -

100.0 92.9 7.1 - - -

  

回答者数 = 282 ％

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

無回答

61.3

28.0

5.7

3.9

1.1

0 20 40 60 80 100
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（３）頑張れば，いいことがある 

「そう思う」の割合が 68.8％と最も高く，次

いで「どちらかといえばそう思う」の割合が

22.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「そう思う」の割合が高くなっており，次いで「どちらかといえばそ

う思う」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

無
回
答 

全体 
282 194 63 19 2 4

100.0 68.8 22.3 6.7 0.7 1.4

100 万円未満 
3 2 1 - - -

100.0 66.7 33.3 - - -

100 万円～200 万円未満 
4 - 2 2 - -

100.0 - 50.0 50.0 - -

200 万円～300 万円未満 
7 6 1 - - -

100.0 85.7 14.3 - - -

300 万円～500 万円未満 
23 14 8 1 - -

100.0 60.9 34.8 4.3 - -

500 万円～700 万円未満 
54 34 15 3 1 1

100.0 63.0 27.8 5.6 1.9 1.9

700 万円～1,000 万円未満 
61 43 14 3 - 1

100.0 70.5 23.0 4.9 - 1.6

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 41 8 4 1 1

100.0 74.5 14.5 7.3 1.8 1.8

2,000 万円以上 
14 11 3 - - -

100.0 78.6 21.4 - - -

 

  

回答者数 = 282 ％

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

無回答

68.8

22.3

6.7

0.7

1.4

0 20 40 60 80 100
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問 11 あなたには,今なやんでいることや心配なこと,こまっていること,だれかに相談し

たいと思っていることがありますか。下の中からあてはまるものがあれば全部に

○をしてください。 

「とくにない」の割合が 69.5％と最も高く，

次いで「勉強のこと」の割合が 10.6％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，全ての区分で「とくにない」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

学
校
で
の
生
活
の
こ
と 

友
だ
ち
の
こ
と 

家
族
の
こ
と 

勉
強
の
こ
と 

家
で
の
生
活
の
こ
と 

じ
ゅ
く
や
習
い
ご
と
の
こ
と

と
く
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
282 15 27 8 30 5 18 196 3 17

100.0 5.3 9.6 2.8 10.6 1.8 6.4 69.5 1.1 6.0

100 万円未満 
3 - 1 - 1 1 1 1 - -

100.0 - 33.3 - 33.3 33.3 33.3 33.3 - -

100 万円～200 万円未満 
4 - - - - - - 4 - -

100.0 - - - - - - 100.0 - -

200 万円～300 万円未満 
7 1 - 1 2 2 - 3 - 1

100.0 14.3 - 14.3 28.6 28.6 - 42.9 - 14.3

300 万円～500 万円未満 
23 3 4 1 2 - - 16 - 1

100.0 13.0 17.4 4.3 8.7 - - 69.6 - 4.3

500 万円～700 万円未満 
54 3 5 3 4 1 4 37 2 2

100.0 5.6 9.3 5.6 7.4 1.9 7.4 68.5 3.7 3.7

700 万円～1,000 万円未満 
61 4 6 1 4 1 5 47 - 2

100.0 6.6 9.8 1.6 6.6 1.6 8.2 77.0 - 3.3

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 1 2 1 4 - 4 40 - 5

100.0 1.8 3.6 1.8 7.3 - 7.3 72.7 - 9.1

2,000 万円以上 
14 1 3 - 3 - 2 9 - -

100.0 7.1 21.4 - 21.4 - 14.3 64.3 - -

  

回答者数 = 282 ％

学校での生活のこと

友だちのこと

家族のこと

勉強のこと

家での生活のこと

じゅくや習いごとのこと

とくにない

その他

無回答

5.3

9.6

2.8

10.6

1.8

6.4

69.5

1.1

6.0

0 20 40 60 80 100
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問 12 心配ごとやなやみがあるとき,話したり,相談したりできる人がいますか。下の中

からあてはまるものがあれば全部に○をしてください。 

「家族のおとな」の割合が 73.0％と最も高く，

次いで「学校の友だち」の割合が 53.9％，「学校

の先生」の割合が 25.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，全ての区分で「家族のおとな」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

家
族
の
お
と
な 

学
校
の
先
生 

学
校
の
友
だ
ち 

学
校
以
外
の
友
だ
ち 

き
ょ
う
だ
い 

家
族
・
学
校
の
先
生
以
外
の
お
と
な

と
く
に
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
282 206 71 152 27 50 13 26 5 5

100.0 73.0 25.2 53.9 9.6 17.7 4.6 9.2 1.8 1.8

100 万円未満 
3 2 1 2 - 1 - - 1 -

100.0 66.7 33.3 66.7 - 33.3 - - 33.3 -

100 万円～200 万円未満 
4 4 - - - 2 - - - -

100.0 100.0 - - - 50.0 - - - -

200 万円～300 万円未満 
7 6 3 2 1 1 2 1 - -

100.0 85.7 42.9 28.6 14.3 14.3 28.6 14.3 - -

300 万円～500 万円未満 
23 12 5 12 1 5 - 2 1 -

100.0 52.2 21.7 52.2 4.3 21.7 - 8.7 4.3 -

500 万円～700 万円未満 
54 46 13 24 4 9 3 2 2 -

100.0 85.2 24.1 44.4 7.4 16.7 5.6 3.7 3.7 -

700 万円～1,000 万円未満 
61 43 18 39 3 11 3 6 - 2

100.0 70.5 29.5 63.9 4.9 18.0 4.9 9.8 - 3.3

1,000 万円～2,000 万円未満 
55 38 9 26 8 10 1 8 - 2

100.0 69.1 16.4 47.3 14.5 18.2 1.8 14.5 - 3.6

2,000 万円以上 
14 12 5 8 1 2 - - - -

100.0 85.7 35.7 57.1 7.1 14.3 - - - -

  

回答者数 = 282 ％

家族のおとな

学校の先生

学校の友だち

学校以外の友だち

きょうだい

家族・学校の先生以外のおとな

とくにいない

その他

無回答

73.0

25.2

53.9

9.6

17.7

4.6

9.2

1.8

1.8

0 20 40 60 80 100
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Ⅱ－４ 中学生生徒の保護者 

１．お住まいの地域について 

問１ お住まいの地区として当てはまる町に○をつけてください。 

「潮見小学校区」の割合が 15.2％と最も高く，

次いで「山手小学校区」の割合が 14.9％，「宮川

小学校区」の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．封筒の宛名のお子さんとご家族の状況について 

問２ お子さんの生年月をご記入ください。 

「14 歳」の割合が 34.8％と最も高く，次いで

「13歳」の割合が33.8％，「12歳」の割合が28.4％

となっています。 

 

 

 

 

問３ お子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お子さんを含めた人数をご記入

ください。 

「２人」の割合が 53.4％と最も高く，次いで

「１人」の割合が 32.3％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

12歳

13歳

14歳

無回答

28.4

33.8

34.8

3.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

32.3

53.4

9.1

0.9

0.0

4.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

山手小学校区

岩園小学校区

朝日ケ丘小学校区

精道小学校区

宮川小学校区

打出浜小学校区

潮見小学校区

浜風小学校区

無回答

14.9

9.8

9.1

11.9

12.8

11.9

15.2

4.6

9.8

0 20 40 60 80 100

山
手
中
学
校
区 

精
道
中
学
校
区 

潮
見
中
学
校
区 
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問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えく

ださい。 

「母親」の割合が 89.3％，「父親」の割合が

10.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。 

「配偶者（パートナー）がいる」の割合が 87.8％，

「配偶者（パートナー）はいない」の割合が 11.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問６ お子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。            

お子さんからみた関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「主に母親」の割合が 53.7％と最も高く，次

いで「父母ともに」の割合が 44.2％となってい

ます。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

母親

父親

その他

無回答

89.3

10.1

0.3

0.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

配偶者（パートナー）がいる

配偶者（パートナー）はいない

無回答

87.8

11.6

0.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

44.2

53.7

0.9

0.9

0.0

0.3

0 20 40 60 80 100
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問７ 何人家族ですか。 

「４人」の割合が 49.1％と最も高く，次いで

「３人」の割合が 33.8％，「５人」の割合が 10.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．子どもの育ちをめぐる環境について 

問８ 日頃，お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」の割合が 59.8％と最も高く，

次いで「緊急時もしくは用事の際には子どもをみ

てもらえる友人・知人がいる」の割合が 31.4％，

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の割

合が 14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問９ お子さんの子育てをする上で，気軽に相談できる人はいますか。また，相談できる

場所はありますか。 

「いる／ある」の割合が 89.6％，「ない」の割

合が 10.1％となっています。 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖

父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子

どもをみてもらえる友人・知人

がいる

いずれもいない

無回答

14.6

59.8

4.0

31.4

11.9

0.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

２人

３人

４人

５人

６人

７人

８人以上

無回答

3.7

33.8

49.1

10.1

2.4

0.0

0.0

0.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

いる／ある

ない

無回答

89.6

10.1

0.3

0 20 40 60 80 100
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問９－１ 問９で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。 

お子さんの子育てに関して，気軽に相談できる先は，誰（どこ）ですか。当て

はまる番号すべてに○をつけてください。 

「友人・知人」の割合が 81.3％と最も高く，

次いで「祖父母等の親族」の割合が 76.5％，「学

校教諭」の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 ご家族の経済状況についてうかがいます。昨年１年間（平成 29 年 1 月～平成 29

年 12 月）の,家族全員の収入（所得税・住民税などの税金や健康保険料・介護保

険料などを支払った後の手取り額）の合計額は,およそいくらでしたか。    

年間の世帯収入額をご記入ください。 

「700 万円～1,000 万円未満」の割合が 24.7％

と最も高く，次いで「1,000 万円～2,000 万円未

満」の割合が 20.1％，「500 万円～700 万円未満」

の割合が 17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

100 万円未満

100 万円～200 万円未満

200 万円～300 万円未満

300 万円～500 万円未満

500 万円～700 万円未満

700 万円～1,000 万円未満

1,000 万円～2,000 万円未満

2,000 万円以上

無回答

0.9

3.0

2.7

8.8

17.7

24.7

20.1

3.7

18.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 294 ％

祖父母等の親族

友人・知人

近所の人

子育て支援施設（児童センター
等）・NPO

保健所・保健センター

学校教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

障がい児相談窓口

インターネット・SNS

その他

無回答

76.5

81.3

12.9

1.7

1.0

16.7

0.3

5.8

0.3

0.0

3.1

3.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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回答者数 = 328 ％

図書館（分室含む）

市民センター・公民館

体育館・青少年センター

児童センター

特別支援教育センター

スタディルーム

ミュージックスタジオ

子育て世代包括支援センター

無回答

95.1

90.2

92.1

78.4

60.1

35.4

22.0

29.9

2.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

図書館（分室含む）

市民センター・公民館

体育館・青少年センター

児童センター

特別支援教育センター

スタディルーム

ミュージックスタジオ

子育て世代包括支援センター

無回答

84.1

60.1

66.5

35.7

7.6

8.2

0.3

3.7

11.6

0 20 40 60 80 100

問 11 下記の施設や事業で知っているものや，利用したことがあるもの，今後利用した

いと思うものをお答えください。①～⑧の事業ごとに，Ａ～Ｃのそれぞれについ

て，該当するところに○をつけてください。 

（１）認知度 

 「図書館（分室含む）」の割合が 95.1％と最

も高く，次いで「体育館・青少年センター」の割

合が 92.1％，「市民センター・公民館」の割合が

90.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用状況 

「図書館（分室含む）」の割合が 84.1％と最も

高く，次いで「体育館・青少年センター」の割合

が 66.5％，「市民センター・公民館」の割合が

60.1％となっています。 
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回答者数 = 328 ％

図書館（分室含む）

市民センター・公民館

体育館・青少年センター

児童センター

特別支援教育センター

スタディルーム

ミュージックスタジオ

子育て世代包括支援センター

無回答

11.6

5.5

6.7

2.7

5.2

10.7

11.0

7.3

73.8

0 20 40 60 80 100

（３）利用希望 

「図書館（分室含む）」の割合が 11.6％と最も

高く，次いで「ミュージックスタジオ」の割合が

11.0％，「スタディルーム」の割合が 10.7％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．お子さんの保護者の就労状況について 

問 12 お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業，家族従事者含む）をうかがいます。 

（１）母親 

ア 就労状況 

「パート・アルバイト等（フルタイム以外の就

労）で就労している」の割合が 44.6％と最も高

く，次いで「フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で就労している」の割合が

26.8％，「（お子さんが生まれる前を含め）以前は

就労していたが，現在は就労していない」の割合

が 23.4％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 325 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で就労してい

る

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・アルバイト等（フルタイ

ム以外の就労）で就労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，産休・育休・介護休業

中である

（お子さんが生まれる前を含め）

以前は就労していたが，現在は

就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）

これまで就労したことがない

無回答

26.8

0.0

44.6

0.3

23.4

1.8

3.1

0 20 40 60 80 100
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イ １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 40.8％と最も高く，次いで

「４日」の割合が 22.7％，「３日」の割合が 19.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ １日当たり就労時間 

「８時間未満」の割合が 65.7％と最も高く，

次いで「８時間～９時間未満」の割合が 23.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 家を出る時間 

「８時台」の割合が 47.6％と最も高く，次い

で「９時台」の割合が 18.5％，「７時台」の割合

が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 233 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.3

9.4

19.3

22.7

40.8

5.2

0.0

1.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 233 ％

８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

65.7

23.2

5.6

3.0

0.9

0.0

1.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 233 ％

６時前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.9

1.3

16.3

47.6

18.5

12.0

3.4

0 20 40 60 80 100
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オ 帰宅時間 

「18 時前」の割合が 48.9％と最も高く，次い

で「18 時台」の割合が 20.6％，「19 時台」の割

合が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 父親 

ア 就労状況 

「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度

の就労）で就労している」の割合が 87.8％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 233 ％

18時前

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

25時以降

無回答

48.9

20.6

18.9

6.0

1.3

0.4

0.0

0.0

0.0

3.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 294 ％

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で就労してい

る

フルタイムで就労しているが，

育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイ

ム以外の就労）で就労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，育休・介護休業中であ

る

（お子さんが生まれる前を含め）

以前は就労していたが，現在は

就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）

これまで就労したことがない

無回答

87.8

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

11.6

0 20 40 60 80 100
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イ １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 69.9％と最も高く，次いで

「６日」の割合が 22.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ １日当たり就労時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 26.3％と最

も高く，次いで「10 時間～11 時間未満」の割合

が 24.3％，「９時間～10 時間未満」の割合が

19.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 家を出る時間 

「７時台」の割合が 47.1％と最も高く，次い

で「８時台」の割合が 22.4％，「６時台」の割合

が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 259 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.4

0.4

1.5

69.9

22.0

2.7

3.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 259 ％

８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

2.3

26.3

19.3

24.3

5.4

16.6

5.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 259 ％

６時前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.8

14.3

47.1

22.4

6.9

2.3

6.2

0 20 40 60 80 100
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オ 帰宅時間 

「20 時台」の割合が 21.6％と最も高く，次い

で「19 時台」の割合が 19.3％，「21 時台」の割

合が 16.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 問 12 の（１）または（２）で「３.」「４.」（パート・アルバイト等で就労してい

る）に○をつけた方にうかがいます。該当しない方は，問 14 へお進みください。 

フルタイムへの転換希望はありますか。 

（１）母親 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを

希望」の割合が 69.2％と最も高く，次いで「フ

ルタイムへの転換希望はあるが，実現できる見込

みはない」の割合が 13.0％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 259 ％

18時前

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

25時以降

無回答

13.9

6.2

19.3

21.6

16.6

8.5

5.0

1.2

1.2

6.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 146 ％

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はある

が，実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を

続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子

育てや家事に専念したい

無回答

4.8

13.0

69.2

2.1

11.0

0 20 40 60 80 100
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，全ての年齢で，「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」

の割合が最も高くなっています。 

 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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
は
あ
る
が
，
実
現
で

き
る
見
込
み
は
な
い 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等

の
就
労
を
続
け
る
こ
と

を
希
望 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等

を
や
め
て
子
育
て
や
家

事
に
専
念
し
た
い 

無
回
答 

全体 
146 7 19 101 3 16

100.0 4.8 13.0 69.2 2.1 11.0

12 歳 
42 1 6 29 2 4

100.0 2.4 14.3 69.0 4.8 9.5 

13 歳 
48 3 5 33 1 6

100.0 6.3 10.4 68.8 2.1 12.5 

14 歳 
56 3 8 39 - 6

100.0 5.4 14.3 69.6 － 10.7 

 

 

 

（２）父親 

「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」が 1件となっています。 
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問 14 問 12 の（１）または（２）で「５.以前は就労していたが，現在は就労していな

い」または「６.これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。

該当しない方は，問 15 へお進みください。就労したいという希望はありますか。

当てはまる番号１つに○をつけ，該当する  には数字をご記入ください。 

（１）母親 

「子育てや家事などに専念したい（就労の予定

はない）」の割合が 54.9％と最も高く，次いで「す

ぐにでも，もしくは１年以内に就労したい」の割

合が 29.3％となっています。 

 

 

 

 

ア 就労したい時期の一番下の子どもの年齢 

「16 歳～17 歳」が 4件となっています。「14 歳～15 歳」，「18 歳以上」が 1件となっています。 

 

 

 

イ 希望する就労形態 

「フルタイム」の割合が 12.5％，「パート・ア

ルバイト等」の割合が 83.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

イ-１ パート・アルバイト等 １週当たり希望就労日数 

「３日」の割合が 40.0％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 30.0％，「５日」の割合が 15.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 82 ％

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

1 年より先，一番下の子どもが

歳になったころに就労したい

すぐにでも，もしくは１年以内に

就労したい

無回答

54.9

7.3

29.3

8.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 24 ％

フルタイム

パート・アルバイト等

無回答

12.5

83.3

4.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 20 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

30.0

40.0

10.0

15.0

0.0

0.0

5.0

0 20 40 60 80 100
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イ-２ パート・アルバイト等 １日当たり希望就労時間 

「４時間」の割合が 35.0％と最も高く，次い

で「３時間」の割合が 30.0％，「５時間」の割合

が 25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）父親 

「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 1件となっています。 

 

 

ア 就労したい時期の一番下の子どもの年齢 

有効回答がありませんでした。 

 

 

イ 希望する就労形態 

有効回答がありませんでした。 

 

イ-１ パート・アルバイト等 １週当たり希望就労日数 

有効回答がありませんでした。 

 

イ-２ パート・アルバイト等 １日当たり希望就労時間 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 20 ％

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

無回答

0.0

5.0

30.0

35.0

25.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0 20 40 60 80 100
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５．お子さんの放課後の過ごし方について 

問 15 お子さんについて，放課後の過ごし方について，どのような場所で過ごさせたい

と思いますか。または，過ごしていましたか。 

「学校（部活動等）」の割合が 67.4％と最も高

く，次いで「自宅」の割合が 66.8％，「習い事（ピ

アノ教室，サッカークラブ，学習塾等）」の割合

が 61.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると，12 歳，13 歳で「学校（部活動等）」の割合が，14 歳で「自宅」の割

合が最も高くなっています。 

 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅

学
校
（
部
活
動
等
） 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
，
サ
ッ

カ
ー
ク
ラ
ブ
，
学
習
塾
等
）

体
育
館
や
福
祉
セ
ン
タ
ー
な

ど
公
共
の
施
設 

コ
ミ
ス
ク 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
328 219 18 221 202 19 8 7 5 6

100.0 66.8 5.5 67.4 61.6 5.8 2.4 2.1 1.5 1.8

12 歳 
93 57 6 75 52 6 1 4 1 1

100.0 61.3 6.5 80.6 55.9 6.5 1.1 4.3 1.1 1.1

13 歳 
111 77 4 86 67 6 3 3 1 -

100.0 69.4 3.6 77.5 60.4 5.4 2.7 2.7 0.9 -

14 歳 
114 80 7 55 79 6 3 - 3 2

100.0 70.2 6.1 48.2 69.3 5.3 2.6 - 2.6 1.8

 

  

回答者数 = 328 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

学校（部活動等）

習い事（ピアノ教室，サッカーク

ラブ，学習塾等）

体育館や福祉センターなど公共

の施設

コミスク

障がい児支援施設

その他

無回答

66.8

5.5

67.4

61.6

5.8

2.4

2.1

1.5

1.8

0 20 40 60 80 100
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【中学校区別】 

中学校区別でみると，山手地区で「学校（部活動等）」の割合が，精道地区，潮見地区で「自

宅」の割合が最も高くなっています。 

 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅

学
校
（
部
活
動
等
） 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
，
サ
ッ

カ
ー
ク
ラ
ブ
，
学
習
塾
等
）

体
育
館
や
福
祉
セ
ン
タ
ー
な

ど
公
共
の
施
設 

コ
ミ
ス
ク 

障
が
い
児
支
援
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
328 219 18 221 202 19 8 7 5 6

100.0 66.8 5.5 67.4 61.6 5.8 2.4 2.1 1.5 1.8

山手 
111 70 8 79 71 3 1 1 1 2

100.0 63.1 7.2 71.2 64.0 2.7 0.9 0.9 0.9 1.8

精道 
120 84 5 82 76 11 2 4 - 1

100.0 70.0 4.2 68.3 63.3 9.2 1.7 3.3 - 0.8

潮見 
65 45 5 39 32 3 5 2 1 1

100.0 69.2 7.7 60.0 49.2 4.6 7.7 3.1 1.5 1.5

 

 

 

（１）放課後の過ごさせたい場所 

ア 自宅 

「１日」の割合が 33.8％と最も高く，次いで

「４日」の割合が 12.8％，「２日」の割合が 11.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 219 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

33.8

11.0

7.8

12.8

5.5

8.2

0.0

21.0

0 20 40 60 80 100
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イ 祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 44.4％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 学校（部活動等） 

「４日」の割合が 35.3％と最も高く，次いで

「３日」，「５日」の割合が 16.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 習い事（ピアノ教室，サッカークラブ，学習塾等） 

「１日」の割合が 40.1％と最も高く，次いで

「２日」の割合が 28.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 18 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

44.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 221 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

9.5

5.4

16.7

35.3

16.7

4.5

0.0

11.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 202 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

40.1

28.7

6.9

9.4

3.0

0.5

0.0

11.4

0 20 40 60 80 100
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オ 体育館や福祉センターなど公共の施設 

「１日」の割合が 68.4％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ コミスク 

「２日」が 3件となっています。「１日」が 2件，「３日」が 1件となっています。 

 

 

 

 

キ 障がい児支援施設 

「３日」が 2件となっています。「１日」，「４日」，「５日」が 1件となっています。 

 

 

 

 

ク その他 

「１日」が 3件となっています。「４日」，「６日」が 1件となっています。 

 

  

回答者数 = 19 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

68.4

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.3

0 20 40 60 80 100
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問 16 家の近くの子どもの遊び場について，日ごろ感じていることはありますか。 

当てはまる番号３つまで○をつけてください。 

「雨の日に遊べる場所がない」の割合が 34.1％

と最も高く，次いで「特に感じることはない」の

割合が 29.9％，「思い切り遊ぶために十分な広さ

がない」の割合が 25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 身近な地域で，子ども同士が交流等を行うことができる場ができた場合，どのような

ものが望ましいとお考えですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもが放課後などに集まって，子ども同士

で自主活動などができる場」の割合が 54.6％と

最も高く，次いで「子どもが土曜日・日曜日に活

動ができたり遊べる場」の割合が 42.4％，「子ど

も自身が悩みを相談できる場」の割合が 32.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

近くに遊び場がない

雨の日に遊べる場所がない

思い切り遊ぶために十分な広さ

がない

遊具（常設のバスケットゴール

等）などの種類が充実していな

い

不衛生である

いつも閑散としていて寂しい感じ

がする

緑などの自然が少ない

遊び場やその周辺の環境が悪

くて，安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険であ

る

特に感じることはない

その他

無回答

11.9

34.1

25.0

18.0

0.3

8.2

1.8

1.2

7.0

29.9

11.0

8.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

子どもに遊びを教えたり，しつけ

をしてくれる場

子どもが放課後などに集まっ

て，子ども同士で自主活動など

ができる場

子どもが土曜日・日曜日に活動

ができたり遊べる場

子ども自身が悩みを相談できる

場

その他

無回答

21.0

54.6

42.4

32.9

5.2

7.9

0 20 40 60 80 100
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６．芦屋市の今後の子育て施策について 

問 18 ご自身にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それともつら

いと感じることが多いと思いますか。（１：つらいと感じる，５：楽しいと感じる） 

「4」の割合が 38.1％と最も高く，次いで「3」

の割合が 26.5％，「5」の割合が 24.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 子育てに関して，日常悩んでいること，あるいは気になることは何ですか。 

それぞれ当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

（１）子どもに関すること 

「子どもの教育・保育に関すること」の割合が

43.0％と最も高く，次いで「子どもの友だちづき

あいに関すること」の割合が 32.0％，「子どもの

しつけに関すること」の割合が 28.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

病気や発育発達に関すること

食事や栄養に関すること

子育て支援サービスのことがよ

くわからないこと

子どものしつけに関すること

子どもと過ごす時間が十分取

れないこと

子どもの教育・保育に関するこ

と

子どもの友だちづきあいに関す

ること

子どもの登校拒否や不登校な

ど

特にない

その他

無回答

15.2

14.0

3.7

28.7

15.2

43.0

32.0

7.0

17.7

5.8

1.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

1

2

3

4

5

無回答

2.7

5.2

26.5

38.1

24.1

3.4

0 20 40 60 80 100

つらいと 

感じる

楽しいと 

感じる
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイム，パート・アルバイト等で「子どもの教育・保育に関

すること」の割合が，未就労で「子どもの友だちづきあいに関すること」の割合が最も高くなっ

ています。 

 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
し
つ
け
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が
十
分
取

れ
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
・
保
育
に
関
す
る
こ

と 子
ど
も
の
友
だ
ち
づ
き
あ
い
に
関

す
る
こ
と 

子
ど
も
の
登
校
拒
否
や
不
登
校
な

ど 特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
325 49 46 11 92 49 139 104 22 58 19 6

100.0 15.1 14.2 3.4 28.3 15.1 42.8 32.0 6.8 17.8 5.8 1.8

フルタイム 
87 13 14 4 20 33 46 24 3 9 5 -

100.0 14.9 16.1 4.6 23.0 37.9 52.9 27.6 3.4 10.3 5.7 -

パート・アルバ
イト等 

146 15 19 2 42 11 61 47 12 37 9 3

100.0 10.3 13.0 1.4 28.8 7.5 41.8 32.2 8.2 25.3 6.2 2.1

未就労 
82 20 10 4 28 4 29 31 7 11 5 2

100.0 24.4 12.2 4.9 34.1 4.9 35.4 37.8 8.5 13.4 6.1 2.4
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【子育てを楽しい・つらいと感じる状況別】 

子育てを楽しい・つらいと感じる状況別でみると，つらいと感じることが多い人で「子どもの

教育・保育に関すること」の割合が，楽しいと感じることが多い人で「特にない」の割合が高く

なっています。 

 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

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
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と
が
よ

く
わ
か
ら
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
し
つ
け
に
関
す
る
こ
と 

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が
十
分
取
れ

な
い
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
・
保
育
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
友
だ
ち
づ
き
あ
い
に
関
す

る
こ
と 

子
ど
も
の
登
校
拒
否
や
不
登
校
な
ど 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
328 50 46 12 94 50 141 105 23 58 19 6

100.0 15.2 14.0 3.7 28.7 15.2 43.0 32.0 7.0 17.7 5.8 1.8

1 
9 5 2 3 4 2 7 3 1 - - -

100.0 55.6 22.2 33.3 44.4 22.2 77.8 33.3 11.1 - - -

2 
17 2 2 - 6 3 6 7 7 1 1 1

100.0 11.8 11.8 - 35.3 17.6 35.3 41.2 41.2 5.9 5.9 5.9

3 
87 18 15 3 25 15 38 29 6 10 3 2

100.0 20.7 17.2 3.4 28.7 17.2 43.7 33.3 6.9 11.5 3.4 2.3

4 
125 15 17 4 41 23 62 45 6 18 11 -

100.0 12.0 13.6 3.2 32.8 18.4 49.6 36.0 4.8 14.4 8.8 -

5 
79 10 10 1 14 7 26 19 2 27 4 1

100.0 12.7 12.7 1.3 17.7 8.9 32.9 24.1 2.5 34.2 5.1 1.3

 

  

つらいと 

感じる 

楽しいと 

感じる 
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（２）ご自身に関すること

「特にない」の割合が 36.6％と最も高く，次

いで「子育てに関して配偶者（パートナー）の協

力が少ないこと」の割合が 20.7％，「仕事や自分

のやりたいことなど自分の時間が十分取れない

こと」の割合が 14.6％となっています。 

回答者数 = 328 ％

子育てに関して配偶者（パート

ナー）の協力が少ないこと

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

子育てが大変なことを，身近な

人が理解してくれないこと

ご自身の子育てについて，身近
な人の見る目が気になること

子育てに関して話し相手や相談

相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことなど
自分の時間が十分取れないこ

と

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

子育てのストレスなどから子ど

もにきつくあたってしまうこと

子育てによる身体の疲れが大き

いこと

特にない

その他

無回答

20.7

11.0

4.9

4.6

4.6

14.6

5.8

9.5

13.7

36.6

8.8

8.8

0 20 40 60 80 100
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，全ての就労状況で「特にない」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）

の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
，
身
近
な
人
が
理

解
し
て
く
れ
な
い
こ
と 

ご
自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
，
身
近
な
人
の

見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
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
な
ど
自
分
の

時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も
に
き

つ
く
あ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い
こ
と

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
325 68 36 16 15 14 48 19 31 43 120 29 29

100.0 20.9 11.1 4.9 4.6 4.3 14.8 5.8 9.5 13.2 36.9 8.9 8.9

フルタイム 
87 13 9 5 4 5 18 4 9 9 28 10 8

100.0 14.9 10.3 5.7 4.6 5.7 20.7 4.6 10.3 10.3 32.2 11.5 9.2

パート・アル
バイト等 

146 37 17 4 6 5 20 9 13 17 61 11 13

100.0 25.3 11.6 2.7 4.1 3.4 13.7 6.2 8.9 11.6 41.8 7.5 8.9

未就労 
82 16 9 7 5 2 8 6 9 15 28 6 7

100.0 19.5 11.0 8.5 6.1 2.4 9.8 7.3 11.0 18.3 34.1 7.3 8.5
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【子育てを楽しい・つらいと感じる状況別】 

子育てを楽しい・つらいと感じる状況別でみると，つらいと感じることが多い人ほど「子育て

による身体の疲れが大きいこと」の割合が高く，楽しいと感じることが多い人ほど「特にない」

の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ

ー
）
の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

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 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
，
身
近
な
人
が

理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と 

ご
自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
，
身
近
な
人

の
見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
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
な
ど
自

分
の
時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と 

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

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も

に
き
つ
く
あ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い

こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
328 68 36 16 15 15 48 19 31 45 120 29 29

100.0 20.7 11.0 4.9 4.6 4.6 14.6 5.8 9.5 13.7 36.6 8.8 8.8

1 
9 4 4 4 2 4 2 1 2 5 - 1 -

100.0 44.4 44.4 44.4 22.2 44.4 22.2 11.1 22.2 55.6 - 11.1 -

2 
17 6 1 - 3 1 3 1 6 7 - 2 3

100.0 35.3 5.9 - 17.6 5.9 17.6 5.9 35.3 41.2 - 11.8 17.6

3 
87 18 10 5 7 4 15 6 13 17 24 5 8

100.0 20.7 11.5 5.7 8.0 4.6 17.2 6.9 14.9 19.5 27.6 5.7 9.2

4 
125 25 15 4 2 4 19 7 6 11 52 14 9

100.0 20.0 12.0 3.2 1.6 3.2 15.2 5.6 4.8 8.8 41.6 11.2 7.2

5 
79 12 5 - 1 1 5 3 3 4 42 6 6

100.0 15.2 6.3 - 1.3 1.3 6.3 3.8 3.8 5.1 53.2 7.6 7.6

 

問 20 芦屋市における子育ての環境や支援への満足度について，当てはまる番号１つに

○をつけてください。（１：満足度が低い，５：満足度が高い） 

「3」の割合が 49.4％と最も高く，次いで「2」

の割合が 20.1％，「4」の割合が 13.4％となって

います。 

 

 

 

 

 

  

つらいと 

感じる 

楽しいと 

感じる 

回答者数 = 328 ％

1

2

3

4

5

無回答

8.8

20.1

49.4

13.4

2.7

5.5

0 20 40 60 80 100

満足度が高い 

満足度が低い
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問 21 地域の人に頼まれた場合に，お互いにサポートできると思うことはありますか。

それぞれ当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「ちょっとした買い物」の割合が 42.7％と最

も高く，次いで「話し相手」の割合が 41.8％，「子

育ての相談」の割合が 28.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

ちょっとした買い物

子育ての相談

短時間の子どもの預かり

保育所（園）・幼稚園・認定こど

も園等の送迎

食事づくり

宿題をみる

話し相手

近所のグループづくり

特にない

その他

無回答

42.7

28.0

25.0

15.9

6.1

13.4

41.8

7.9

23.5

2.1

2.1

0 20 40 60 80 100
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問 22 芦屋市の子育て支援施策に期待すること・重要なことは何ですか。 

当てはまる番号３つまで○をつけてください。 

「子どもが主体的に行動できるよう学校教

育・保育環境の充実」の割合が 29.0％と最も高

く，次いで「地域における子どもの居場所の充実」

の割合が 28.4％，「教育・保育サービスの費用負

担や学費など経済的支援の充実」の割合が26.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

子育てに関する相談，情報提供

の充実

親子・親同士の交流の場の充

実

地域における子どもの居場所の

充実

家庭の教育力向上のための学

習機会の充実

子どもの発達支援のための健
診や訪問，ヘルパー派遣など

の充実

子どもが家庭や子どもの大切さ
を学ぶことができる場の充実

子どもが主体的に行動できるよ
う学校教育・保育環境の充実

児童虐待やいじめなどに対する

対策の充実

障がいのある子どもが地域で安

心して生活できるよう障がい児

施策の充実

ひとり親家庭に対する相談や生

活支援の充実

教育・保育サービスの費用負担

や学費など経済的支援の充実

仕事と子育てが両立できるよう

就学前施設の箇所数や内容の

充実

仕事と子育てが両立できるよう

労働時間の改善等，企業や労
働者に対する啓発

その他

無回答

17.1

7.0

28.4

18.6

4.3

9.5

29.0

15.2

5.2

8.8

26.8

10.4

11.0

4.3

16.2

0 20 40 60 80 100
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると，フルタイムで「地域における子どもの居場所の充実」「教育・保

育サービスの費用負担や学費など経済的支援の充実」の割合が，パート・アルバイト等で「教育・

保育サービスの費用負担や学費など経済的支援の充実」の割合が，未就労で「子どもが主体的に

行動できるよう学校教育・保育環境の充実」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
す
る
相
談
，
情
報
提
供
の
充
実 

親
子
・
親
同
士
の
交
流
の
場
の
充
実 

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
充
実 

家
庭
の
教
育
力
向
上
の
た
め
の
学
習
機
会
の
充
実 

子
ど
も
の
発
達
支
援
の
た
め
の
健
診
や
訪
問
，
ヘ
ル
パ

ー
派
遣
な
ど
の
充
実 

子
ど
も
が
家
庭
や
子
ど
も
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
場
の
充
実 

子
ど
も
が
主
体
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
学
校
教
育
・
保

育
環
境
の
充
実 

児
童
虐
待
や
い
じ
め
な
ど
に
対
す
る
対
策
の
充
実 

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で

き
る
よ
う
障
が
い
児
施
策
の
充
実 

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
相
談
や
生
活
支
援
の
充
実

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
や
学
費
な
ど
経
済

的
支
援
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
就
学
前
施
設
の

箇
所
数
や
内
容
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
労
働
時
間
の
改

善
等
，
企
業
や
労
働
者
に
対
す
る
啓
発 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
325 56 23 93 61 14 31 94 50 17 29 87 33 35 13 53

100.0 17.2 7.1 28.6 18.8 4.3 9.5 28.9 15.4 5.2 8.9 26.8 10.2 10.8 4.0 16.3

フルタイム 
87 9 7 26 16 4 4 24 11 6 12 26 11 10 3 15

100.0 10.3 8.0 29.9 18.4 4.6 4.6 27.6 12.6 6.9 13.8 29.9 12.6 11.5 3.4 17.2

パート・ア
ルバイト等 

146 27 6 44 22 4 20 42 26 6 11 45 15 18 7 21

100.0 18.5 4.1 30.1 15.1 2.7 13.7 28.8 17.8 4.1 7.5 30.8 10.3 12.3 4.8 14.4

未就労 
82 20 10 21 21 5 6 24 11 5 5 14 6 5 2 16

100.0 24.4 12.2 25.6 25.6 6.1 7.3 29.3 13.4 6.1 6.1 17.1 7.3 6.1 2.4 19.5
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【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「子どもが主体的に行動できるよう学校教育・保育環境の充実」「教育・

保育サービスの費用負担や学費など経済的支援の充実」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
育
て
に
関
す
る
相
談
，
情
報
提
供
の
充
実 

親
子
・
親
同
士
の
交
流
の
場
の
充
実 

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
充
実 

家
庭
の
教
育
力
向
上
の
た
め
の
学
習
機
会
の
充
実 

子
ど
も
の
発
達
支
援
の
た
め
の
健
診
や
訪
問
，
ヘ
ル

パ
ー
派
遣
な
ど
の
充
実 

子
ど
も
が
家
庭
や
子
ど
も
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
場
の
充
実 

子
ど
も
が
主
体
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
学
校
教
育
・

保
育
環
境
の
充
実 

児
童
虐
待
や
い
じ
め
な
ど
に
対
す
る
対
策
の
充
実 

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で

き
る
よ
う
障
が
い
児
施
策
の
充
実 

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
相
談
や
生
活
支
援
の
充
実

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
や
学
費
な
ど
経

済
的
支
援
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
就
学
前
施
設
の

箇
所
数
や
内
容
の
充
実 

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
よ
う
労
働
時
間
の
改

善
等
，
企
業
や
労
働
者
に
対
す
る
啓
発 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
328 56 23 93 61 14 31 95 50 17 29 88 34 36 14 53

100.0 17.1 7.0 28.4 18.6 4.3 9.5 29.0 15.2 5.2 8.8 26.8 10.4 11.0 4.3 16.2

100 万円未満 
3 - - - - 1 - - - 1 1 - - - - 2

100.0 - - - - 33.3 - - - 33.3 33.3 - - - - 66.7

100 万円～ 
200 万円未満 

10 - - 2 3 - 2 3 - - 5 5 - 3 - 2

100.0 - - 20.0 30.0 - 20.0 30.0 - - 50.0 50.0 - 30.0 - 20.0

200 万円～ 
300 万円未満 

9 1 2 1 2 - - 2 3 - 2 2 - 1 - 2

100.0 11.1 22.2 11.1 22.2 - - 22.2 33.3 - 22.2 22.2 - 11.1 - 22.2

300 万円～ 
500 万円未満 

29 6 2 9 5 2 - 5 2 1 2 12 2 1 1 7

100.0 20.7 6.9 31.0 17.2 6.9 - 17.2 6.9 3.4 6.9 41.4 6.9 3.4 3.4 24.1

500 万円～ 
700 万円未満 

58 11 2 13 16 2 5 14 11 - 1 18 4 3 1 11

100.0 19.0 3.4 22.4 27.6 3.4 8.6 24.1 19.0 - 1.7 31.0 6.9 5.2 1.7 19.0

700 万円～ 
1,000 万円未満 

81 18 7 25 11 3 7 25 16 6 6 25 9 14 6 5

100.0 22.2 8.6 30.9 13.6 3.7 8.6 30.9 19.8 7.4 7.4 30.9 11.1 17.3 7.4 6.2

1,000 万 円 ～
2,000 万円未満 

66 8 5 21 10 2 9 25 11 4 6 14 8 5 2 11

100.0 12.1 7.6 31.8 15.2 3.0 13.6 37.9 16.7 6.1 9.1 21.2 12.1 7.6 3.0 16.7

2,000 万円以上 
12 2 1 2 2 2 3 3 - 1 3 1 2 1 1 2

100.0 16.7 8.3 16.7 16.7 16.7 25.0 25.0 - 8.3 25.0 8.3 16.7 8.3 8.3 16.7
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問 23 過去１年間に,次の手当てや援助などを受けたことがありますか。 

①～④のそれぞれ当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）就学援助 

「受けたことがない」の割合が 83.5％と最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

（２）児童扶養手当 

「受けたことがない」の割合が 79.9％と最も

高く，次いで「受けている」の割合が 11.3％と

なっています。 

 

 

 

 

 

（３）生活保護 

「受けたことがない」の割合が 90.2％と最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

（４）養育費 

「受けたことがない」の割合が 88.7％と最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

7.9

2.7

83.5

5.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

11.3

3.7

79.9

5.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

0.3

0.3

90.2

9.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

受けている

受けたことがある

受けたことがない

無回答

2.1

0.9

88.7

8.2

0 20 40 60 80 100
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問 24 お子さんにとって,現在,または将来的に,どのような支援があるとよいと思います

か。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「進学や資格を取るための発展的な学習の支

援」の割合が 50.3％と最も高く，次いで「自然

体験など多様な活動機会の提供」の割合が37.2％，

「仲間と出会え, 一緒に活動できるところ」の割

合が 32.6％となっています。 

  

回答者数 = 328 ％

保護者が家にいないときに子ど

もを預かる場やサービスの提供

仲間と出会え, 一緒に活動でき

るところ

自然体験など多様な活動機会

の提供

地域における子どもの居場所の

提供

基礎的な学習への支援

子どものみで無料もしくは安価
で食事ができる場所の提供

低い家賃で住めるところ（寮や
下宿のようなところ）

生活や就学のための経済的補

助

進路や生活などについて相談

できるところ

会社などでの職場体験等の機

会の提供

仕事に就けるようにするための

就労に関する支援

進学や資格を取るための発展

的な学習の支援

特にない

その他

無回答

23.2

32.6

37.2

24.1

22.6

12.5

11.0

26.2

28.4

26.8

19.2

50.3

6.1

4.3

0.9

0 20 40 60 80 100
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【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「進学や資格を取るための発展的な学習の支援」の割合が高くなって

おり，次いで「自然体験など多様な活動機会の提供」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

保
護
者
が
家
に
い
な
い
と
き
に
子
ど
も
を
預
か
る
場

や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

仲
間
と
出
会
え
，
一
緒
に
活
動
で
き
る
と
こ
ろ 

自
然
体
験
な
ど
多
様
な
活
動
機
会
の
提
供 

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
提
供 

基
礎
的
な
学
習
へ
の
支
援 

子
ど
も
の
み
で
無
料
も
し
く
は
安
価
で
食
事
が
で
き

る
場
所
の
提
供 

低
い
家
賃
で
住
め
る
と
こ
ろ
（
寮
や
下
宿
の
よ
う
な

と
こ
ろ
） 

生
活
や
就
学
の
た
め
の
経
済
的
補
助 

進
路
や
生
活
な
ど
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
と
こ
ろ 

会
社
な
ど
で
の
職
場
体
験
等
の
機
会
の
提
供 

仕
事
に
就
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
就
労
に
関
す
る

支
援 

進
学
や
資
格
を
取
る
た
め
の
発
展
的
な
学
習
の
支
援

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
328 76 107 122 79 74 41 36 86 93 88 63 165 20 14 3

100.0 23.2 32.6 37.2 24.1 22.6 12.5 11.0 26.2 28.4 26.8 19.2 50.3 6.1 4.3 0.9

100 万円 
未満 

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

100.0 66.7 33.3 33.3 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 100.0 66.7 66.7 - - -

100 万円～ 
200 万円未満 

10 4 3 4 3 6 3 3 8 4 3 5 6 - - -

100.0 40.0 30.0 40.0 30.0 60.0 30.0 30.0 80.0 40.0 30.0 50.0 60.0 - - -

200 万円～ 
300 万円未満 

9 2 3 4 1 3 3 2 4 4 1 2 ４ - - -

100.0 22.2 33.3 44.4 11.1 33.3 33.3 22.2 44.4 44.4 11.1 22.2 77.8 - - -

300 万円～ 
500 万円未満 

29 6 11 6 8 9 3 7 15 11 12 8 17 1 1 1

100.0 20.7 37.9 20.7 27.6 31.0 10.3 24.1 51.7 37.9 41.4 27.6 58.6 3.4 3.4 3.4

500 万円～ 
700 万円未満 

58 12 17 19 9 15 4 3 18 20 18 13 38 2 2 -

100.0 20.7 29.3 32.8 15.5 25.9 6.9 5.2 31.0 34.5 31.0 22.4 65.5 3.4 3.4 -

700 万円～ 
1,000 万円未満 

81 17 23 32 22 12 12 8 16 20 14 8 39 8 3 -

100.0 21.0 28.4 39.5 27.2 14.8 14.8 9.9 19.8 24.7 17.3 9.9 48.1 9.9 3.7 -

1,000 万 円 ～
2,000 万円未満 

66 16 24 28 21 12 5 3 10 11 19 10 28 3 4 1

100.0 24.2 36.4 42.4 31.8 18.2 7.6 4.5 15.2 16.7 28.8 15.2 42.4 4.5 6.1 1.5

2,000 万円以上 
12 5 2 5 3 4 - 1 - 3 4 3 3 - 3 -

100.0 41.7 16.7 41.7 25.0 33.3 - 8.3 - 25.0 33.3 25.0 25.0 - 25.0 -
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問 25 あなたが現在，または将来的に必要としていること,重要だと思う支援等はどのよ

うなものですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもの就学にかかる費用が軽減されるこ

と」の割合が 54.3％と最も高く，次いで「病気

や出産, 事故などの事情があったときに一時的

に子どもを預けられること」の割合が 25.9％，「子

どものことや生活のことなど悩みごとを相談で

きること」の割合が 22.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 328 ％

子どものことや生活のことなど

悩みごとを相談できること

同じような悩みを持った人同士

で知り合えること

地域の人から助けてもらえるこ

と

離婚のことや養育費のことなど

について法的な相談ができるこ

と

病気や障がいのことなどについ

て専門的な相談が受けられるこ

と

住宅を探したり住宅費を軽減し

たりするための支援が受けられ

ること

病気や出産, 事故などの事情が

あったときに一時的に子どもを

預けられること

子どもの就学にかかる費用が

軽減されること

一時的に必要な資金を借りられ
ること

就職・転職のための支援が受け
られること

特にない

その他

無回答

22.3

19.8

13.4

5.8

16.8

13.4

25.9

54.3

8.2

19.5

12.5

3.4

3.4

0 20 40 60 80 100
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【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，主に全ての区分で「子どもの就学にかかる費用が軽減されること」の

割合が高くなっており，100 万円未満で「病気や障がいのことなどについて専門的な相談が受け

られること」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

子
ど
も
の
こ
と
や
生
活
の
こ
と
な
ど
悩
み
ご
と
を
相
談
で

き
る
こ
と 

同
じ
よ
う
な
悩
み
を
持
っ
た
人
同
士
で
知
り
合
え
る
こ
と

地
域
の
人
か
ら
助
け
て
も
ら
え
る
こ
と 

離
婚
の
こ
と
や
養
育
費
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
法
的
な
相

談
が
で
き
る
こ
と 

病
気
や
障
が
い
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
専
門
的
な
相
談
が

受
け
ら
れ
る
こ
と 

住
宅
を
探
し
た
り
住
宅
費
を
軽
減
し
た
り
す
る
た
め
の
支

援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

病
気
や
出
産
，
事
故
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
た
と
き
に
一
時

的
に
子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
こ
と 

子
ど
も
の
就
学
に
か
か
る
費
用
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と 

一
時
的
に
必
要
な
資
金
を
借
り
ら
れ
る
こ
と 

就
職
・
転
職
の
た
め
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
328 73 65 44 19 55 44 85 178 27 64 41 11 11

100.0 22.3 19.8 13.4 5.8 16.8 13.4 25.9 54.3 8.2 19.5 12.5 3.4 3.4

100 万円未満 
3 2 2 2 - 3 2 2 2 1 2 - - -

100.0 66.7 66.7 66.7 - 100.0 66.7 66.7 66.7 33.3 66.7 - - -

100 万円～ 
200 万円未満 

10 2 2 1 3 2 4 4 9 1 3 - - -

100.0 20.0 20.0 10.0 30.0 20.0 40.0 40.0 90.0 10.0 30.0 - - -

200 万円～ 
300 万円未満 

9 3 - 2 1 2 6 2 8 2 2 - 1 1

100.0 33.3 - 22.2 11.1 22.2 66.7 22.2 88.9 22.2 22.2 - 11.1 11.1

300 万円～ 
500 万円未満 

29 6 1 4 1 4 7 7 23 5 7 1 - 1

100.0 20.7 3.4 13.8 3.4 13.8 24.1 24.1 79.3 17.2 24.1 3.4 - 3.4

500 万円～ 
700 万円未満 

58 14 12 6 3 7 7 11 33 4 10 5 - 2

100.0 24.1 20.7 10.3 5.2 12.1 12.1 19.0 56.9 6.9 17.2 8.6 - 3.4

700 万 円 ～
1,000万円未満 

81 22 23 14 3 14 9 22 40 6 19 10 4 1

100.0 27.2 28.4 17.3 3.7 17.3 11.1 27.2 49.4 7.4 23.5 12.3 4.9 1.2

1,000 万円～
2,000万円未満 

66 12 11 9 5 5 4 18 30 5 8 12 4 2

100.0 18.2 16.7 13.6 7.6 7.6 6.1 27.3 45.5 7.6 12.1 18.2 6.1 3.0

2,000万円以上 
12 3 2 2 1 3 - 2 4 - 1 2 2 -

100.0 25.0 16.7 16.7 8.3 25.0 - 16.7 33.3 - 8.3 16.7 16.7 -
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Ⅱ－５ 中学生生徒 

１．あなたのふだんの生活について 

問１ あなたが思われる性別をお答えください。 

「男」の割合が 50.2％，「女」の割合が 48.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 309 ％

男

女

その他

無回答

50.2

48.9

0.0

1.0

0 20 40 60 80 100
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問２ あなたは学校がある日はだいたい朝何時ごろに起きますか。 

「午前６時 30 分～６時 59 分」，「午前７時～７

時 29 分」の割合が 30.1％と最も高く，次いで「午

前６時～６時 29 分」の割合が 18.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「午前６時 30 分～６時 59 分」「午前７時～７時 29 分」の割合が高く

なっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

午
前
６
時
よ
り
前 

午
前
６
時
〜
６
時
29
分 

午
前
６
時
30
分
〜
６
時
59
分

午
前
７
時
〜
７
時
29
分 

午
前
７
時
30
分
〜
７
時
59
分

午
前
８
時
〜
８
時
29
分 

午
前
８
時
30
分
以
降 

無
回
答 

全体 
309 18 56 93 93 36 5 5 3

100.0 5.8 18.1 30.1 30.1 11.7 1.6 1.6 1.0

100 万円未満 
3 - 1 1 - 1 - - -

100.0 - 33.3 33.3 - 33.3 - - -

100 万円～200 万円未満 
10 1 1 4 2 1 1 - -

100.0 10.0 10.0 40.0 20.0 10.0 10.0 - -

200 万円～300 万円未満 
9 - - 3 5 - 1 - -

100.0 - - 33.3 55.6 - 11.1 - -

300 万円～500 万円未満 
26 - 2 9 12 2 - - 1

100.0 - 7.7 34.6 46.2 7.7 - - 3.8

500 万円～700 万円未満 
54 - 11 16 19 6 - 2 -

100.0 - 20.4 29.6 35.2 11.1 - 3.7 -

700 万円～1,000 万円未満 
78 4 12 21 27 10 1 1 2

100.0 5.1 15.4 26.9 34.6 12.8 1.3 1.3 2.6

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 7 18 19 11 8 - - -

100.0 11.1 28.6 30.2 17.5 12.7 - - -

2,000 万円以上 
12 - 3 5 2 1 - 1 -

100.0 - 25.0 41.7 16.7 8.3 - 8.3 -

  

回答者数 = 309 ％

午前６時より前

午前６時～６時29分

午前６時30分～６時59分

午前７時～７時29分

午前７時30分～７時59分

午前８時～８時29分

午前８時30分以降

無回答

5.8

18.1

30.1

30.1

11.7

1.6

1.6

1.0

0 20 40 60 80 100
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問３ あなたは朝ごはんを食べていますか。 

「毎日食べている」の割合が 86.4％と最も高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，全ての区分で「毎日食べている」の割合が最も高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

毎
日
食
べ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
食
べ
て
い
る

あ
ま
り
食
べ
て
い
な
い 

ま
っ
た
く
食
べ
て
い
な
い 

無
回
答 

全体 
309 267 28 11 3 -

100.0 86.4 9.1 3.6 1.0 -

100 万円未満 
3 2 - 1 - -

100.0 66.7 - 33.3 - -

100 万円～200 万円未満 
10 8 1 - 1 -

100.0 80.0 10.0 - 10.0 -

200 万円～300 万円未満 
9 9 - - - -

100.0 100.0 - - - -

300 万円～500 万円未満 
26 21 4 1 - -

100.0 80.8 15.4 3.8 - -

500 万円～700 万円未満 
54 46 5 3 - -

100.0 85.2 9.3 5.6 - -

700 万円～1,000 万円未満 
78 70 7 - 1 -

100.0 89.7 9.0 - 1.3 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 56 5 2 - -

100.0 88.9 7.9 3.2 - -

2,000 万円以上 
12 11 - 1 - -

100.0 91.7 - 8.3 - -

  

回答者数 = 309 ％

毎日食べている

どちらかといえば食べている

あまり食べていない

まったく食べていない

無回答

86.4

9.1

3.6

1.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問４ あなたは歯みがきをどのくらいしますか。 

「１日２回以上歯みがきをする」の割合が

69.3％と最も高く，次いで「１日１回歯みがきを

する」の割合が 24.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入所得別でみると，全ての区分で「１日２回以上歯みがきをする」の割合が最も高く

なっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

１
日
２
回
以
上
歯
み
が
き
を
す
る

１
日
１
回
歯
み
が
き
を
す
る 

と
き
ど
き
歯
み
が
き
を
す
る 

ほ
と
ん
ど
歯
み
が
き
は
し
な
い 

無
回
答 

全体 
309 214 77 15 - 3

100.0 69.3 24.9 4.9 - 1.0

100 万円未満 
3 3 - - - -

100.0 100.0 - - - -

100 万円～200 万円未満 
10 7 2 1 - -

100.0 70.0 20.0 10.0 - -

200 万円～300 万円未満 
9 6 2 1 - -

100.0 66.7 22.2 11.1 - -

300 万円～500 万円未満 
26 16 9 1 - -

100.0 61.5 34.6 3.8 - -

500 万円～700 万円未満 
54 40 12 2 - -

100.0 74.1 22.2 3.7 - -

700 万円～1,000 万円未満 
78 52 20 6 - -

100.0 66.7 25.6 7.7 - -

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 47 13 2 - 1

100.0 74.6 20.6 3.2 - 1.6

2,000 万円以上 
12 6 5 1 - -

100.0 50.0 41.7 8.3 - -

 

  

回答者数 = 309 ％

１日２回以上歯みがきをする

１日１回歯みがきをする

ときどき歯みがきをする

ほとんど歯みがきはしない

無回答

69.3

24.9

4.9

0.0

1.0

0 20 40 60 80 100
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問５ あなたは,次の日に学校がある日はだいたい,何時ごろに寝ますか。 

「午後 11 時～11 時 29 分」の割合が 24.6％と

最も高く，次いで「午後 11 時 30 分～11 時 59 分」，

「午前０時～０時 29 分」の割合が 16.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「午後 11 時～11 時 29 分」の割合が高くなっており，次いで「午前０

時～０時 29 分」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

午
後
９
時
よ
り
前 

午
後
９
時
〜
９
時

29
分 

午
後
９
時

30

分
〜

９
時
59
分 

午
後
10
時
〜
10

時

29
分 

午
後
10
時
30

分
〜

10
時
59
分 

午
後
11
時
〜
11

時

29
分 

午
後
11
時
30

分
〜

11
時
59
分 

午
前
０
時
〜
０
時

29
分 

午
前
０
時

30

分
〜

０
時
59
分 

午
前
１
時
以
降 

無
回
答 

全体 
309 5 7 5 38 39 76 52 52 23 11 1

100.0 1.6 2.3 1.6 12.3 12.6 24.6 16.8 16.8 7.4 3.6 0.3

100 万円未満 
3 - - - 1 - 1 - 1 - - -

100.0 - - - 33.3 - 33.3 - 33.3 - - -

100 万円～200 万円未満 
10 - 1 - 1 - 3 - 3 1 1 -

100.0 - 10.0 - 10.0 - 30.0 - 30.0 10.0 10.0 -

200 万円～300 万円未満 
9 - 1 - - 2 1 2 3 - - -

100.0 - 11.1 - - 22.2 11.1 22.2 33.3 - - -

300 万円～500 万円未満 
26 2 1 - 2 6 5 4 4 1 1 -

100.0 7.7 3.8 - 7.7 23.1 19.2 15.4 15.4 3.8 3.8 -

500 万円～700 万円未満 
54 - 2 - 8 6 14 10 8 5 1 -

100.0 - 3.7 - 14.8 11.1 25.9 18.5 14.8 9.3 1.9 -

700 万円～1,000 万円未満 
78 - 2 1 9 6 19 9 20 8 3 1

100.0 - 2.6 1.3 11.5 7.7 24.4 11.5 25.6 10.3 3.8 1.3

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 2 - 2 8 6 17 14 7 3 4 -

100.0 3.2 - 3.2 12.7 9.5 27.0 22.2 11.1 4.8 6.3 -

2,000 万円以上 
12 - - - 1 4 6 1 - - - -

100.0 - - - 8.3 33.3 50.0 8.3 - - - -

  

回答者数 = 309 ％

午後９時より前

午後９時～９時29分

午後９時30分～９時59分

午後10時～10時29分

午後10時30分～10時59分

午後11時～11時29分

午後11時30分～11時59分

午前０時～０時29分

午前０時30分～０時59分

午前１時以降

無回答

1.6

2.3

1.6

12.3

12.6

24.6

16.8

16.8

7.4

3.6

0.3

0 20 40 60 80 100
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問６ あなたは,夕ごはんを子どもだけで食べることがありますか。 

「まったくない」の割合が 34.3％と最も高く，

次いで「ほとんどない」の割合が 32.4％，「とき

どきある」の割合が 23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「まったくない」の割合が高くなっており，次いで「ほとんどない」

の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

よ
く
あ
る 

と
き
ど
き
あ
る 

ほ
と
ん
ど
な
い 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全体 
309 32 71 100 106 -

100.0 10.4 23.0 32.4 34.3 -

100 万円未満 
3 - - - 3 -

100.0 - - - 100.0 -

100 万円～200 万円未満 
10 1 5 2 2 -

100.0 10.0 50.0 20.0 20.0 -

200 万円～300 万円未満 
9 2 3 2 2 -

100.0 22.2 33.3 22.2 22.2 -

300 万円～500 万円未満 
26 2 6 7 11 -

100.0 7.7 23.1 26.9 42.3 -

500 万円～700 万円未満 
54 4 8 27 15 -

100.0 7.4 14.8 50.0 27.8 -

700 万円～1,000 万円未満 
78 6 24 22 26 -

100.0 7.7 30.8 28.2 33.3 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 9 11 20 23 -

100.0 14.3 17.5 31.7 36.5 -

2,000 万円以上 
12 1 2 4 5 -

100.0 8.3 16.7 33.3 41.7 -

  

回答者数 = 309 ％

よくある

ときどきある

ほとんどない

まったくない

無回答

10.4

23.0

32.4

34.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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２．学校について 

問７ あなたは学校にいる時間が楽しいですか。 

「楽しい」の割合が 57.3％と最も高く，次い

で「どちらかといえば楽しい」の割合が 30.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「楽しい」の割合が高くなっており，次いで「どちらかといえば楽し

い」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

楽
し
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
楽
し
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
楽
し
く
な
い 

楽
し
く
な
い 

無
回
答 

全体 
309 177 94 21 13 4

100.0 57.3 30.4 6.8 4.2 1.3

100 万円未満 
3 2 - 1 - -

100.0 66.7 - 33.3 - -

100 万円～200 万円未満 
10 2 6 2 - -

100.0 20.0 60.0 20.0 - -

200 万円～300 万円未満 
9 3 3 3 - -

100.0 33.3 33.3 33.3 - -

300 万円～500 万円未満 
26 15 5 2 3 1

100.0 57.7 19.2 7.7 11.5 3.8

500 万円～700 万円未満 
54 28 17 4 5 -

100.0 51.9 31.5 7.4 9.3 -

700 万円～1,000 万円未満 
78 49 24 2 2 1

100.0 62.8 30.8 2.6 2.6 1.3

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 38 21 2 2 -

100.0 60.3 33.3 3.2 3.2 -

2,000 万円以上 
12 9 3 - - -

100.0 75.0 25.0 - - -

  

回答者数 = 309 ％

楽しい

どちらかといえば楽しい

どちらかといえば楽しくない

楽しくない

無回答

57.3

30.4

6.8

4.2

1.3

0 20 40 60 80 100



209 

３．放課後の過ごし方について 

問８ あなたは放課後に,誰と過ごすことが一番多いですか。 

「学校の友だち」の割合が 50.8％と最も高く，

次いで「家族の大人」の割合が 26.5％，「一人で

いる」の割合が 11.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「学校の友だち」の割合が高くなっており，次いで「家族の大人」の

割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

家
族
の
大
人 

家
族
以
外
の
大
人 

学
校
の
友
だ
ち 

学
校
以
外
の
友
だ
ち 

兄
弟
・
姉
妹 

一
人
で
い
る 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
309 82 2 157 8 9 35 11 5

100.0 26.5 0.6 50.8 2.6 2.9 11.3 3.6 1.6

100 万円未満 
3 2 - - 1 - - - -

100.0 66.7 - - 33.3 - - - -

100 万円～200 万円未満 
10 2 - 3 - 1 2 1 1

100.0 20.0 - 30.0 - 10.0 20.0 10.0 10.0

200 万円～300 万円未満 
9 2 - 5 - - 2 - -

100.0 22.2 - 55.6 - - 22.2 - -

300 万円～500 万円未満 
26 9 - 12 - 1 4 - -

100.0 34.6 - 46.2 - 3.8 15.4 - -

500 万円～700 万円未満 
54 18 - 23 - 1 8 1 3

100.0 33.3 - 42.6 - 1.9 14.8 1.9 5.6

700 万円～1,000 万円未満 
78 15 - 43 4 3 8 5 -

100.0 19.2 - 55.1 5.1 3.8 10.3 6.4 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 16 1 31 2 1 9 2 1

100.0 25.4 1.6 49.2 3.2 1.6 14.3 3.2 1.6

2,000 万円以上 
12 3 - 9 - - - - -

100.0 25.0 - 75.0 - - - - -

  

回答者数 = 309 ％

家族の大人

家族以外の大人

学校の友だち

学校以外の友だち

兄弟・姉妹

一人でいる

その他

無回答

26.5

0.6

50.8

2.6

2.9

11.3

3.6

1.6

0 20 40 60 80 100
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問９ あなたは放課後に,どこで過ごすことが一番多いですか。 

「学校（部活動等）」の割合が 41.7％と最も高

く，次いで「自分の家」の割合が 39.8％，「塾や

習いごと」の割合が 12.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「学校（部活動等）」の割合が高くなっており，次いで「自分の家」の

割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

自
分
の
家 

友
だ
ち
の
家 

学
校
（
部
活
動
等
） 

塾
や
習
い
ご
と 

公
共
施
設
（
図
書
館
・
児
童

セ
ン
タ
ー
・
体
育
館
な
ど
）

公
園 

お
店 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
309 123 1 129 40 3 2 4 1 6

100.0 39.8 0.3 41.7 12.9 1.0 0.6 1.3 0.3 1.9

100 万円未満 
3 1 - 1 - - 1 - - -

100.0 33.3 - 33.3 - - 33.3 - - -

100 万円～200 万円未満 
10 3 - 3 3 - - - - 1

100.0 30.0 - 30.0 30.0 - - - - 10.0

200 万円～300 万円未満 
9 3 1 3 1 - 1 - - -

100.0 33.3 11.1 33.3 11.1 - 11.1 - - -

300 万円～500 万円未満 
26 15 - 8 2 - - - - 1

100.0 57.7 - 30.8 7.7 - - - - 3.8

500 万円～700 万円未満 
54 25 - 22 6 - - - - 1

100.0 46.3 - 40.7 11.1 - - - - 1.9

700 万円～1,000 万円未満 
78 27 - 39 10 1 - - - 1

100.0 34.6 - 50.0 12.8 1.3 - - - 1.3

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 24 - 23 14 - - 1 - 1

100.0 38.1 - 36.5 22.2 - - 1.6 - 1.6

2,000 万円以上 
12 3 - 6 1 - - 1 - 1

100.0 25.0 - 50.0 8.3 - - 8.3 - 8.3

  

回答者数 = 309 ％

自分の家

友だちの家

学校（部活動等）

塾や習いごと

公共施設（図書館・児童セン

ター・体育館など）

公園

お店

その他

無回答

39.8

0.3

41.7

12.9

1.0

0.6

1.3

0.3

1.9

0 20 40 60 80 100
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４．あなたの考えについて 

問 10 あなたは，自分のことについてどう思いますか。（１）～（３）のそれぞれについ

て，あてはまるものに○をしてください。 

（１）自分にはよいところがあると思う 

「どちらかといえばそう思う」の割合が 42.7％

と最も高く，次いで「そう思う」の割合が 40.1％，

「どちらかといえばそう思わない」の割合が

10.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「どちらかといえばそう思う」の割合が高くなっており，次いで「そ

う思う」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い 

無
回
答 

全体 
309 124 132 32 19 2

100.0 40.1 42.7 10.4 6.1 0.6

100 万円未満 
3 - - 2 1 -

100.0 - - 66.7 33.3 -

100 万円～200 万円未満 
10 3 6 1 - -

100.0 30.0 60.0 10.0 - -

200 万円～300 万円未満 
9 4 2 2 1 -

100.0 44.4 22.2 22.2 11.1 -

300 万円～500 万円未満 
26 8 12 2 4 -

100.0 30.8 46.2 7.7 15.4 -

500 万円～700 万円未満 
54 21 22 6 4 1

100.0 38.9 40.7 11.1 7.4 1.9

700 万円～1,000 万円未満 
78 35 32 7 4 -

100.0 44.9 41.0 9.0 5.1 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 26 29 5 3 -

100.0 41.3 46.0 7.9 4.8 -

2,000 万円以上 
12 7 3 2 - -

100.0 58.3 25.0 16.7 - -

  

回答者数 = 309 ％

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

無回答

40.1

42.7

10.4

6.1

0.6

0 20 40 60 80 100
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（２）自分には将来の夢や目標がある 

「そう思う」の割合が 40.1％と最も高く，次

いで「どちらかといえばそう思う」の割合が

26.9％，「どちらかといえばそう思わない」の割

合が 18.8％となっています。 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「そう思う」の割合が高くなっており，次いで「どちらかといえばそ

う思う」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い 

無
回
答 

全体 
309 124 83 58 42 2

100.0 40.1 26.9 18.8 13.6 0.6

100 万円未満 
3 1 - - 2 -

100.0 33.3 - - 66.7 -

100 万円～200 万円未満 
10 7 3 - - -

100.0 70.0 30.0 - - -

200 万円～300 万円未満 
9 4 1 1 3 -

100.0 44.4 11.1 11.1 33.3 -

300 万円～500 万円未満 
26 10 2 7 7 -

100.0 38.5 7.7 26.9 26.9 -

500 万円～700 万円未満 
54 21 14 9 9 1

100.0 38.9 25.9 16.7 16.7 1.9

700 万円～1,000 万円未満 
78 35 27 10 6 -

100.0 44.9 34.6 12.8 7.7 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 22 17 17 7 -

100.0 34.9 27.0 27.0 11.1 -

2,000 万円以上 
12 6 4 1 1 -

100.0 50.0 33.3 8.3 8.3 -

  

回答者数 = 309 ％

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

無回答

40.1

26.9

18.8

13.6

0.6

0 20 40 60 80 100
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（３）頑張れば，いいことがある 

「そう思う」の割合が 51.5％と最も高く，次

いで「どちらかといえばそう思う」の割合が

37.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「そう思う」の割合が高くなっており，次いで「どちらかといえばそ

う思う」の割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い 

無
回
答 

全体 
309 159 116 21 11 2

100.0 51.5 37.5 6.8 3.6 0.6

100 万円未満 
3 1 1 1 - -

100.0 33.3 33.3 33.3 - -

100 万円～200 万円未満 
10 4 6 - - -

100.0 40.0 60.0 - - -

200 万円～300 万円未満 
9 6 2 1 - -

100.0 66.7 22.2 11.1 - -

300 万円～500 万円未満 
26 12 10 3 1 -

100.0 46.2 38.5 11.5 3.8 -

500 万円～700 万円未満 
54 25 22 3 3 1

100.0 46.3 40.7 5.6 5.6 1.9

700 万円～1,000 万円未満 
78 44 28 5 1 -

100.0 56.4 35.9 6.4 1.3 -

1,000 万円～2,000 万円未満 
63 34 23 1 5 -

100.0 54.0 36.5 1.6 7.9 -

2,000 万円以上 
12 8 3 1 - -

100.0 66.7 25.0 8.3 - -

  

回答者数 = 309 ％

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

無回答

51.5

37.5

6.8

3.6

0.6

0 20 40 60 80 100
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問 11 あなたには,今なやんでいることや心配なこと,こまっていること,誰かに相談した

いと思っていることがありますか。下の中からあてはまるものがあれば全部に○

をしてください。 

「特にない」の割合が 56.6％と最も高く，次

いで「勉強のこと」の割合が 27.8％，「学校での

生活のこと」，「友だちのこと」の割合が 12.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「特にない」の割合が高くなっており，次いで「勉強のこと」の割合

が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

学
校
で
の
生
活
の
こ
と

友
だ
ち
の
こ
と 

家
族
の
こ
と 

勉
強
の
こ
と 

家
で
の
生
活
の
こ
と 

塾
や
習
い
ご
と
の
こ
と

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
309 37 37 14 86 11 16 175 14 16

100.0 12.0 12.0 4.5 27.8 3.6 5.2 56.6 4.5 5.2

100 万円未満 
3 1 1 2 2 1 1 - 1 -

100.0 33.3 33.3 66.7 66.7 33.3 33.3 - 33.3 -

100 万円～ 
200 万円未満 

10 3 1 1 3 - 2 5 1 -

100.0 30.0 10.0 10.0 30.0 - 20.0 50.0 10.0 -

200 万円～ 
300 万円未満 

9 1 1 - 1 1 1 6 - 2

100.0 11.1 11.1 - 11.1 11.1 11.1 66.7 - 22.2

300 万円～ 
500 万円未満 

26 5 5 1 10 1 2 9 1 2

100.0 19.2 19.2 3.8 38.5 3.8 7.7 34.6 3.8 7.7

500 万円～ 
700 万円未満 

54 6 4 1 15 1 2 34 1 3

100.0 11.1 7.4 1.9 27.8 1.9 3.7 63.0 1.9 5.6

700 万円～ 
1,000 万円未満 

78 8 7 4 17 3 1 49 5 4

100.0 10.3 9.0 5.1 21.8 3.8 1.3 62.8 6.4 5.1

1,000 万円～ 
2,000 万円未満 

63 7 10 3 21 3 3 32 3 2

100.0 11.1 15.9 4.8 33.3 4.8 4.8 50.8 4.8 3.2

2,000 万円以上 
12 - 1 1 1 1 1 10 - -

100.0 - 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 83.3 - -

  

回答者数 = 309 ％

学校での生活のこと

友だちのこと

家族のこと

勉強のこと

家での生活のこと

塾や習いごとのこと

特にない

その他

無回答

12.0

12.0

4.5

27.8

3.6

5.2

56.6

4.5

5.2

0 20 40 60 80 100
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問 12 心配ごとやなやみがあるとき,話したり,相談したりできる人がいますか。下の中

からあてはまるものがあれば全部に○をしてください。 

「家族の大人」の割合が 63.4％と最も高く，次

いで「学校の友だち」の割合が 62.5％，「学校の

先生」の割合が 22.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯の収入別】 

世帯の収入別でみると，「家族の大人」の割合が高くなっており，次いで「学校の友だち」の

割合が高くなっています。 

（単位）上段：件，下段：％ 

区分 

有
効
回
答
数 

家
族
の
大
人 

学
校
の
先
生 

学
校
の
友
だ
ち 

学
校
以
外
の
友
だ
ち

兄
弟
・
姉
妹 

家
族
・
学
校
の
先
生

以
外
の
大
人 

特
に
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
309 196 68 193 36 45 14 37 9 5

100.0 63.4 22.0 62.5 11.7 14.6 4.5 12.0 2.9 1.6

100 万円未満 
3 2 1 2 - 1 1 1 1 -

100.0 66.7 33.3 66.7 - 33.3 33.3 33.3 33.3 -

100 万円～ 
200 万円未満 

10 8 2 6 - 2 - 1 - -

100.0 80.0 20.0 60.0 - 20.0 - 10.0 - -

200 万円～ 
300 万円未満 

9 4 2 6 1 2 1 - 1 -

100.0 44.4 22.2 66.7 11.1 22.2 11.1 - 11.1 -

300 万円～ 
500 万円未満 

26 22 4 17 1 7 2 3 - -

100.0 84.6 15.4 65.4 3.8 26.9 7.7 11.5 - -

500 万円～ 
700 万円未満 

54 27 10 25 4 3 1 9 2 2

100.0 50.0 18.5 46.3 7.4 5.6 1.9 16.7 3.7 3.7

700 万円～ 
1,000 万円未満 

78 50 17 56 12 11 3 7 2 -

100.0 64.1 21.8 71.8 15.4 14.1 3.8 9.0 2.6 -

1,000 万円～ 
2,000 万円未満 

63 38 13 40 11 11 2 7 2 -

100.0 60.3 20.6 63.5 17.5 17.5 3.2 11.1 3.2 -

2,000 万円以上 
12 6 3 8 1 3 1 4 - -

100.0 50.0 25.0 66.7 8.3 25.0 8.3 33.3 - -

 

  

回答者数 = 309 ％

家族の大人

学校の先生

学校の友だち

学校以外の友だち

兄弟・姉妹

家族・学校の先生以外の大人

特にいない

その他

無回答

63.4

22.0

62.5

11.7

14.6

4.5

12.0

2.9

1.6

0 20 40 60 80 100
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Ⅱ－６ 芦屋市の子育て支援施策に関する意見・要望 

最後に,子育て支援についていただいた多くの意見や要望等を，第１期計画の基本目標ごとに

分類してまとめました。 

（件数） 

意見・要望項目 
就学前 
児童 

小学生 中学生 

基本目標１ 家庭における子育てへの支援 

（１）多様な子育て支援サービス環境の整備 145 25 19 

（２）ひとり親家庭の自立支援 2 2 0 

（３）子育て家庭への経済的支援 100 31 14 

（４）親と子どもの健康の確保 11 13 3 

（５）子育ての悩みや不安への支援 20 3 4 

（６）要保護児童への支援 0 1 0 

基本目標２ 子どもの健やかな発達を保障する教育・保育の提供

（７）就学前教育・保育の体制確保 184 36 16 

（８）小学校への円滑な接続 0 0 0 

基本目標３ すべての子どもの育ちを支える環境の整備 

（９）地域における子どもの居場所づくりの推進 68 46 14 

（10）安全・安心なまちづくりの推進 28 33 17 

（11）配慮が必要な子どもとその保護者への支援 7 5 2 

基本目標４ 仕事と子育ての両立の推進 

（12）仕事と子育ての両立を図るための環境の整備 21 5 4 

（13）産休・育休からの復帰が円滑にできる環境の整備 3 0 0 

５．その他 

（14）その他 33 16 18 

合計 622 216 111 
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意見・要望項目 主な意見内容 

基本目標１ 家庭における子育てへの支援 

多様な子育て支援サービス環

境の整備 

・生まれてすぐのとき，わからないことが多く，電話で保健師さ

んに相談できたのが良かった。 

・子育て支援事業は，曜日や時間が指定されていて利用しにくい

ことがある。土日でも利用できるようにしてほしい。 

・土日などの休日もイベントをしてもらえたら，少しでも地域の

中に入っていきやすくなると思う。 

・大人も子どもも喜ぶようなイベントがあれば良いと思う。 

・３歳以上の就学前の子どもが地域で友達を作る機会が少ない。

・むくむくやカンガルークラブは他の子どもと触れ合うことがで

き，育児相談もできて良いと思う。 

・一時預かり事業にリフレッシュ目的での利用を含めるなど，条

件を緩和してほしい。 

・親が病気になった時に，子どもを預けられるようなサービスが

あれば良いと思う。 

子育て家庭への経済的支援 

・子どもの医療費負担が大きい。 

・保育料を軽減してほしい。 

・子育てに関する経済的支援を所得制限なく充実させてほしい。

基本目標２ 子どもの健やかな発達を保障する教育・保育の提供  

就学前教育・保育の体制確保 

・保育所や認定こども園等を増やして待機児童の解消に努めてほ

しい。 

・幼稚園における預かり保育（一時預かり事業）の受け入れ時間

を延長してほしい。 

・公立幼稚園の３年保育を実施してほしい。 

・保育所，小学校の給食がとても美味しく，メニューも豊富で良

いと思う。 

・幼稚園でも給食を実施してほしい。 

・休日保育を実施してほしい。 
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意見・要望項目 主な意見内容 

基本目標３ すべての子どもの育ちを支える環境の整備 

地域における子どもの居場所

づくりの推進 

・キッズスクエアは，放課後安心して友だちと遊べることと，地

域のボランティアの方との関わり合いがあることが良いと思

う。 

・雨でも遊べるような室内の遊び場を作ってほしい。 

・子ども連れで気軽に遊びに行ける場が近くにあれば良いと思う。

・ボール遊びなどができる場所を増やしてほしい。 

・小学生の放課後の居場所を提供してほしい。 

・遊び場や図書館等の公共施設を北部にも整備してほしい。 

安全・安心なまちづくりの推進 

・防犯のために，夜の住宅街も明るく照らしてほしい。 

・ベビーカーでも出かけやすい街づくりに積極的に取り組んでほ

しい。 

・学校までが遠く，安全・安心に通学できるようにしてほしい。

・大規模な災害を想定して，幼稚園や保育所などの対応を具体的

に提示してほしい。 

基本目標４ 仕事と子育ての両立の推進 

仕事と子育ての両立を図るた

めの環境の整備 

・共働き家庭が利用できる事業を増やしてほしい。 

・病児・病後児保育事業を充実してほしい。 

・親が安心して預けられる保育施設を増やしてほしい。 

・学童保育の定員を増やし，待機児童の解消に努めてほしい。 

・保育所や学童保育の民営化に不安がある。 

 

少数意見でしたが，以下のような意見がありました。 

 

配慮が必要な子どもへの支援   

・障がいの相談窓口を 1つにまとめてほしい。 

・障がいをもつ子どもも他の子どもと同じ教育やサービスを受けられるようにしてほしい。 
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Ⅲ 調査結果のまとめ  

 

（１）保護者の就労状況について 

母親の現在の就労状況（就学前：問 11）については，「フルタイム」の割合が 28.5％，「パー

ト・アルバイト等」の割合が 20.8％，「未就労」の割合が 37.5％となっています。 

平成 25 年度調査（以下，前回調査という。）結果と比較すると，「フルタイム」の割合が 8.1

ポイント，「パート・アルバイト等」の割合が 6.4 ポイント増加し，「未就労」の割合が 9.6 ポイ

ント減少しています。 

父親の現在の就労状況の傾向については，前回と大きな変化は見られません。 

  

（２）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

① 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

幼稚園や保育所（園）などの「定期的な教育・保育事業」の利用状況（就学前：問 14）につい

ては，「利用している」の割合が 71.3％，「利用していない」の割合が 28.7％となっています。

利用事業は，「認可保育所」の割合が 37.5％と最も高く，次いで「幼稚園」の割合が 32.0％とな

っています。 

前回調査結果と比較すると，「定期的な教育・保育事業」を利用している割合が 7.6 ポイント

増加しており，利用事業は，「幼稚園」の割合が 14.7 ポイント減少し，「認可保育所」の割合が

3.6 ポイント増加しています。 

 

② 平日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

お子さんの平日の教育・保育事業として，定期的に利用したいと考える事業（就学前：問 15）

については，「幼稚園」の割合が 54.0％と最も高く，次いで「認可保育所」の割合が 44.5％とな

っています。また，子どもの年齢別でみると，０～３歳では「幼稚園」と「認可保育所」がそれ

ぞれ約５割となっており，４歳，５歳では，「幼稚園」が６割から７割，「認可保育所」が約３割

となっています。 

前回調査結果と比較すると，「幼稚園」の割合が最も高いことは変わりありませんが，その割

合が 10.5 ポイント減少し，「認可保育所」の割合が 5.9 ポイント増加しています。さらに，「認

定こども園」の割合が，「認定こども園（幼稚園部）」と「認定こども園（保育所部）」を合わせ

ると 46.5％であり，27.6 ポイント増加しています。 

 

（３）子どもの病気の際の対応について 

この１年間に，お子さんが病気やけがで通常の事業が利用できなかったことはあるか（就学

前：問 18）については，「あった」の割合が 76.9％，「なかった」の割合が 18.9％となっていま

す。お子さんが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（就学前：問 18－１）については，「母親が休んだ」の割合が 73.3％と

最も高くなっています。子どもの年齢別でみると，年齢が低くなるにつれて「母親が休んだ」の

割合が高くなる傾向がみられ，１歳で最も高くなっています。 
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前回調査結果と比較しても，対処方法について，「母親が休んだ」と「父親が休んだ」の割合

が共に増加しているものの，母親が休む割合が高い傾向に大きな変化は見られません。 

 

（４）不定期の教育・保育事業や一時預かりなどの利用について 

不定期に利用している事業はあるか（就学前：問 19）については，「現在利用していない，今

後も利用意向はない」の割合が 43.9％と最も高く，次いで「幼稚園の預かり保育」の割合が 16.4％

となっています。この１年間に，保護者の用事により，お子さんを泊りがけで家族以外にみても

らわなければならないことはあったか（就学前：問 21）については，「あった」の割合が 20.6％

となっています。 

前回調査結果と比較すると，不定期に利用している事業としては「一時預かり」の割合が 4.6

ポイント増加しているものの，泊りがけの際の対処方法としては，「親族・知人にみてもらった」

の割合が高く，公的な保育サービスを利用せず，親族や知人に預けることで対応している傾向に

変化は見られません。 

 

（５）地域の子育て支援事業の利用状況について 

現在，つどいのひろばを利用しているか（就学前：問 22）については，「利用している」の割

合が 20.7％，「利用していない」の割合が 77.9％となっており，子どもの年齢別でみると，年齢

が高くなるにつれて「利用していない」の割合が高くなる傾向がみられます。今は利用していな

いが，できれば今後利用したい，または，利用日数を増やしたいと思うか（就学前：問 23）につ

いては，「新たに利用したり，利用日数を増やしたいとは思わない」の割合が 64.2％と最も高く

なっています。 

前回調査結果と比較すると，「利用している」の割合が 8.1 ポイント増加しており，「新たに利

用したり，利用日数を増やしたいとは思わない」の割合が 2.8 ポイント増加していることから，

つどいのひろば事業の利用者のニーズは満たされていることがうかがわれます。 

 

（６）放課後の過ごし方について 

① 小学校低学年（１～３年生）になったときの放課後の過ごし方 

放課後どのような場所で過ごさせたいと思うか（就学前：問 25，小学生：問 19）については，

就学前調査（５歳児対象）では，「習い事」の割合が 68.0％と最も高く，次いで「自宅」の割合

が 65.7％，「放課後子ども教室（キッズスクエア等）」の割合が 45.6％となっています。また，

小学生調査では，「自宅」の割合が 65.3％と最も高く，次いで「習い事」の割合が 64.3％，「放

課後子ども教室（キッズスクエア等）」の割合が 33.8％となっています。 

前回調査結果と比較すると，「放課後子ども教室（キッズスクエア等）」の割合が，就学前で 19.9

ポイント，小学生で 13.7 ポイント増加しており，ニーズが高まっています。 

 

② 小学校高学年（４～６年生）になったときの放課後の過ごし方 

放課後どのような場所で過ごさせたいと思うか（就学前：問 26，小学生：問 20）については，

就学前調査（５歳児対象）では，「習い事」の割合が 81.7％と最も高く，次いで「自宅」の割合

が 79.9％，「放課後子ども教室（キッズスクエア等）」の割合が 29.6％となっています。 
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また，小学生調査では，「習い事」の割合が 75.3％と最も高く，次いで「自宅」の割合が 70.0％，

「放課後子ども教室（キッズスクエア等）」の割合が 23.6％となっています。 

前回調査結果と比較しても，就学前及び小学生の両方において，放課後過ごさせたい場所の回

答傾向に大きな変化は見られません。 

 

③ 中学生の放課後の過ごし方 

  放課後どのような場所で過ごさせたいと思うか（中学生：問 15）については，「学校（部活動

等）」の割合が 67.4％と最も高く，次いで「自宅」の割合が 66.8％，「習い事」の割合が 61.6％

となっています。 

 

（７）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 

お子さんが生まれた時，育児休業を取得したか（就学前：問 29）については，母親で「取得し

た（取得中である）」の割合が 39.6％となっており，取得していない理由については，「子育てや

家事に専念するため退職した」の割合が 40.5％と最も高くなっています。 

一方で，父親は，「取得していない」の割合が 86.5％と最も高くなっており，取得していない

理由については，「仕事が忙しかった」「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」「配偶者

（パートナー）が育児休業制度を利用した」等の多様な理由で取得できていないことからも，企

業も含めた仕事と子育ての両立支援の環境が必要であることがわかります。 

前回調査結果と比較すると，母親の育児休業について，「働いていなかった」の割合が 15.6 ポ

イント減少する一方で，「取得した（取得中である）」の割合が 13.8 ポイント増加していること

から，就労する母親が増加していることがうかがわれます。 

 

（８）芦屋市の今後の子育て施策について 

① 子育ての楽しさ 

ご自身にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思うか（就学前：問 30，小学生：問 24，

中学生：問 18）（１：つらいと感じる，５：楽しいと感じる）については，「4」と「5」を合わせ

た“楽しいと感じる”の割合が，就学前調査で 71.0％，小学生調査で 64.8％，中学生調査で 62.2％

となっており，調査対象の子どもの年齢が低いほど，楽しいと感じる割合が高くなっています。 

 

② 子育てに関することで日常悩んでいること，あるいは気になること 

子育てに関して日常悩んでいること，あるいは気になること（就学前：問 31，小学生：問 25，

中学生：問 19）について，子どもに関することでは，就学前調査で「子どものしつけに関するこ

と」の割合が 52.0％と最も高く，次いで「子どもの教育・保育に関すること」の割合が 45.3％，

「食事や栄養に関すること」の割合が 35.3％となっています。また，小学生調査及び中学生調査

では，「子どもの教育・保育に関すること」の割合が最も高く，次いで「子どもの友だちづきあ

いに関すること」，「子どものしつけに関すること」の割合が高くなっています。 

次に，自身に関することでは，就学前調査で「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十

分取れないこと」の割合が 41.0％と最も高く，次いで「子育てによる身体の疲れが大きいこと」

の割合が 31.7％，「子育てのストレスなどから子どもにきつくあたってしまうこと」の割合が
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23.9％となっています。 

また，小学生調査では「特にない」の割合が 31.3％と最も高く，次いで「仕事や自分のやりた

いことなど自分の時間が十分取れないこと」の割合が 25.0％，「子育てのストレスなどから子ど

もにきつくあたってしまうこと」の割合が 22.1％となっています。 

前回調査結果と比較しても，回答傾向に大きな変化は見られません。 

中学生調査では，「特にない」の割合が 36.6％と最も高く，次いで「子育てに関して配偶者（パ

ートナー）の協力が少ないこと」の割合が 20.7％，「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間

が十分取れないこと」の割合が 14.6％となっています。 

 

③ 芦屋市における子育ての環境や支援への満足度 

芦屋市における子育ての環境や支援への満足度（就学前：問 32，小学生：問 26，中学生：問

20）（１：満足度が低い，５：満足度が高い）については，就学前調査では，「3」の割合が 38.7％

と最も高く，次いで「2」の割合が 22.0％，「4」の割合が 19.6％となっており，小学生調査，中

学生調査においても，ほぼ同様の傾向となっています。 

前回調査結果と比較しても，回答傾向に大きな変化は見られません。 

 

④ 芦屋市の子育て支援施策に期待すること・重要なこと 

芦屋市の子育て支援施策に期待すること・重要なこと（就学前：問 34，小学生：問 28，中学

生：問 22）については，就学前調査では，「地域における子どもの居場所の充実」の割合が 36.2％

と最も高く，次いで「 教育・保育サービスの費用負担や学費など経済的支援の充実」の割合が

33.3％，「子どもが主体的に行動できるよう学校教育・保育環境の充実」の割合が 32.9％となっ

ており，小学生調査，中学生調査においても，ほぼ同様の傾向となっています。また，世帯の収

入別でみても，収入額による特徴や傾向は見られず，前回調査結果と比較しても，回答傾向に大

きな変化は見られません。 

 

（９）子ども本人の回答について 

 本調査では，計画策定に関する調査と併せて，家庭の経済状況にかかわらず子育て施策を広く

展開していけるよう，保護者への調査において世帯の収入額を問い，小学生高学年本人と中学生

本人への調査において，基本的な生活習慣（食事，起床・就寝時間等），他者との関わり，自己

肯定感等について問いました。 

  

① 食事の摂取の状況 

朝ごはんを食べているか（小学生：問３，中学生：問３）については，「毎日食べている」の

割合が，小学生で 90.4％，中学生で 86.4％となっています。また，「まったく食べていない」の

割合が，小学生で 0.7％，中学生で 1.0％となっており，「あまり食べていない」と合わせても，

小学生，中学生ともに朝食を食べていないのは 5％未満となっています。 

夕ごはんを子どもだけで食べることがあるか（小学生：問６，中学生：問６）については，「ま

ったくない」の割合が，小学生で 56.7％，中学生 34.3％となっています。また，「よくある」の

割合が，小学生で 5.7％，中学生で 10.4％となっており，「ときどきある」と合わせると，小学

生で２割未満，中学生で３割以上が夕ごはんを子どもだけで食べていることがうかがわれます。 
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② 自分にはよいところがある 

自分にはよいところがあると思うか（小学生：問 10(1)，中学生：問 10(1)）については，「そ

う思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた“思う”の割合が，小学生で 88.3％，中学

生で 82.8％となっているものの，小学生，中学生ともに「どちらかといえばそう思わない」と「そ

う思わない」を合わせた“思わない”の割合が１割以上となっています。 

 

③ 自分には将来の夢や目標がある 

 自分には将来の夢や目標があるか（小学生：問 10(2)，中学生：問 10(2)）については，「そう

思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた“思う”の割合が，小学生で 89.3％，中学生

で 67.0％となっており，「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせた“思わ

ない”の割合が，小学生でおよそ１割，中学生で３割以上となっています。小学生に比べ，中学

生で“思わない”の傾向が強くなっています。 

 

④ 頑張れば，いいことがある 

 頑張ればいいことがあると思うか（小学生：問 10(3)，中学生：問 10(3)）については，「そう

思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた“思う”の割合が，小学生で 91.1％，中学生

で 89.0％となっており，「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせた“思わ

ない”の割合が，小学生で１割未満，中学生で１割以上となっています。「自分には将来の夢や目

標がある」と比べ，小学生と中学生で“思わない”の割合に差は見られません。 

 

⑤ 相談できる人がいるか 

心配ごとやなやみがあるとき，話したり，相談したりできる人がいるか（小学生：問 12，中

学生：問 12）については，小学生では，「家族のおとな」の割合が 73.0％と最も高く，次いで「学

校の友だち」の割合が 53.9％，「学校の先生」の割合が 25.2％となっています。 

中学生では，「家族の大人」の割合が 63.4％と最も高く，次いで「学校の友だち」の割合が 62.5％，

「学校の先生」の割合が 22.0％となっています。 

小学生に比べ，中学生の回答で，「学校の友だち」の割合が高くなっていることから，年齢を

重ねるにつれて友だち付き合いが深まっていることがうかがわれます。 

 

 今回把握できた子育て世帯の経済状況や子どもの生活習慣の実態は一部ではありますが，本調

査においては，世帯の収入額による特徴や傾向は見られませんでした。 
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