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１ 調査の概要 
 

（１）調査目的 
「福山市子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり，子育て家庭の実態と子育て

支援ニーズを把握し，計画を検討する基礎資料とするためアンケート調査を実施した。 

 

（２）調査対象 

【就学前児童】 

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

【小学校児童】 

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

【配布数及び回収結果】 

児童 配布数（件） 回収数（件） 回収率（％） 

就学前児童 6,000 3,392 56.5 

小学校児童 3,000 1,714 57.1 

計 9,000 5,106 56.7 

 

（３）調査方法 
郵送による調査票の配布回収及びインターネット調査による回答 

 

（４）調査期間 
2013 年（平成 25 年）10月 18 日～同年 10 月 31 日 

 

（５）留意事項 
 

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

らひとつだけを選ぶ形式）の合計値がちょうど「100.0」にならない場合がある。 

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

ている。この場合，回答は有効標本数全体に対して各々の割合を示すものであり，各選

択肢の回答を合計しても「100.0」とはならない。 

●回答項目名において，（ ）つきで例が併記されている項目は，文章を省略している箇所

がある。 
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２ 就学前児童用調査の結果 
 

問１ お住まいの小学校区（単回答） 

回答者数=3,392 

回答項目 件数 % 回答項目 件数 % 回答項目 件数 % 

東 44 1.3 神村 45 1.3 久松台 60 1.8 

西 57 1.7 本郷 23 0.7 新涯 129 3.8 

南 36 1.1 東村 10 0.3 山手 55 1.6 

霞 31 0.9 今津 46 1.4 日吉台 45 1.3 

川口 83 2.4 松永 81 2.4 川口東 56 1.7 

手城 90 2.7 柳津 15 0.4 駅家西 39 1.1 

深津 64 1.9 金江 11 0.3 大谷台 14 0.4 

樹徳 69 2.0 藤江 16 0.5 明王台 21 0.6 

泉 19 0.6 伊勢丘 56 1.7 内浦 1 0.0 

旭 40 1.2 曙 76 2.2 内海 7 0.2 

光 45 1.3 多治米 54 1.6 常金丸 14 0.4 

引野 59 1.7 旭丘 23 0.7 網引 29 0.9 

蔵王 49 1.4 有磨 11 0.3 新市 37 1.1 

千田 81 2.4 福相 17 0.5 戸手 51 1.5 

御幸 96 2.8 山野 3 0.1 能登原 11 0.3 

津之郷 29 0.9 広瀬 1 0.0 千年 39 1.1 

赤坂 25 0.7 加茂 71 2.1 常石 13 0.4 

瀬戸 61 1.8 宜山 45 1.3 山南 20 0.6 

熊野 16 0.5 駅家 82 2.4 神辺 85 2.5 

水呑 65 1.9 服部 8 0.2 竹尋 20 0.6 

箕島 12 0.4 桜丘 26 0.8 御野 32 0.9 

高島 12 0.4 緑丘 92 2.7 湯田 84 2.5 

鞆 14 0.4 長浜 26 0.8 中条 16 0.5 

走島 1 0.0 駅家東 40 1.2 道上 73 2.2 

大津野 51 1.5 西深津 43 1.3 無回答 175 5.2 

坪生 73 2.2 野々浜 18 0.5 合計合計合計合計    3,3923,3923,3923,392    100.0100.0100.0100.0    

春日 66 1.9 幕山 39 1.1    

 

  



10 

 

問２ 宛名のお子さんの生年月をご記入ください。（数字記入） 

すべての年齢において概ね同程度の割合となっています。 
 

 
 

問３ 宛名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お２人以上のお子さ

んがいらっしゃる場合は，末子の方の生年月をご記入ください。（数字記入） 

■きょうだい数 

「２人」が 44.2％で最も高くなっています。次いで「１人（本人のみ）」が 31.8％，「３人」

が 16.9％となっています。 
 

 

 

  

16.5(558件)

16.1(546件)

17.2(583件)

15.3(519件)

15.4(522件)

16.2(550件)

3.4(114件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

０歳～１歳（2012年４月～2013年10月生）

１歳～２歳（2011年４月～2012年３月生）

２歳～３歳（2010年４月～2011年３月生）

３歳～４歳（2009年４月～2010年３月生）

４歳～５歳（2008年４月～2009年３月生）

５歳～６歳（2007年４月～2008年３月生）

無回答

回答者数=3,392 （%）

31.8(1,078件)

44.2(1,499件)

16.9(573件)

2.3(77件)

0.5(18件)

0.2(7件)

4.1(140件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

１人（本人のみ）

２人

３人

４人

５人

６人以上

無回答

回答者数=3,392 （%）
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■末子の生年月 

「０歳～１歳」が 19.1％，「５歳～６歳」が 13.4％，「４歳～５歳」が 12.3％の順に高く

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。宛名のお子さんからみた関係

でお答えください。（単回答） 

「母親」が 92.6％，「父親」が 5.5％となっています。 
 

 

 

  

19.1(416件)

9.8(213件)

11.5(249件)

11.8(257件)

12.3(267件)

13.4(291件)

22.1(481件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

０歳～１歳（2012年４月～2013年10月生）

１歳～２歳（2011年４月～2012年３月生）

２歳～３歳（2010年４月～2011年３月生）

３歳～４歳（2009年４月～2010年３月生）

４歳～５歳（2008年４月～2009年３月生）

５歳～６歳（2007年４月～2008年３月生）

無回答

回答者数=2,174 （%）

 

母親

92.6%(3,140件)

父親

5.5%(187件)

その他

0.4%(12件)

不明・無回答

1.6%(53件)

回答者数=3,392
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問５ 宛名のお子さんの居住環境（複数回答） 

「父母同居」が 83.8％で最も高くなっています。次いで「30 分以内の行き来できる範囲に

祖父母がいる」が 48.4％，「祖父母と同居」が 16.8％となっています。 
 

 

 

問６ 宛名のお子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。（単回答） 

「主に母親」が 48.5％，「父母ともに」が 47.6％で高くなっています。 
 

 

 

  

83.8(2,841件)

0.4(14件)

6.1(206件)

16.8(571件)

48.4(1,641件)

3.6(121件)

1.5(52件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

父母同居

父同居（ひとり親）

母同居（ひとり親）

祖父母と同居

30分以内の行き来できる

範囲に祖父母がいる

その他

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）

47.6(1,616件)

48.5(1,645件)

0.4(13件)

1.7(56件)

0.6(21件)

1.2(41件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）
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問７ 宛名のお子さんの子育てに日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか。

（複数回答） 

「父母ともに」が 57.4％で最も高くなっています。次いで「保育所」が 43.6％，「母親」

が 32.5％，「祖父母」が 31.3％となっています。 
 

 

 

問７で「５．幼稚園」「６．保育所」「７．認定こども園」「８．その他（施設）」に○をつけ

た方を対象とした設問 

問７-１ 自宅から施設までの送迎（交通）方法及び自宅から施設までのおおよその

距離及び所要時間についてお答えください。 

（１）自宅から施設までの送迎（交通）方法（複数回答） 

「自家用車」が 77.8％で最も高くなっています。次いで「徒歩」が 16.7％，「施設の送迎

バス」が 14.4％となっています。 
 

 
 

  

57.4(1,948件)

32.5(1,102件)

2.8(95件)

31.3(1,061件)

19.2(650件)

43.6(1,479件)

0.4(13件)

4.4(148件)

0.5(17件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）

16.7(371件)

13.9(309件)

77.8(1,734件)

14.4(320件)

0.4(9件)

1.3(28件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

徒歩

自転車

自家用車

施設の送迎バス

その他

不明・無回答

回答者数=2,228 （%）
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（２）自宅から施設までの距離（片道）（単回答） 

「１ｋｍ以上３ｋｍ未満」が 40.2％，「１ｋｍ未満」が 33.8％，「３ｋｍ以上」が 22.3％

の順となっています。 
 

 

（３）自宅から施設までの所要時間（片道）（数字記入） 
 

平均所要時間 

12.0 分 

 

問８ 日頃，宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。（複数回答） 

「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」が 58.0％で最も高くなっ

ています。次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 33.0％，「いずれもいない」

が 10.9％となっています。 
 

 

  

 

１ｋｍ未満

33.8%(753件)

１ｋｍ以上

３ｋｍ未満

40.2%(896件)

３ｋｍ以上

22.3%(497件)

不明・無回答

3.7%(82件)

回答者数=2,228

33.0(1,121件)

58.0(1,967件)

1.2(40件)

6.6(223件)

10.9(369件)

4.0(137件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

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

日常的に友人・知人にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には友人・知人

にみてもらえる

いずれもいない

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）
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問８で「１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」または「２．緊急時もしくは用事の

際には祖父母等の親族にみてもらえる」に○をつけた方を対象とした設問 

問８-１ 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えくださ

い。（複数回答） 

「祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく，安心して子

どもをみてもらえる」が 54.0％で最も高くなっています。次いで「自分たち親の立場として，

負担をかけていることが心苦しい」が 27.7％，「祖父母等の親族の身体的・精神的負担が大

きく心配である」が 22.0％，「祖父母等の親族の時間的制約が大きく心配である」が 21.2％

となっています。 
 

 

 

  

54.0(1,526件)

22.0(621件)

21.2(598件)

27.7(783件)

12.0(339件)

3.3(93件)

0.9(26件)

0.0 20.0 40.0 60.0

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や

時間的制約を心配することなく，

安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的・精神的負担が

大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約が

大きく心配である

自分たち親の立場として，負担をかけている

ことが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境

であるが，少し不安がある

その他

不明・無回答

回答者数=2,827 （%）
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問８で「３．日常的に友人・知人にみてもらえる」または「４．緊急時もしくは用事の際に

は友人・知人にみてもらえる」に○をつけた方を対象とした設問 

問８-２ 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。

（複数回答） 

「友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく，安心して子ども

をみてもらえる」が 41.7％で最も高くなっています。次いで「自分たち親の立場として，負

担をかけていることが心苦しい」が 34.8％，「友人・知人の時間的制約が大きく心配である」

が 26.3％となっています。 
 

 

 

  

41.7(103件)

13.4(33件)

26.3(65件)

34.8(86件)

4.0(10件)

4.0(10件)

4.5(11件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間

的制約を心配することなく，

安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的・精神的負担が

大きく心配である

友人・知人の時間的制約が大きく心配である

自分たち親の立場として，負担をかけている

ことが心苦しい

子どもの教育や発育にとってふさわしい環境

であるが，少し不安がある

その他

不明・無回答

回答者数=247 （%）
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問９ 宛名の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。（単回答） 

「いる／ある」が 87.1％，「いない／ない」が 3.0％となっています。 
 

 

 

問９で「１．いる／ある」に○をつけた方を対象とした設問 

問９-１ 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。

（複数回答） 

「祖父母等の親族」が 84.8％で最も高くなっています。次いで「友人や知人」が 77.1％，

「保育士」が 37.3％となっています。 
 

 

 

 

 

いる／ある

87.1%(2,953件)

いない／ない

3.0%(101件)

不明・無回答

10.0%(338件)

回答者数=3,392

84.8(2,504件)

77.1(2,277件)

16.2(479件)

2.5(74件)

37.3(1,101件)

14.0(414件)

0.4(12件)

15.4(456件)

8.3(246件)

1.0(31件)

2.5(73件)

0.1(4件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

保健師

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て支援施設

自治体の子育て関連担当窓口

その他

不明・無回答

回答者数=2,953 （%）
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問 10 宛名の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。 

問５で「２．父同居（ひとり親）」以外の方を対象とした設問 

（１）母親（単回答） 

「以前は就労していたが，現在は就労していない」が 35.9％で最も高くなっています。次

いで「パート・アルバイト等で就労しており，産休・育休・介護休業中ではない」が 29.6％，

「フルタイムで就労しており，産休・育休・介護休業中ではない」が 21.0％となっています。 
 

 

 

  

21.0(641件)

4.3(132件)

29.6(903件)

1.9(58件)

35.9(1,095件)

3.5(107件)

3.8(117件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

フルタイムで就労しており，産休・育休・

介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが，産休・育休・

介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており，産休・

育休・介護休業中ではない

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

以前は就労していたが，

現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

回答者数=3,053 （%）
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問 10 の（１）で「１．～４．」（就労している）に○をつけた方を対象とした設問 

（１）-１ １週当たりの「就労日数」，１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」

をお答えください。就労日数や就労時間が一定でない場合は，もっとも多いパ

ターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は，休業に入る

前の状況についてお答えください。（数字記入） 

「５日」が 60.9％で最も高くなっています。次いで「６日」が 16.4％，「４日」が 12.6％

となっています。 
 

 

 

１週当たり平均勤務日数 １日当たり平均勤務時間 

4.8 日 6.7 時間 

 

 

問 10 の（１）で「１．～４．」（就労している）に○をつけた方を対象とした設問 

（１）-２ 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は，

もっとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の方

は，休業に入る前の状況についてお答えください。（数字記入） 
 

平均外出時刻 平均帰宅時刻 

8.3 時 16.7 時 

 

 

  

0.6(11件)

2.2(39件)

5.9(103件)

12.6(219件)

60.9(1,056件)

16.4(284件)

0.5(8件)

0.8(14件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

回答者数=1,734 （%）
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問５で「３．母同居（ひとり親）」以外の方を対象とした設問 

（２）父親 【母子家庭の場合は記入は不要】（単回答） 

「フルタイムで就労しており，育休・介護休業中ではない」が 79.7％で最も高くなってい

ます。 
 

 

問 10 の（２）で「１．～４．」（就労している）に○をつけた方を対象とした設問 

（２）-１ １週当たりの「就労日数」，１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」

をお答えください。就労日数や就労時間が，一定でない場合は，もっとも多い

パターンについてお答えください。育休・介護休業中の方は，休業に入る前の

状況についてお答えください。（数字記入） 

「５日」が 49.2％，「６日」が 44.9％と高くなっています。 
 

 

 

79.7(2,382件)

0.2(5件)

0.6(19件)

0.0(0件)

1.0(31件)

0.1(2件)

18.4(549件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

フルタイムで就労しており，育休・介護

休業中ではない

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・アルバイト等で就労しており，育休・

介護休業中ではない

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

以前は就労していたが，

現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

回答者数=2,988 （%）

0.0(0件)

0.0(0件)

0.5(12件)

0.9(22件)

49.2(1,184件)

44.9(1,080件)

2.2(54件)

2.2(54件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

回答者数=2,406 （%）
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１週当たり平均勤務日数 １日当たり平均勤務時間 

5.5 日 9.9 時間 

 

問 10 の（２）で「１．～４．」（就労している）に○をつけた方を対象とした設問 

（２）-２ 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は，

もっとも多いパターンについてお答えください。育休・介護休業中の方は，休

業に入る前の状況についてお答えください。（数字記入） 
 

平均外出時刻 平均帰宅時刻 

7.5 時 18.7 時 

 

 

問 10 の（１）または（２）で「３．」または「４．」（パート・アルバイト等で就労している）

に○をつけた方を対象とした設問 

問 11 フルタイムへの転換希望はありますか。 

（１）母親（単回答） 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 51.2％で最も高くなっています。

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」が 20.0％となってい

ます。 
 

 

 

  

6.7(64件)

20.0(192件)

51.2(492件)

4.0(38件)

18.2(175件)

0.0 20.0 40.0 60.0

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

不明・無回答

回答者数=961 （%）
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（２）父親（単回答） 

「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 47.4％で最も高くなって

います。次いで「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 26.3％となっていま

す。 
 

 

 

問 10 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○をつけた方を対象とした設問 

問 12 就労したいという希望はありますか。 

（１）母親（単回答） 

「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 41.3％，「すぐに

でも，もしくは１年以内に就労したい」が 26.1％，「就労の予定はない」が 19.8％となって

います。 
 

 

子どもの希望平均年齢 

4.6 歳 

 

47.4(9件)

10.5(2件)

26.3(5件)

0.0(0件)

15.8(3件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

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

不明・無回答

回答者数=19 （%）

就労の予定はない

19.8%(238件)

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

41.3%(497件)

すぐにでも，もしく

は１年以内に就労

したい

26.1%(314件)

無回答

12.7%(153件)

回答者数=1,202
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■希望する就労形態（単回答） 

「パートタイム，アルバイト等」が 81.2％，「フルタイム」が 12.4％となっています。 
 

 

 

■１週当たり勤務日数 １日当たり勤務時間 

「５日」が 40.4％で最も高くなっています。次いで「４日」が 29.3％，「３日」が 14.3％

となっています。 
 

 

 

１週当たり平均勤務日数 １日当たり平均勤務時間 

4.3 日 5.0 時間 

 

  

 

フルタイム

12.4%(39件)

パートタイム，

アルバイト等

81.2%(255件)

無回答

6.4%(20件)

回答者数=314

0.0(0件)

1.6(5件)

14.3(45件)

29.3(92件)

40.4(127件)

1.0(3件)

0.0(0件)

13.4(42件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

回答者数=314 （%）
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（２）父親（単回答） 

「すぐにでも，もしくは１年以内に就労したい」が 57.6％，「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」，「就労の予定はない」が 6.1％となっています。 
 

 

子どもの希望平均年齢 

6.5 歳 

 

■希望する就労形態（単回答） 

「フルタイム」が 94.7％，「パートタイム，アルバイト等」が 5.3％となっています。 
 

 

 

  

 就労の予定はない

6.1%(2件)
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

6.1%(2件)

すぐにでも，もしく

は１年以内に就労

したい

57.6%(19件)

無回答

30.3%(10件)

回答者数=33

 

フルタイム

94.7%(18件)

パートタイム，

アルバイト等

5.3%(1件)

無回答

0.0%(0件)

回答者数=19
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■１週当たり勤務日数 １日当たり勤務時間 

「５日」が 21.1％，「４日」が 5.3％となっています。 
 

 

 

１週当たり平均勤務日数 １日当たり平均勤務時間 

4.8 日 8.0 時間 

 

問 13 宛名のお子さんは現在，幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」

を利用されていますか。（単回答） 

「利用している」が 68.2％，「利用していない」が 30.2％となっています。 
 

 

  

0.0(0件)

0.0(0件)

0.0(0件)

5.3(1件)

21.1(4件)

0.0(0件)

0.0(0件)

73.7(14件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

回答者数=19 （%）

 

利用している

68.2%(2,314件)

利用していない

30.2%(1,026件)

不明・無回答

1.5%(52件)

回答者数=3,392



 

＜問 13 と母親の就労状況（

産休・育休・介護休業中ではない人の「利用している」割合が高くなっています。

 

問 13-１～問 13-４は，問 13 で「１．利用している」に○をつけた方

問 13-１ 宛名のお子さんは

年間を通じて「定期的

「保育所」が 65.5％で最も高くなっています。次いで「

かり保育」が 6.5％となっています。
 

 

  

0.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育所

認定こども園

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

不明・無回答

回答者数=2,314

母
親
の
就
労
状
況 
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（問 10）とのクロス集計＞ 

産休・育休・介護休業中ではない人の「利用している」割合が高くなっています。

 

で「１．利用している」に○をつけた方を対象とした設問

さんは，平日どのような教育・保育の事業を利用

定期的に」利用している事業をお答えください

％で最も高くなっています。次いで「幼稚園」が 29.1

％となっています。 

 

29.1(673件)

6.5(150件)

0.8(19件)

1.6(36件)

1.0(22件)

0.3(8件)

3.1(72件)

0.1(3件)

0.0 20.0 40.0 60.0

産休・育休・介護休業中ではない人の「利用している」割合が高くなっています。 

を対象とした設問 

利用していますか。

えください。（複数回答） 

29.1％，「幼稚園の預

 

65.5(1,515件)

80.0

（%）



 

＜問 13-1 と母親の就労状況

母親の就労状況からみると，

稚園」の割合が高くなっています。

  

母
親
の
就
労
状
況 

母
親
の
就
労
状
況 
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就労状況（問 10）とのクロス集計＞ 

，就労している人では「保育所」が，就労していない人では「幼

稚園」の割合が高くなっています。 

 

就労していない人では「幼

 



28 

 

問 13-２ 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について，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（数字記入） 

「５日」が 56.5％，「６日」が 37.8％と高くなっています。 
 

 

 

１週当たり平均利用日数 １日当たり平均利用時間 平均利用時刻 

5.3 日 7.7 時間 8.5 時～16.1 時 

 

（２）希望（数字記入） 

「５日」が 39.0％，「６日」が 32.1％と高くなっています。 
 

 

 

１週当たり平均利用日数 １日当たり平均利用時間 平均利用時刻 

5.4 日 8.3 時間 8.4 時～16.6 時 

 

1.2(28件)

1.1(25件)

0.9(21件)

0.9(20件)

56.5(1,308件)

37.8(874件)

0.2(4件)

1.5(34件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

回答者数=2,314 （%）

0.5(11件)

0.3(8件)

0.9(21件)

0.7(17件)

39.0(902件)

32.1(743件)

1.0(23件)

25.5(589件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

回答者数=2,314 （%）
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問 13-３ 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。（単

回答） 

「福山市内」が 97.4％，「他の市町村」が 1.4％となっています。 
 

 

 

問 13-４ 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由についてうかがい

ます。（複数回答） 

「子育てをしている方が現在就労している」が 68.2％，「子どもの教育や発達のため」が

68.1％と高くなっています。 
 

 

 

福山市内

97.4%(2,253件)

他の市町村

1.4%(33件)

不明・無回答

1.2%(28件)

回答者数=2,314

68.1(1,575件)

68.2(1,577件)

4.4(102件)

1.2(27件)

1.4(32件)

0.5(12件)

4.8(112件)

1.7(40件)

1.2(28件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方が就労予定がある

／求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを

介護している

子育てをしている方が病気や障がいが

ある

子育てをしている方が学生である

子育てをしている方が出産後間もない／

妊娠中である

その他

不明・無回答

回答者数=2,314 （%）
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問 13 で「２．利用していない」に○をつけた方を対象とした設問 

問 13-５ 利用していない理由は何ですか。（複数回答） 

「子どもがまだ小さいため（□□歳くらいになったら利用しようと考えている）」が56.7％，

「子育ては家庭でできているなどの理由で，利用する必要がない」が 48.2％と高くなってい

ます。 
 

 

 

子どもの希望平均年齢 

2.9 歳 

 

  

48.2(495件)

13.4(137件)

0.4(4件)

6.8(70件)

15.4(158件)

1.1(11件)

1.5(15件)

56.7(582件)

10.5(108件)

0.9(9件)

0.0 20.0 40.0 60.0

子育ては家庭でできているなどの理由で，

利用する必要がない

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，教育・保育の事業に空きが

ない

利用したいが，経済的な理由で事業を利用

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

子どもがまだ小さいため（□□歳くらいに

なったら利用しようと考えている）

その他

不明・無回答

回答者数=1,026 （%）
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問 14 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，宛名のお子さんの平日の教育・保育の事業として，「定期的に」利用し

たいと考える事業をお答えください。（複数回答） 

「保育所」が 61.9％で最も高くなっています。次いで「幼稚園」が 47.2％，「幼稚園の預

かり保育」が 22.1％となっています。 
 

 

 

  

47.2(1,602件)

22.1(749件)

61.9(2,101件)

12.1(409件)

4.7(161件)

2.8(95件)

5.6(190件)

1.8(60件)

0.8(27件)

2.5(85件)

8.1(276件)

1.5(50件)

3.9(131件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）



 

＜問 14 と母親の就労状況（

母親の就労状況からみると，

は「幼稚園」の割合が高くなっていますが

限らず「幼稚園」，「幼稚園の預かり保育」の割合が若干高くなっています。

 

  

母
親
の
就
労
状
況 

母
親
の
就
労
状
況 
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（問 10）とのクロス集計＞ 

，就労している人では「保育所」が高く，就労していない人で

は「幼稚園」の割合が高くなっていますが，問 13-1 のクロス集計と比べて

「幼稚園の預かり保育」の割合が若干高くなっています。

 

就労していない人で

と比べて，就労の有無等に

「幼稚園の預かり保育」の割合が若干高くなっています。 
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問 14-１ 教育・保育事業を利用したい場所についてうかがいます。（単回答） 

「福山市内」が 94.7％，「他の市町村」が 1.3％となっています。 
 

 

 

問 15 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・

保育の事業を選ぶ際に，重視する点はどのようなことですか。（複数回答） 

「自宅の近く」が 82.2％で最も高くなっています。次いで「スタッフの対応や園の印象が

よい」が 69.5％，「教育方針」が 50.1％となっています。 
 

 

 

福山市内

94.7%(3,212件)

他の市町村

1.3%(45件)

不明・無回答

4.0%(135件)

回答者数=3,392

82.2(2,789件)

43.0(1,458件)

23.1(785件)

0.3(11件)

28.8(978件)

30.4(1,030件)

11.4(388件)

47.3(1,606件)

16.1(545件)

41.4(1,403件)

69.5(2,356件)

25.3(857件)

29.6(1,003件)

50.1(1,700件)

3.0(103件)

2.7(90件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自宅の近く

子どもが将来通う小学校のある居住地区内にある

職場の近く

駅の近く

兄弟姉妹が通っている

夜間や休日，延長保育に対応している

乳児保育を実施している

施設・設備が清潔で整っている

送迎サービスを行っている

地域の評判がよい

スタッフの対応や園の印象がよい

行事が充実している

さまざまな教育プログラムを提供している

教育方針

その他

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）
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問 16 宛名のお子さんは，現在，地域子育て支援拠点事業を利用していますか。（複

数回答） 

「利用していない」が 71.7％で最も高くなっています。「利用している」では，「地域子育

て支援拠点事業」が 18.4％となっています。 
 

 

■現在の利用頻度 
 

区分 １週当たり平均利用回数 １ヶ月当たり平均利用回数 

地域子育て支援事業 3.0 回 2.3 回 

その他の類似事業 1.2 回 2.0 回 

 

問 17 問 16 のような地域子育て支援拠点事業について，今は利用していないが，で

きれば今後利用したい，あるいは，利用日数を増やしたいと思いますか。（単

回答） 

「新たに利用したり，利用日数を増やしたいとは思わない」が 55.0％，「利用していない

が，今後利用したい」が 23.3％，「すでに利用しているが，今後利用日数を増やしたい」が

10.5％となっています。 
 

  

 

18.4(624件)

3.7(125件)

71.7(2,433件)

4.3(145件)

5.2(176件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

地域子育て支援拠点事業

その他当該自治体で実施している類似の事業

利用していない

知らなかった

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）

利
用
し
て
い
る

利用していないが，

今後利用したい

23.3%(792件)

すでに利用している

が，今後利用日数

を増やしたい

10.5%(356件)
新たに利用したり，

利用日数を増やし

たいとは思わない

55.0%(1,867件)

不明・無回答

11.1%(377件)

回答者数=3,392
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■希望する利用頻度 
 

区分 １週当たり平均利用回数 １ヶ月当たり平均利用回数 

今後利用したい 1.4 回 2.0 回 

今後利用日数を増やしたい さらに 1.7 回 さらに 3.2 回 

 

問 18 下記の事業で知っているものや，これまでに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 知っているか（単回答） 

「はい」の割合が高い事業をみると，「延長保育」が 87.0％，「一時預かり保育」が 86.7％，

「幼稚園・保育所の子育て支援事業」が 77.5％の順に高くなっています。 

「いいえ」の割合が高い事業をみると，「ショートステイ・トワイライトステイ」が 81.3％，

「夢みるパパとママの会」が 71.1％，「おもちゃ図書館」が 63.8％，「放課後子ども教室」が

54.2％の順に高くなっています。 
 

 

  

20.9

43.9

77.5

87.0

86.7

70.0

72.3

43.2

52.1

56.9

28.2

72.4

38.0

11.1

61.0

71.1

47.0

13.9

4.8

5.1

22.5

19.6

48.9

39.9

35.7

63.8

20.4

54.2

81.3

31.7

8.0

9.1

8.6

8.2

8.2

7.5

8.1

7.8

8.0

7.4

8.0

7.2

7.7

7.6

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夢みるパパとママの会

すこやか育児サポート事業

幼稚園・保育所の子育て支援事業

延長保育

一時預かり保育

病児保育

ふくやま子育て応援センター

ファミリー・サポート・センター

おもちゃサロン

ことばの相談室

おもちゃ図書館

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

ショートステイ・トワイライトステイ

あんしん子育て応援ガイド

はい いいえ 不明・無回答回答者=3,392
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②利用したことがあるか（単回答） 

「はい」の割合が高い事業をみると，「幼稚園・保育所の子育て支援事業」が 56.4％，「延

長保育」が 52.4％，「一時預かり保育」が 36.8％，「ふくやま子育て応援センター」が 35.2％

の順に高くなっています。 

「いいえ」の割合が高い事業をみると，「ショートステイ・トワイライトステイ」が 84.1％，

「ファミリー・サポート・センター」が 82.1％，「病児保育」，「放課後子ども教室」が 80.8％

の順に高くなっています。 
 

 

 

  

5.6

14.3

56.4

52.4

36.8

5.8

35.2

3.5

20.3

11.4

6.4

15.9

4.7

0.4

78.2

69.6

32.4

37.6

52.3

80.8

53.6

82.1

66.8

75.6

79.0

71.1

80.8

84.1

16.3

16.0

11.2

10.1

10.9

13.4

11.2

14.4

12.9

13.1

14.7

13.0

14.4

15.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夢みるパパとママの会

すこやか育児サポート事業

幼稚園・保育所の子育て支援事業

延長保育

一時預かり保育

病児保育

ふくやま子育て応援センター

ファミリー・サポート・センター

おもちゃサロン

ことばの相談室

おもちゃ図書館

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

ショートステイ・トワイライトステイ

はい いいえ 不明・無回答回答者=3,392
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③利用したいと思うか（単回答） 

「はい」の割合が高い事業をみると，「延長保育」が 65.4％，「放課後児童クラブ」が 55.5％，

「幼稚園・保育所の子育て支援事業」が 52.1％の順に高くなっています。 

「いいえ」の割合が高い事業をみると，「夢みるパパとママの会」が 71.8％，「ショートス

テイ・トワイライトステイ」が 68.3％，「ことばの相談室」が 61.3％，「ファミリー・サポー

ト・センター」が 60.8％の順に高くなっています。 
 

 

 

  

10.5

24.2

52.1

65.4

46.0

39.4

43.8

23.1

35.0

23.3

36.5

55.5

44.7

14.2

71.8

57.3

32.1

19.8

39.2

46.0

41.3

60.8

49.7

61.3

47.5

30.5

40.0

68.3

17.7

18.5

15.8

14.8

14.8

14.6

14.9

16.2

15.3

15.4

16.0

14.0

15.3

17.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夢みるパパとママの会

すこやか育児サポート事業

幼稚園・保育所の子育て支援事業

延長保育

一時預かり保育

病児保育

ふくやま子育て応援センター

ファミリー・サポート・センター

おもちゃサロン

ことばの相談室

おもちゃ図書館

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

ショートステイ・トワイライトステイ

はい いいえ 不明・無回答回答者=3,392
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問 19 宛名のお子さんについて，土曜日と日曜日・祝日に，定期的な教育・保育の

事業の利用希望はありますか。 

（１）土曜日（単回答） 

「利用する必要はない」が 46.3％，「ほぼ毎週利用したい」が 28.4％，「月に１～２回は利

用したい」が 23.0％となっています。 
 

 

 

利用したい時間帯の平均 

8.5 時～15.9 時 

 

（２）日曜・祝日（単回答） 

「利用する必要はない」が 81.2％，「月に１～２回は利用したい」が 14.5％，「ほぼ毎週利

用したい」が 2.0％となっています。 
 

 

利用したい時間帯の平均 

8.5 時～16.7 時 

  

 

利用する必要は

ない

46.3%(1,571件)

ほぼ毎週

利用したい

28.4%(965件)

月に１～２回は

利用したい

23.0%(780件)

不明・無回答

2.2%(76件)

回答者数=3,392

 

利用する必要は

ない

81.2%(2,754件)

ほぼ毎週

利用したい

2.0%(67件)

月に１～２回は

利用したい

14.5%(491件)

不明・無回答

2.4%(80件)

回答者数=3,392
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問 19 の（１）もしくは（２）で，「３．月に１～２回は利用したい」に○をつけた方を対象

とした設問 

問 19-１ 毎週ではなく，たまに利用したい理由は何ですか。（複数回答） 

「月に数回仕事が入るため」が 56.0％で最も高くなっています。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」が 41.3％，「息抜きのため」が 34.4％となっています。 
 

 

 

「幼稚園」を利用されている方を対象とした設問 

問 20 宛名のお子さんについて，夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保

育の事業の利用を希望しますか。（単回答） 

「休みの期間中，週に数日利用したい」が 42.6％で最も高くなっています。次いで「休み

の期間中，ほぼ毎日利用したい」が 30.9％，「利用する必要はない」が 25.1％となっていま

す。 
 

 

利用したい時間帯の平均 

8.6 時～15.3 時 

 

56.0(594件)

41.3(438件)

3.4(36件)

34.4(365件)

8.8(93件)

4.1(43件)

0.0 20.0 40.0 60.0

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

不明・無回答

回答者数=1,061 （%）

 

利用する必要は

ない

25.1%(169件)

休みの期間中，ほ

ぼ毎日利用したい

30.9%(208件)

休みの期間中，週

に数日利用したい

42.6%(287件)

不明・無回答

1.3%(9件)

回答者数=673
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問 20 で，「３．週に数日利用したい」に○をつけた方を対象とした設問 

問 20-１ 毎日ではなく，たまに利用したい理由は何ですか。（複数回答） 

「買い物等の用事をまとめて済ませるため」が 46.3％で最も高くなっています。次いで「息

抜きのため」が 38.3％，「週に数回仕事が入るため」が 37.3％となっています。 
 

 

 

平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問 13 で「１．利用し

ている」に○をつけた方）を対象とした設問 

問 21 この１年間に，宛名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかっ

たことはありますか。（単回答） 

「あった」が 73.2％，「なかった」が 21.4％となっています。 
 

 

 

  

37.3(107件)

46.3(133件)

4.9(14件)

38.3(110件)

23.7(68件)

1.0(3件)

0.0 20.0 40.0 60.0

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

親等親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

不明・無回答

回答者数=287 （%）

 

あった

73.2%(1,694件)

なかった

21.4%(495件)

不明・無回答

5.4%(125件)

回答者数=2,314



41 

 

問 21-１ 宛名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用

できなかった場合に，この１年間に行った対処方法（複数回答） 

「母親が休んだ」が 71.7％で最も高くなっています。次いで「親族・知人に子どもをみて

もらった」が 45.5％，「父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた」が 18.4％と

なっています。 
 

 
 

区分 年当たり平均日数 

父親が休んだ 3.7 日 

母親が休んだ 7.7 日 

親族・知人に子どもをみてもらった 7.5 日 

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 8.4 日 

病児・病後児の保育を利用した 4.2 日 

ベビーシッターを利用した 1.0 日 

ファミリー・サポート・センターを利用した 1.0 日 

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 2.0 日 

その他 5.8 日 

 

 

 

15.1(256件)

71.7(1,215件)

45.5(771件)

18.4(311件)

3.0(51件)

0.1(1件)

0.1(2件)

0.6(10件)

1.6(27件)

2.0(34件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が子ども

をみた

病児・病後児の保育を利用した

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

不明・無回答

回答者数=1,694 （%）
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問 21-１で「ア．父親が休んだ」「イ．母親が休んだ」のいずれかに回答した方を対象とした

設問 

問 21-２ その際，「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思

われましたか。（単回答） 

「利用したいとは思わない」が 67.6％，「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」

が 30.5％となっています。 
 

 

平均利用日数 

5.7 回 

 

問 21-２で「１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた方を対象と

した設問 

問 21-３ 上記の目的で子どもを預ける場合，下記のいずれの事業形態が望ましいと

思われますか。（複数回答） 

「幼稚園・保育所等に併設した施設で子どもを保育する事業」が 72.8％，「小児科に併設

した施設で子どもを保育する事業」が 70.4％と高くなっています。 
 

 
 

 

できれば病児・病

後児保育施設等を

利用したい

30.5%(379件)

利用したいとは

思わない

67.6%(839件)

不明・無回答

1.9%(24件)

回答者数=1,242

70.4(267件)

72.8(276件)

10.8(41件)

1.3(5件)

1.8(7件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

幼稚園・保育所等に併設した施設で子どもを

保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で

保育する事業

その他

不明・無回答

回答者数=379 （%）
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問 21-２で「２．利用したいと思わない」に○をつけた方を対象とした設問 

問 21-４ そう思われる理由（複数回答） 

「親が仕事を休んで対応する」が 57.8％，「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」

が 57.1％と高くなっています。次いで「利用料がかかる・高い」が 27.4％となっています。 
 

 
 

問 21-１で「ウ．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」から｢ケ．その他｣の

いずれかに回答した方を対象とした設問 

問 21-５ その際，「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われまし

たか。（単回答） 

「できれば仕事を休んで看たい」が 47.3％，「休んで看ることは非常に難しい」が 24.6％

となっています。 
 

 

休み希望の平均日数 

6.0 回 

  

57.1(479件)

4.8(40件)

18.4(154件)

27.4(230件)

13.7(115件)

57.8(485件)

18.1(152件)

2.1(18件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

不明・無回答

回答者数=839 （%）

 

できれば仕事を休

んで看たい

47.3%(508件)

休んで看ることは

非常に難しい

24.6%(264件)

不明・無回答

28.2%(303件)

回答者数=1,075
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問 21-５で「２．休んで看ることは非常に難しい」に○をつけた方を対象とした設問 

問 21-６ そう思われる理由（複数回答） 

「子どもの看護を理由に休みがとれない」が 42.4％で最も高くなっています。次いで「そ

の他」が 33.7％，「休暇日数が足りないので休めない」が 19.7％となっています。 
 

 
 

問 22 宛名のお子さんについて，日中の定期的な保育や病気のため以外に，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。

（複数回答） 

「利用していない」が 68.9％で最も高くなっています。次いで「幼稚園の預かり保育」が

7.7％，「一時預かり」が 5.9％となっています。 
 

 

 

  

42.4(112件)

10.2(27件)

19.7(52件)

17.4(46件)

33.7(89件)

4.5(12件)

0.0 20.0 40.0 60.0

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

経済的な面で休めない

その他

不明・無回答

回答者数=264 （%）

5.9(199件)

7.7(260件)

0.3(9件)

0.0(1件)

0.0(0件)

0.5(18件)

68.9(2,338件)

17.2(584件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）
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区分 年当たり平均日数 

一時預かり 15.8 日 

幼稚園の預かり保育 19.3 日 

ファミリー・サポート・センター 24.2 日 

夜間養護等事業：トワイライトステイ - 

ベビーシッター - 

その他 29.7 日 

 

問 22 で「７．利用していない」と回答した方を対象とした設問 

問 22-1 現在利用していない理由は何ですか。（複数回答） 

「特に利用する必要がない」が 83.5％で最も高くなっています。次いで「事業の利用方法

がわからない」が 14.1％，「利用料がかかる・高い」が 14.0％となっています。 
 

 

 

  

83.5(1,952件)

3.4(79件)

2.4(55件)

5.9(138件)

14.0(327件)

9.2(216件)

7.2(169件)

14.1(329件)

5.4(127件)

0.6(15件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのか

どうかわからない

事業の利用方法がわからない

その他

不明・無回答

回答者数=2,338 （%）
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問 23 宛名のお子さんについて，私用，親の通院，不定期の就労等の目的で，年間

何日くらい事業を利用する必要があると思いますか。（単回答） 

「利用する必要はない」が 56.0％，「利用したい」が 32.9％となっています。 
 

 

 

利用する目的（複数回答） 

「冠婚葬祭，学校行事，子どもや親の通院 等」が 68.9％，「私用，リフレッシュ目的」

が 66.8％と高くなっています。 
 

 

 

区分 年当たり平均日数 

計日数 23.2 日 

 私用，リフレッシュ目的 14.9 日 

 冠婚葬祭，学校行事，子どもや親の通院 等 8.9 日 

 不定期の就労 20.3 日 

 その他 15.4 日 

  

 

利用したい

32.9%(1,116件)

利用する必要は

ない

56.0%(1,901件)

不明・無回答

11.1%(375件)

回答者数=3,392

66.8(745件)

68.9(769件)

26.3(294件)

6.9(77件)

3.3(37件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

私用，リフレッシュ目的

冠婚葬祭，学校行事，子どもや親の通院 等

不定期の就労

その他

不明・無回答

回答者数=1,116 （%）
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問 23 で「１．利用したい」に○をつけた方を対象とした設問 

問 23-１ 問 23 の目的でお子さんを預ける場合，下記のいずれの事業形態が望まし

いと思われますか。（複数回答） 

「大規模施設で子どもを保育する事業」が 79.9％で最も高くなっています。次いで「小規

模施設で子どもを保育する事業」が 38.8％，「地域住民等が子育て家庭等の近くの場所で保

育する事業」が 19.1％となっています。 
 

 

 

問 23 で「２．利用する必要はない」に○をつけた方を対象とした設問 

問 24 この１年間に，保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・家族の病気など）により，

宛名の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。（単回答） 

「なかった」が 80.3％，「あった」が 15.8％となっています。 
 

 

 

 

79.9(892件)

38.8(433件)

19.1(213件)

1.6(18件)

3.9(44件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

大規模施設で子どもを保育する事業

小規模施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の近くの場所で

保育する事業

その他

不明・無回答

回答者数=1,116 （%）

 

あった

15.8%(301件)

なかった

80.3%(1,527件)

不明・無回答

3.8%(73件)

回答者数=1,901
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あったときの対処方法（複数回答） 

「親族・知人にみてもらった」が 89.7％で最も高くなっています。次いで「仕方なく子ど

もを同行させた」が 9.6％となっています。 
 

  

区分 年当たり平均日数 

親族・知人にみてもらった 7.2 泊 

短期入所生活援助事業を利用した - 

上記以外の保育事業を利用した - 

仕方なく子どもを同行させた 2.3 泊 

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 2.0 泊 

その他 1.0 泊 

 

問 24 で「１．あった ア．(同居者を含む)親族・知人にみてもらった」と答えた方を対象と

した設問 

問 24-１ その場合の預けにくさはどの程度でしたか。（単回答） 

「特に預けにくくはない」が 73.7％，「どちらかというと預けにくい」が 21.9％，「非常に

預けにくい」が 2.6％となっています。 
 

 

89.7(270件)

0.7(2件)

0.7(2件)

9.6(29件)

0.3(1件)

1.0(3件)

2.0(6件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

親族・知人にみてもらった

短期入所生活援助事業を利用した

上記以外の保育事業を利用した

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

不明・無回答

回答者数=301 （%）

 非常に預けにくい

2.6%(7件)

どちらかというと

預けにくい

21.9%(59件)

特に預けにくくは

ない

73.7%(199件)

不明・無回答

1.9%(5件)

回答者数=270
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５歳以上の子どもを対象とした設問 

問 25 宛名のお子さんについて，小学校低学年（１～３年生）のうちは，放課後（平

日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。（複

数回答） 

「自宅」が 50.0％，「放課後児童クラブ」が 47.6％，「習い事」が 42.2％の順に高くなっ

ています。 
 

 

 

区分 週当たり平均日数 

自宅 3.8 日 

祖父母宅や友人・知人宅 2.6 日 

習い事 1.7 日 

地域にある公共施設 1.3 日 

放課後子ども教室 2.5 日 

放課後児童クラブ 4.6 日 

ファミリー・サポート・センター 2.8 日 

民間企業等の保育サービス 3.0 日 

その他（公園など） 2.5 日 

 

  

50.0(275件)

16.5(91件)

42.2(232件)

2.7(15件)

13.3(73件)

47.6(262件)

0.7(4件)

1.5(8件)

14.0(77件)

6.5(36件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

地域にある公共施設

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

民間企業等の保育サービス

その他（公園など）

不明・無回答

回答者数=550 （%）
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問 26 宛名のお子さんについて，小学校高学年（４～６年生）になったら，放課後

（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。

（複数回答） 

「自宅」が 76.2％で最も高くなっています。次いで「習い事」が 60.4％，「放課後児童ク

ラブ」が 22.4％，「祖父母宅や友人・知人宅」が 19.6％となっています。 
 

 

 

区分 週当たり平均日数 

自宅 3.7 日 

祖父母宅や友人・知人宅 2.6 日 

習い事 2.1 日 

地域にある公共施設 1.5 日 

放課後子ども教室 2.4 日 

放課後児童クラブ 4.0 日 

ファミリー・サポート・センター 2.0 日 

民間企業等の保育サービス 3.8 日 

その他（公園など） 2.5 日 

 

  

76.2(419件)

19.6(108件)

60.4(332件)

4.2(23件)

11.8(65件)

22.4(123件)

0.7(4件)

1.3(7件)

15.6(86件)

5.8(32件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

地域にある公共施設

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

民間企業等の保育サービス

その他（公園など）

不明・無回答

回答者数=550 （%）
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問 25 または問 26 で「６．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方を対象とした設問 

問 27 宛名のお子さんについて，放課後児童クラブの利用希望はありますか。 

（１）平日（単回答） 

「低学年の間は利用したい」が 45.8％，「高学年になっても利用したい」が 40.7％，「利用

希望はない」が 1.8％となっています。 
 

 

平均利用時間帯 

12.8 時～17.7 時 

 

（２）土曜日（単回答） 

「利用希望はない」が 43.2％，「低学年の間は利用したい」が 24.5％，「高学年になっても

利用したい」が 23.8％となっています。 
 

 

 

平均利用時間帯 

8.6 時～16.5 時 

 

 

 

低学年の間は利用

したい

45.8%(125件)

高学年になっても

利用したい

40.7%(111件)

利用希望はない

1.8%(5件)

無回答

11.7%(32件)

回答者数=273

 

低学年の間は利用

したい

24.5%(67件)

高学年になっても

利用したい

23.8%(65件)

利用希望はない

43.2%(118件)

無回答

8.4%(23件)

回答者数=273
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（３）日曜・祝日（単回答） 

「利用希望はない」が 83.2％，「低学年の間は利用したい」が 6.6％，「高学年になっても

利用したい」が 5.1％となっています。 
 

 

 

平均利用時間帯 

8.1 時～17.3 時 

 

問 28 宛名のお子さんについて，お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間

中の放課後児童クラブの利用希望はありますか。（単回答） 

「高学年になっても利用したい」が 45.1％，「低学年の間は利用したい」が 38.5％，「利用

希望はない」が 5.1％となっています。 
 

 

 

平均利用時間帯 

8.3 時～17.5 時 

 

  

 低学年の間は利用

したい

6.6%(18件)

高学年になっても

利用したい

5.1%(14件)

利用希望はない

83.2%(227件)

無回答

5.1%(14件)

回答者数=273

 

低学年の間は利用

したい

38.5%(105件)

高学年になっても

利用したい

45.1%(123件)

利用希望はない

5.1%(14件)

無回答

11.4%(31件)

回答者数=273
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問 29 宛名のお子さんが生まれた時，父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取

得しましたか。（単回答） 

母親では，「働いていなかった」が 55.9％，「取得した」が 27.2％，「取得していない」が

14.1％となっています。 

父親では，「取得していない」が 82.0％，「取得した」が 1.7％となっています。 
 

 

 

  

55.9

0.8

27.2

1.7

14.1

82.0

2.8

15.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

父親

働いていなかった 取得した 取得していない 不明・無回答回答者数=3,392
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取得していない理由（複数回答） 

母親では「子育てや家事に専念するため退職した」が 38.6％で最も高くなっています。次

いで「職場に育児休業の制度がなかった」が 19.2％となっています。 

父親では「仕事が忙しかった」が 36.9％，「配偶者が無職，祖父母等の親族にみてもらえ

るなど，制度を利用する必要がなかった」が 36.7％と高くなっています。次いで「職場に育

児休業を取りにくい雰囲気があった」が 33.0％となっています。 
 

 

  

16.3

9.4

4.4

11.1

0.2

7.3

7.1

0.0

4.6

38.6

19.2

6.5

2.1

2.3

14.6

12.5

33.0

36.9

0.3

4.5

4.6

27.2

2.0

19.1

36.7

1.3

13.5

0.4

2.3

0.0

5.2

8.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった

仕事が忙しかった

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

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職，祖父母等の親族にみてもら

えるなど，制度を利用する必要がなかった

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

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

産前産後の休暇を取得できることを

知らず，退職した

その他

不明・無回答

母親（回答者数=479） 父親（回答者数=2,782） （%）
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問 29-１ 子どもが原則１歳になるまで育児休業給付が支給される仕組み，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。（単回答） 

「育児休業給付，保険料免除のいずれも知らなかった」が 35.1％で最も高くなっています。

次いで「育児休業給付，保険料免除のいずれも知っていた」が 30.1％，「育児休業給付のみ

知っていた」が 29.4％となっています。 
 

 

 

問 29 で「２．取得した（取得中である）」と回答した方を対象とした設問 

問 29-２ 育児休業取得後，職場に復帰しましたか。（単回答） 

母親では，「育児休業取得後，職場に復帰した」が 78.2％，「現在も育児休業中である」が

11.3％，「育児休業中に退職した」が 7.3％となっています。 

父親では，「育児休業取得後，職場に復帰した」が 69.6％，「育児休業中に退職した」が 1.8％

となっています。 
 

 

  

 

育児休業給付，保

険料免除のいずれ

も知っていた

30.1%(1,022件)

育児休業給付のみ

知っていた

29.4%(997件)

保険料免除のみ

知っていた

0.9%(32件)

育児休業給付，保

険料免除のいずれ

も知らなかった

35.1%(1,191件)

不明・無回答

4.4%(150件)

回答者数=3,392

78.2

69.6

11.3 7.3

1.8

3.3

28.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（回答者数=921）

父親

（回答者数=56）

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

育児休業中に退職した 不明・無回答
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問 29-２で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方を対象とした設問 

問 29-３ 育児休業から職場に復帰したのは，年度初めの保育所入所に合わせました

か。あるいはそれ以外でしたか。（単回答） 

母親では，「それ以外だった」が 75.8％，「年度初めの入所に合わせた」が 23.2％となって

います。 

父親では「それ以外だった」が 87.2％，「年度初めの入所に合わせた」が 2.6％となってい

ます。 
 

 

 

問 29-４ 育児休業からは，「実際」に宛名のお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復

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，何歳何ヶ月のと

きまで取りたかったですか。（数字記入） 
 

区分 実際の平均取得期間 希望の平均取得期間 

（１）母親 11.4 ヶ月 １歳 5.7 ヶ月 

（２）父親 3.6 ヶ月 7.8 ヶ月 

 

問 29-５ 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ヶ月のときまで取りたかったですか。（数

字記入） 
 

区分 希望の平均取得期間 

（１）母親 ２歳 0.3 ヶ月 

（２）父親 １歳 0.7 ヶ月 

 

  

23.2

2.6

75.8

87.2

1.0

10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（回答者数=720）

父親

（回答者数=39）

年度初めの入所に合わせた それ以外だった 不明・無回答



57 

問 29-４で実際の復帰と希望が異なる方を対象とした設問 

問 29-６ 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。 

（１）「希望」より早く復帰した方の理由 

 ①母親（複数回答） 

母親では，「経済的な理由で早く復帰する必要があった」が 35.8％で最も高くなっていま

す。次いで「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」が 30.5％，「その他」が 27.4％

となっています。 
 

 

 ②父親（複数回答） 

父親では，「経済的な理由で早く復帰する必要があった」が 50.0％，「人事異動や業務の節

目の時期に合わせるため」，「その他」が 25.0％の順に高くなっていますが，回答者数は８人

と少なくなっています。 
 

 

 

  

14.2(59件)

4.6(19件)

35.8(149件)

30.5(127件)

27.4(114件)

12.7(53件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

不明・無回答

回答者数=416 （%）

0.0(0件)

12.5(1件)

50.0(4件)

25.0(2件)

25.0(2件)

12.5(1件)

0.0 20.0 40.0 60.0

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

不明・無回答

回答者数=8 （%）
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（２）「希望」より遅く復帰した方の理由 

 ①母親（複数回答） 

母親では，「希望する保育所に入れなかったため」が 42.9％で最も高くなっています。次

いで「配偶者や家族の希望があったため」が 21.4％，「子どもをみてくれる人がいなかった

ため」が 14.3％となっていますが，回答者数は 14 人と少なくなっています。 
 

 

 ②父親（複数回答） 

父親では，該当者が０人でした。 

 

問 29-２で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方を対象とした設問 

問 29-７ 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。（単

回答） 

母親では，「利用する必要がなかった」が 27.6％，「利用した」が 26.5％，「利用したかっ

たが，利用しなかった」が 26.3％の順に高くなっています。 

父親では，「利用する必要がなかった」が 35.9％と最も高くなっています。次いで「制度

がない」が 28.2％，「利用したかったが，利用しなかった」が 7.7％となっています。 
 

 

 

42.9(6件)

7.1(1件)

21.4(3件)

0.0(0件)

14.3(2件)

7.1(1件)

28.6(4件)

0.0 20.0 40.0 60.0

希望する保育所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

不明・無回答

回答者数=14 （%）

27.6

35.9

26.5

2.6

26.3

7.7

15.6

28.2

4.0

25.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（回答者数=720）

父親

（回答者数=39）

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 制度がない

不明・無回答
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問 29-7 で「３．利用したかったが，利用しなかった（利用できなかった）」と回答した方を

対象とした設問 

問 29-８ 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか。 

（１）母親（複数回答） 

母親では，「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が 65.6％で最も高くな

っています。次いで「仕事が忙しかった」が 47.1％，「短時間勤務にすると給与が減額され

る」が 39.7％となっています。 
 

 

 

  

65.6(124件)

47.1(89件)

39.7(75件)

1.1(2件)

0.0(0件)

12.2(23件)

1.6(3件)

10.1(19件)

11.1(21件)

6.9(13件)

4.2(8件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気が

あった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所審査の

優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を

利用した

配偶者が無職，祖父母等の親族にみてもらえる

など，子どもをみてくれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった

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

不明・無回答

回答者数=189 （%）
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（２）父親（複数回答） 

父親では，「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」，「仕事が忙しかった」，

「短時間勤務にすると給与が減額される」，「配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用

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）」が 33.3％となっ

ていますが，回答者数は３人と少なくなっています。 
 

 

 

  

33.3(1件)

33.3(1件)

33.3(1件)

0.0(0件)

33.3(1件)

0.0(0件)

0.0(0件)

33.3(1件)

0.0(0件)

0.0(0件)

33.3(1件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気が

あった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所審査の

優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利

用した

配偶者が無職，祖父母等の親族にみてもらえる

など，子どもをみてくれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

不明・無回答

回答者数=3 （%）
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問 29-２で「２．現在も育児休業中である」と回答した方を対象とした設問 

問 29-９ 宛名のお子さんが 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

になる前に復帰しますか。（単回答） 

母親は，「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 82.7％，「１歳になる前に復帰したい」

が 3.8％となっています。 

父親は，該当者が０人でした。 
 

 

 

問 30 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度（単回答） 

「３（どちらでもない）」が 44.7％で最も高くなっています。次いで「４（やや満足）」が

18.2％，「２（やや不満）」が 17.8％となっています。 
 

 

 

  

82.7 3.8 13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（回答者数=104）

父親

（回答者数=0）

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 不明・無回答

 1（不満）

7.0%(237件)

2（やや不満）

17.8%(605件)

3（どちらでもない）

44.7%(1,516件)

4（やや満足）

18.2%(619件)

5（満足）

4.9%(167件)

不明・無回答

7.3%(248件)

回答者数=3,392
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問 31 子育てをする中で，どのような支援・対策が有効と感じていますか。（複数回

答） 

「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」が 55.8％で最も高くなっています。次い

で「仕事と家庭生活の両立」が 55.3％，「保育サービスの充実」が 52.5％となっています。 
 

 

 

  

44.2(1,499件)

52.5(1,781件)

24.2(821件)

30.2(1,026件)

34.6(1,172件)

25.1(853件)

45.4(1,541件)

55.8(1,892件)

55.3(1,876件)

47.8(1,620件)

9.5(321件)

2.9(99件)

5.8(198件)

0.0 20.0 40.0 60.0

地域における子育て支援の充実

保育サービスの充実

子育て支援のネットワークづくり

地域における子どもの活動拠点の充実

妊娠・出産に対する支援

母親・乳児の健康に対する安心

子どもの教育環境

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

仕事と家庭生活の両立

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

要保護児童に対する支援

その他

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）
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問 32 子育てに関して不安や負担などを感じたことはありますか。（単回答） 

「なんとなく不安や負担を感じる」が 47.2％，「あまり不安や負担を感じない」が 33.9％，

「非常に不安や負担を感じる」が 9.0％の順に高くなっています。 
 

 

 

  

 非常に不安や負担

を感じる

9.0%(304件)

なんとなく不安や

負担を感じる

47.2%(1,602件)

あまり不安や負担

を感じない

33.9%(1,151件)

全く感じない

4.7%(158件)

不明・無回答

5.2%(177件)

回答者数=3,392
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問 33 子育てに関して日常悩んでいること，または気になることはどのようなこと

ですか。（複数回答） 

「子育てや教育にお金がかかりすぎること」が 42.9％で最も高くなっています。次いで「子

どもの安全・安心に関すること」が 40.1％，「子どもを叱りすぎているような気がすること」

が 39.7％となっています。 
 

 

36.0(1,221件)

33.6(1,140件)

14.0(475件)

21.5(728件)

30.6(1,037件)

11.6(395件)

32.2(1,093件)

36.9(1,251件)

28.9(981件)

11.2(380件)

16.8(571件)

14.5(491件)

14.2(480件)

15.5(526件)

39.7(1,348件)

12.9(437件)

15.5(525件)

27.9(946件)

42.9(1,454件)

40.1(1,360件)

11.7(398件)

13.7(464件)

4.9(166件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友達づきあいに関すること

不登校などの問題に関すること

子育てに関して配偶者などの協力が少ないこと

配偶者などと子育てに関しての意見が合わないこと

自分の子育てについて，親族・近隣の人・職場などま

わりの見る目が気になること

祖父母など配偶者以外に子育てを手伝ってくれる人が

いないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって，子どもに手を上げたり，

世話をしなかったりすること

地域の子育て支援サービスの利用・申込方法がよくわ

からないこと

子どもの医療費について負担を感じること

子育てや教育にお金がかかりすぎること

子どもの安全・安心に関すること

その他

特にない

不明・無回答

回答者数=3,392 （%）
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もっとも悩んでいることや気になること（単回答） 

「病気や発育・発達に関すること」が 17.7％，「子育てや教育にお金がかかりすぎること」

が 13.8％，「子どもを叱りすぎているような気がすること」が 12.6％の順に高くなっていま

す。 
 

 

17.7(117件)

5.8(38件)

1.1(7件)

2.6(17件)

11.4(75件)

1.2(8件)

3.8(25件)

5.6(37件)

2.6(17件)

0.0(0件)

2.1(14件)

0.2(1件)

0.5(3件)

2.9(19件)

12.6(83件)

0.2(1件)

0.8(5件)

6.8(45件)

13.8(91件)

4.4(29件)

3.2(21件)

1.1(7件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友達づきあいに関すること

不登校などの問題に関すること

子育てに関して配偶者などの協力が少ないこと

配偶者などと子育てに関しての意見が合わないこと

自分の子育てについて，親族・近隣の人・職場などま

わりの見る目が気になること

祖父母など配偶者以外に子育てを手伝ってくれる人が

いないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって，子どもに手を上げたり，

世話をしなかったりすること

地域の子育て支援サービスの利用・申込方法がよくわ

からないこと

子どもの医療費について負担を感じること

子育てや教育にお金がかかりすぎること

子どもの安全・安心に関すること

その他

特にない

回答者数=660 （%）



 

＜問 33 と子育てへの不安・

不安や負担を感じている人ほど

非常に不安や負担を感じている人では「病気や発育・発達に関すること」

ぎているような気がすること」

す。 
 

 

  

66 

・負担感（問 32）とのクロス集計＞ 

不安や負担を感じている人ほど，全体の項目において割合が高くなる傾向がみられます。

非常に不安や負担を感じている人では「病気や発育・発達に関すること」，

ぎているような気がすること」，「子どもの教育に関すること」の順に割合が高くなっていま

 

全体の項目において割合が高くなる傾向がみられます。

，「子どもを叱りす

「子どもの教育に関すること」の順に割合が高くなっていま
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問 34 自由意見 

意見ごとに悩み事等をカテゴリー分けすると，保育所や幼稚園，その他子育てに関する様々

な意見が寄せられています。 

 

自由意見 意見数 

保育所のサービス内容について 

（保育士の人員体制，病児保育に対する意見・要望など） 
166 

保育料について 

（保育料の見直しに対する意見・要望など） 
166 

医療費の助成について 

（子どもの医療費の助成制度に対する感謝・要望など） 
152 

公園・遊び場について 

（公園の遊具，駐車場の確保に対する意見・要望など） 
123 

子育てしやすい環境づくりなど 

（子育てと仕事の両立についての意見・要望など） 
102 

子育て支援サービス 

（各種事業へ参加でき，充実した時間を過ごすことができたことへの思いなど） 
101 

放課後児童クラブについて 

（利用料，利用時間，対象年齢に対する意見・要望など） 
70 

幼稚園のサービス内容について 

（保育年数に対する意見・要望など） 
49 

医療サービス，病院サービスについて 

（夜間救急の充実に対する意見・要望など） 
35 

公共施設の改善について 

（子ども連れで外出しやすい環境整備への意見・要望など） 
32 

通学路の安全性について 

（子どもの地域での見守りや通学路の安全の確保への意見・要望など） 
32 

発達障がいについて 

（発達障がいに対する理解，相談に対する意見） 
27 

子育てによる経済負担について 

（子どもの教育費や家計についての悩み） 
21 

小学校教育 

（教育内容の充実，教職員に対する意見・要望など） 
19 

給食について 

（中学校給食への意見・要望） 
13 

子どもの教育について 

（子どもを育てる保護者の姿勢・力量等を求める意見） 
6 

児童手当について 

（支給額の見直しなどについての意見・要望） 
3 

その他 

（アンケートを通じて様々な子育て支援制度があることを再認識できたことへの思いなど） 
54 

合  計 1,171 
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３ 小学校児童用調査の結果 
 

問１ お住まいの小学校区（単回答） 
 

回答者数=1,714 

回答項目 件数 % 回答項目 件数 % 回答項目 件数 % 

東 20 1.2 神村 21 1.2 久松台 31 1.8 

西 35 2.0 本郷 7 0.4 新涯 57 3.3 

南 29 1.7 東村 1 0.1 山手 15 0.9 

霞 27 1.6 今津 20 1.2 日吉台 28 1.6 

川口 49 2.9 松永 39 2.3 川口東 25 1.5 

手城 43 2.5 柳津 10 0.6 駅家西 20 1.2 

深津 32 1.9 金江 7 0.4 大谷台 7 0.4 

樹徳 34 2.0 藤江 12 0.7 明王台 23 1.3 

泉 15 0.9 伊勢丘 33 1.9 内浦 0 0.0 

旭 19 1.1 曙 34 2.0 内海 7 0.4 

光 20 1.2 多治米 31 1.8 常金丸 11 0.6 

引野 27 1.6 旭丘 18 1.1 網引 27 1.6 

蔵王 29 1.7 有磨 12 0.7 新市 19 1.1 

千田 57 3.3 福相 13 0.8 戸手 23 1.3 

御幸 39 2.3 山野 0 0.0 能登原 1 0.1 

津之郷 12 0.7 広瀬 1 0.1 千年 16 0.9 

赤坂 19 1.1 加茂 30 1.8 常石 5 0.3 

瀬戸 24 1.4 宜山 9 0.5 山南 13 0.8 

熊野 9 0.5 駅家 52 3.0 神辺 34 2.0 

水呑 39 2.3 服部 4 0.2 竹尋 11 0.6 

箕島 11 0.6 桜丘 13 0.8 御野 16 0.9 

高島 11 0.6 緑丘 52 3.0 湯田 45 2.6 

鞆 6 0.4 長浜 14 0.8 中条 7 0.4 

走島 0 0.0 駅家東 26 1.5 道上 28 1.6 

大津野 21 1.2 西深津 28 1.6 無回答 11 0.6 

坪生 51 3.0 野々浜 10 0.6 合計合計合計合計    1,7141,7141,7141,714    100.0100.0100.0100.0    

春日 42 2.5 幕山 17 1.0    
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問２ 宛名のお子さんの学年をご記入ください。（数字記入） 

「１年」が 18.3％，「５年」が 17.0％，「３年」が 16.6％の順に高くなっています。 
 

 

 

問３ 宛名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お２人以上のお子さ

んがいらっしゃる場合は，末子の方の生年月をご記入ください。（数字記入） 

■きょうだい数 

「２人」が 49.3％で最も高くなっています。次いで「３人」が 20.0％，「１人（本人のみ）」

が 18.6％の順に高くなっています。 
 

 

 

  

18.3(313件)

15.5(266件)

16.6(284件)

15.8(271件)

17.0(292件)

15.9(272件)

0.9(16件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

１年（2006年４月～2007年３月生）

２年（2005年４月～2006年３月生）

３年（2004年４月～2005年３月生）

４年（2003年４月～2004年３月生）

５年（2002年４月～2003年３月生）

６年（2001年４月～2002年３月生）

不明・無回答

回答者数=1,714 （%）

18.6(318件)

49.3(845件)

20.0(342件)

2.8(48件)

0.4(6件)

0.1(1件)

9.0(154件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

１人（本人のみ）

２人

３人

４人

５人

６人

無回答

回答者数=1,714 （%）
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■末子の生年月 

「７歳～８歳」が 14.1％，「８～９歳」が 12.6％，「９歳～10 歳」，「10歳～11 歳」が 11.9％，

「11 歳～12 歳」が 11.8％の順に高くなっています。 
 

 

 

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

でお答えください。（単回答） 

「母親」が 90.1％，「父親」が 8.5％となっています。 
 

 

 

  

0.8(10件)

0.1(1件)

0.0(0件)

0.0(0件)

0.2(3件)

0.1(1件)

14.1(175件)

11.4(141件)

12.6(156件)

11.9(148件)

11.9(148件)

11.8(146件)

25.2(313件)

0.0 10.0 20.0 30.0

０歳～１歳（2012年４月～2013年10月生）

１歳～２歳（2011年４月～2012年３月生）

２歳～３歳（2010年４月～2011年３月生）

３歳～４歳（2009年４月～2010年３月生）

４歳～５歳（2008年４月～2009年３月生）

５歳～６歳（2007年４月～2008年３月生）

６歳～７歳（2006年４月～2007年３月生）

７歳～８歳（2005年４月～2006年３月生）

８歳～９歳（2004年４月～2005年３月生）

９歳～10歳（2003年４月～2004年３月生）

10歳～11歳（2002年４月～2003年３月生）

11歳～12歳（2001年４月～2002年３月生）

不明・無回答

回答者数=1,242 （%）

 

母親

90.1%(1,544件)

父親

8.5%(146件)

その他

0.9%(15件)
不明・無回答

0.5%(9件)

回答者数=1,714
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問５ 宛名のお子さんの居住環境（複数回答） 

「父母同居」が 74.0％で最も高くなっています。次いで「30 分以内の行き来できる範囲に

祖父母がいる」が 38.2％，「祖父母と同居」が 21.4％となっています。 
 

 
 

問６ 宛名のお子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。（単回答） 

「主に母親」が 48.5％，「父母ともに」が 46.0％と高くなっています。 
 

 

 

  

74.0(1,268件)

1.9(33件)

14.1(241件)

21.4(367件)

38.2(654件)

5.0(85件)

0.4(6件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

父母同居

父同居（ひとり親）

母同居（ひとり親）

祖父母と同居

30分以内の行き来できる範囲に祖父母がいる

その他

不明・無回答

回答者数=1,714 （%）

46.0(789件)

48.5(831件)

1.7(29件)

2.2(38件)

0.8(14件)

0.8(13件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

不明・無回答

回答者数=1,714 （%）
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問７ 日頃，宛名のお子さんを預かってもらえる人はいますか。（複数回答） 

「緊急時もしくは用事の際に祖父母等の親族に預かってもらえる」が 52.5％で最も高くな

っています。次いで「日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる」が 40.8％，「緊急時も

しくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる」が 17.6％となっています。 
 

 

問８ 子育てを主に行っている方（問６で○をつけた方）の就労状況（自営業含む）

をうかがいます。（単回答） 

「フルタイムで就労しており，産休・育休・介護休暇中ではない」が 45.6％で最も高くな

っています。次いで「パート・アルバイト等で就労しており，産休・育休・介護休暇中では

ない」が 34.2％，「以前は就労していたが，現在は就労していない」が 15.5％となっていま

す。 
 

 

40.8(700件)

52.5(899件)

6.3(108件)

17.6(302件)

10.4(178件)

0.6(11件)

0.0 20.0 40.0 60.0

日常的に祖父母等の親族に

預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の

親族に預かってもらえる

日常的に子どもを預けられる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを

預けられる友人・知人がいる

いずれもいない

不明・無回答

回答者数=1,714 （%）

45.6(776件)

0.4(7件)

34.2(582件)

0.2(3件)

15.5(263件)

2.9(49件)

1.2(21件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

フルタイムで就労しており，産休・育休・

介護休暇中ではない

フルタイムで就労しているが，産休・育休・

介護休暇中である

パート・アルバイト等で就労しており，産休・

育休・介護休暇中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが，産休・

育休・介護休暇中である

以前は就労していたが，現在は

就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

回答者数=1,701 （%）
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問６で「１．父母ともに」「４．主に祖父母」「５．その他」に○をつけた方を対象とした設

問 

問９ 主に子育てを行っている方がお二方いる場合，もうお一方について当てはまる

就労状況１つに○をつけ，宛名のお子さんとの続柄をご記入ください。（単回

答） 

「フルタイムで就労しており，産休・育休・介護休暇中ではない」が 58.5％で最も高くな

っています。次いで「パート・アルバイト等で就労しており，産休・育休・介護休暇中では

ない」が 17.0％，「以前は就労していたが，現在は就労していない」が 10.7％となっていま

す。 
 

 

 

  

58.5(492件)

0.2(2件)

17.0(143件)

0.2(2件)

10.7(90件)

1.2(10件)

12.1(102件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

フルタイムで就労しており，産休・育休・

介護休暇中ではない

フルタイムで就労しているが，産休・育休・

介護休暇中である

パート・アルバイト等で就労しており，産休・

育休・介護休暇中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが，産休・

育休・介護休暇中である

以前は就労していたが，現在は

就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

回答者数=841 （%）
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問８で「１．フルタイムで就労しており，産休・育休・介護休暇中ではない」または「３．

パート・アルバイト等で就労しており，産休・育休・介護休暇中ではない」に○をつけた方

を対象とした設問 

問 10 おおよその勤務形態をご記入ください。（数字記入） 

（１）勤務日数 

「５日」が 60.9％で最も高くなっています。次いで「６日」が 20.6％，「４日」が 7.6％

となっています。 
 

 

 

１週当たり平均勤務日数 

5.0 日 

 

 

（２）勤務時間 

区分 平均勤務時間帯 

平日 8 時 49 分～16 時 29 分 

土曜日 8 時 59 分～15 時 54 分 

日曜日 9 時 35 分～16 時 8 分 

 

 

  

0.6(8件)

1.9(26件)

4.2(57件)

7.6(103件)

60.9(827件)

20.6(280件)

0.4(6件)

3.8(51件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

回答者数=1,358 （%）
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問９で「１．」または「３．」に○をつけた方を対象とした設問 

問 11 おおよその勤務形態をご記入ください。（数字記入） 

（１）勤務日数 

「５日」が 51.7％で最も高くなっています。次いで「６日」が 24.7％，「４日」が 4.3％

となっています。 
 

 

 

１週当たり平均勤務日数 

5.2 日 

 

（２）勤務時間 

区分 平均勤務時間帯 

平日 8 時 40 分～17 時 23 分 

土曜日 9 時 6 分～17 時 3 分 

日曜日 10 時 31 分～16 時 27 分 

 

 

 

 

  

0.6(4件)

0.3(2件)

2.2(14件)

4.3(27件)

51.7(328件)

24.7(157件)

1.3(8件)

15.0(95件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

回答者数=635 （%）
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問 12 宛名のお子さんについて，現在，放課後の時間をどのような場所で過ごして

いますか。（複数回答） 

「自宅」が 80.0％で最も高くなっています。次いで「習い事」が 58.5％，「その他」が 25.2％

となっています。 
 

 
 

区分 週当たり平均日数 

自宅 4.2 日 

祖父母宅や友人・知人宅 2.9 日 

習い事 2.6 日 

地域にある公共施設 1.1 日 

放課後児童クラブ 4.5 日 

放課後子ども教室 2.0 日 

ファミリー・サポート・センター 2.0 日 

民間企業等の保育サービス 1.3 日 

その他（公園等での外遊び） 2.6 日 

 

  

80.0(1,372件)

18.4(315件)

58.5(1,003件)

1.5(25件)

15.9(273件)

1.5(26件)

0.2(4件)

0.4(7件)

25.2(432件)

0.9(16件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

地域にある公共施設

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

民間企業等の保育サービス

その他（公園等での外遊び）

不明・無回答

回答者数=1,714 （%）
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ある

39.3%（560件）

ない

53.6%（764件）

不明・無回答

7.1%（101件）

回答者数=1,425

学校開校中の

平日，土曜日

59.3%（332件）夏休み等の

長期休業中

31.4%（176件）

不明・無回答

9.3%（52件）

回答者数=560

 

 問 12 で「５．放課後児童クラブ」以外に○をつけた方を対象とした設問 

問 12-１ これまでに放課後児童クラブを利用したことがありますか。（単回答） 

「ない」が 53.6％，「ある」が 39.3％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12-１で「１．ある」に○をつけた方を対象とした設問 

問 12-２ 放課後児童クラブの利用期間（単回答） 

「学校開校中の平日，土曜日」が 59.3％，「夏休み等の長期休業中」が 31.4％となってい

ます。 
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問 12-１で「２．ない」に○をつけた方を対象とした設問 

問 12-３ 放課後児童クラブを利用していない理由（複数回答） 

「就労しておらず，子育てができる状況だから」が 34.8％で最も高くなっています。次い

で「小学校終了後，子育てができる状況だから」が 31.8％，「祖父母等に子どもをみてもら

えるから」が 30.0％となっています。 
 

 

 

  

34.8(266件)

31.8(243件)

30.0(229件)

9.9(76件)

17.0(130件)

9.4(72件)

3.7(28件)

0.1(1件)

1.2(9件)

0.5(4件)

0.1(1件)

6.0(46件)

2.9(22件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

就労しておらず，子育てができる状況だから

小学校終了後，子育てができる状況だから

祖父母等に子どもをみてもらえるから

子どもが習い事等をしているから

子どもだけでも留守番等ができるから

子どもが利用対象から外れているから

利用するにあたり費用がかかるから

近くに放課後児童クラブがないから

放課後児童クラブの開設時間が短いから

放課後児童クラブを知らなかったから

他の保育施設などを利用しているから

その他

不明・無回答

(%)回答者数=764

就
労
を
し
て
い
る
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問 13 宛名のお子さんについて，夏休み等の長期休暇中の時間をどのような場所で

過ごしていますか。（複数回答） 

「自宅」が 82.5％で最も高くなっています。次いで「習い事」が 50.4％，「祖父母宅や友

人・知人宅」が 37.6％となっています。 
 

 
 

区分 週当たり平均日数 

自宅 4.9 日 

祖父母宅や友人・知人宅 2.9 日 

習い事 2.9 日 

地域にある公共施設 1.3 日 

放課後児童クラブ 4.6 日 

放課後子ども教室 2.5 日 

ファミリー・サポート・センター 2.0 日 

民間企業等の保育サービス 2.8 日 

その他（公園等での外遊びなど） 3.3 日 

 

  

82.5(1,414件)

37.6(645件)

50.4(863件)

4.4(75件)

19.4(332件)

0.9(15件)

0.4(6件)

0.6(11件)

25.6(438件)

1.1(19件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

地域にある公共施設

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

民間企業等の保育サービス

その他（公園等での外遊びなど）

不明・無回答

回答者数=1,714 （%）
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問 13 で「５．放課後児童クラブ」以外に○をつけた方を対象とした設問 

問 13-１ 夏休み等の長期休暇中に，放課後児童クラブを利用されていない理由につ

いてうかがいます。（複数回答） 

「祖父母等に子どもを見てもらえるから」が 31.2％で最も高くなっています。次いで「子

どもだけでも留守番等ができるから」が 25.4％，「子どもが利用対象から外れているから」

が 23.7％となっています。 
 

 

 

問 14 放課後児童クラブ事業についての利用希望をうかがいます。（単回答） 

「特に利用を希望しない」が 58.3％，「利用したい」が 38.2％となっています。 
 

 

  

21.7(296件)

19.3(263件)

31.2(425件)

10.2(139件)

25.4(346件)

23.7(323件)

3.1(42件)

0.4(5件)

0.7(10件)

0.2(3件)

0.2(3件)

6.1(83件)

11.7(159件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

就労しておらず，子育てをできる状況だから

子育てをできる状況だから

祖父母等に子どもをみてもらえるから

子どもが習い事等をしているから

子どもだけでも留守番等ができるから

子どもが利用対象から外れているから

利用するにあたり費用がかかるから

近くに放課後児童クラブがないから

放課後児童クラブの開設時間が短いから

放課後児童クラブを知らなかったから

他の保育施設などを利用しているから

その他

不明・無回答

(%)回答者数=1,363

就
労
を
し
て
い
る

 

利用したい

38.2%(654件)

特に利用を希望し

ない

58.3%(1,000件)

不明・無回答

3.5%(60件)

回答者数=1,714



 

＜問 14 と学年（問２）との

低学年になるにつれて「利用したい」の割合が高くなる傾向がみられます。

学年である４年から６年においても「利用したい」の割合が約２割から３割程度あります。

 

問 14 で「１．利用したい」に○をつけた方を対象とした設問

問 14-１ 福山市の放課後児童

ますか。当てはまる番号

い。（複数回答） 

「利用学年を延長してほしい

なっています。 
 

 

  

0.0

利用時間を延長してほしい

利用学年を延長してほしい

わからない，特になし

その他

不明・無回答

回答者数=654
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とのクロス集計＞ 

「利用したい」の割合が高くなる傾向がみられます。

学年である４年から６年においても「利用したい」の割合が約２割から３割程度あります。

 

で「１．利用したい」に○をつけた方を対象とした設問 

放課後児童クラブ運営について，今後，どのような

番号のすべてに○をつけ，希望する内容を

利用学年を延長してほしい」が 76.1％，「利用時間を延長してほしい

 

8.1(53件)

6.3(41件)

1.1(7件)

0.0 20.0 40.0 60.0

「利用したい」の割合が高くなる傾向がみられます。利用対象外の

学年である４年から６年においても「利用したい」の割合が約２割から３割程度あります。 

どのような運営を希望し

を記入してくださ

利用時間を延長してほしい」が 70.5％と高く

 

70.5(461件)

76.1(498件)

80.0

（%）
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問 14-1 で「１．利用時間を延長してほしい」に○をつけた方を対象とした設問 

学校開校期間の平日の閉会時間（単回答） 

「19：00」が 39.3％，「18：30」が 37.1％，「その他」が 6.1％となっています。 
 

 

 

平均時間 

18 時 37 分 

 

問 14-1 で「１．利用時間を延長してほしい」に○をつけた方を対象とした設問 

長期休業期間の平日の開会時間（単回答） 

「8：00」が 66.4％，「その他」が 20.0％となっています。 
 

 

平均時間 

7 時 50 分 

 

  

 

18:30

37.1%(171件)

19:00

39.3%(181件)

その他

6.1%(28件)

不明・無回答

17.6%(81件)

回答者数=461

 

8:00

66.4%(306件)

その他

20.0%(92件)

不明・無回答

13.7%(63件)

回答者数=461
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問 14-1 で「１．利用時間を延長してほしい」に○をつけた方を対象とした設問 

長期休業期間の平日の閉会時間（単回答） 

「18：30」が 38.0％，「19：00」が 37.5％，「その他」が 6.9％となっています。 
 

 

平均時間 

18 時 50 分 

 

問 14-1 で「１．利用時間を延長してほしい」に○をつけた方を対象とした設問 

土曜日の開会時間（単回答） 

「8：00」が 55.3％，「その他」が 14.3％となっています。 
 

 

平均時間 

7 時 43 分 

 

  

 

18:30

38.0%(175件)

19:00

37.5%(173件)

その他

6.9%(32件)

不明・無回答

17.6%(81件)

回答者数=461

 

8:00

55.3%(255件)

その他

14.3%(66件)

不明・無回答

30.4%(140件)

回答者数=461
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問 14-1 で「１．利用時間を延長してほしい」に○をつけた方を対象とした設問 

土曜日の閉会時間（単回答） 

「その他」が 45.1％，「15：00」が 21.3％，「14：30」が 6.7％となっています。 
 

 

平均時間 

18 時 3 分 

 

問 14-1 で「２．利用学年を延長してほしい」に○をつけた方を対象とした設問 

延長して欲しい学年（数字記入） 

「６年」が 64.9％で最も高くなっています。次いで「４年」が 28.9％，「５年」が 5.4％

となっています。 
 

 

 

  

 14:30

6.7%(31件)

15:00

21.3%(98件)

その他

45.1%(208件)

不明・無回答

26.9%(124件)

回答者数=461

 

４年

28.9%(144件)

５年

5.4%(27件)
６年

64.9%(323件)

不明・無回答

0.8%(4件)

回答者数=498
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問 15 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度（単回答） 

「３（どちらでもない）」が 47.9％で最も高くなっています。次いで「２（やや不満）」が

17.6％，「４（やや満足）」が 14.5％となっています。 
 

 

 

  

 

1（不満）

10.3%(177件)

2（やや不満）

17.6%(302件)

3（どちらでもない）

47.9%(821件)

4（やや満足）

14.5%(248件)

5（満足）

5.5%(95件)

不明・無回答

4.1%(71件)

回答者数=1,714
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非常に不安や負担

を感じる

11.4%(196件)

なんとなく不安や

負担を感じる

48.0%(822件)

あまり不安や負担

を感じない

33.0%(566件)

全く感じない

4.8%(83件)

不明・無回答

2.7%(47件)

回答者数=1,714

 

問 16 子育てをする中で，どのような支援・対策が有効と感じていますか。（複数回答） 

「子どもを対象にした犯罪・事故の軽減」が 48.0％で最も高くなっています。次いで「仕

事と家庭生活の両立」が 44.2％，「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」が 41.5％，

「子どもの教育環境」が 40.7％となっています。 
 

 

 

問 17 子育てに関して不安や負担などを感じたことはありますか。（単回答） 

「なんとなく不安や負担を感じる」が 48.0％で最も高くなっています。次いで「あまり不

安や負担を感じない」が 33.0％，「非常に不安や負担を感じる」が 11.4％となっています。 
 

 

 

 

  

31.7(543件)

19.8(339件)

14.1(242件)

29.9(513件)

12.4(213件)

8.2(140件)

40.7(698件)

41.5(712件)

44.2(758件)

48.0(822件)

7.5(128件)

4.7(80件)

4.9(84件)

0.0 20.0 40.0 60.0

地域における子育て支援の充実

保育サービスの充実

子育て支援のネットワークづくり

地域における子どもの活動拠点の充実

妊娠・出産に対する支援

母親・乳児の健康に対する安心

子どもの教育環境

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

仕事と家庭生活の両立

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

要保護児童に対する支援

その他

不明・無回答

回答者数=1,714 （%）
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問 18 子育てに関して日常悩んでいること，または気になることはどのようなこと

ですか。（複数回答） 

「子育てや教育にお金がかかりすぎること」が 42.1％で最も高くなっています。次いで「子

どもの安全・安心に関すること」が 40.3％，「子どもの教育に関すること」が 36.5％となっ

ています。 
 

 

18.8(322件)

13.6(233件)

2.8(48件)

10.0(171件)

25.8(442件)

4.1(70件)

15.1(259件)

36.5(626件)

32.0(548件)

4.6(78件)

8.2(140件)

6.9(119件)

4.1(70件)

5.7(97件)

23.3(399件)

2.5(43件)

3.9(66件)

35.1(601件)

42.1(721件)

40.3(690件)

3.3(56件)

6.1(105件)

3.1(53件)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること

不登校などの問題に関すること

子育てに関して配偶者などの協力が少ないこと

配偶者などと子育てに関しての意見が合わないこと

自分の子育てについて，親族・近隣の人・職場などま

わりの見る目が気になること

祖父母など配偶者以外に子育てを手伝ってくれる人が

いないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって，子どもに手を上げたり，

世話をしなかったりすること

地域の子育て支援サービスの利用・申込方法がよくわ

からないこと

子どもの医療費について負担を感じること

子育てや教育にお金がかかりすぎること

子どもの安全・安心に関すること

その他

特にない

不明・無回答

回答者数=1,714
（%）
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もっとも悩んでいることや気になること（単回答） 

「子育てや教育にお金がかかりすぎること」が 21.1％で最も高くなっています。次いで「子

どもの医療費について負担を感じること」が 12.6％，「子どもとの時間を十分にとれないこ

と」が 11.0％となっています。 
 

 

6.7(30件)

1.3(6件)

0.2(1件)

3.6(16件)

11.0(49件)

0.2(1件)

1.6(7件)

8.3(37件)

7.0(31件)

0.7(3件)

2.9(13件)

0.4(2件)

0.4(2件)

2.2(10件)

6.3(28件)

0.2(1件)

0.9(4件)

12.6(56件)

21.1(94件)

9.0(40件)

2.7(12件)

0.4(2件)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること

不登校などの問題に関すること

子育てに関して配偶者などの協力が少ないこと

配偶者などと子育てに関しての意見が合わないこと

自分の子育てについて，親族・近隣の人・職場などま

わりの見る目が気になること

祖父母など配偶者以外に子育てを手伝ってくれる人が

いないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって，子どもに手を上げたり，

世話をしなかったりすること

地域の子育て支援サービスの利用・申込方法がよくわ

からないこと

子どもの医療費について負担を感じること

子育てや教育にお金がかかりすぎること

子どもの安全・安心に関すること

その他

特にない

回答者数=445
（%）



 

＜問 18 と子育てへの不安・

不安や負担を感じている人ほど

非常に不安や負担を感じている人では「子育てや教育にお金がかかりすぎていること」

どもの教育に関すること」，「子どもの安全・安心に関すること」の順に割合が高くなってい

ます。 
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・負担感（問 17）とのクロス集計＞ 

不安や負担を感じている人ほど，全体の項目において割合が高くなる傾向がみられます。

非常に不安や負担を感じている人では「子育てや教育にお金がかかりすぎていること」

「子どもの安全・安心に関すること」の順に割合が高くなってい

 

全体の項目において割合が高くなる傾向がみられます。

非常に不安や負担を感じている人では「子育てや教育にお金がかかりすぎていること」，「子

「子どもの安全・安心に関すること」の順に割合が高くなってい
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問 19 自由意見 

意見ごとに悩み事等をカテゴリー分けすると，放課後児童クラブや子育てに関する諸制度，

子育て環境についてさまざまな意見が寄せられています。 

 

自由意見 意見数 

放課後児童クラブについて 

(利用料，利用時間，対象年齢に対する思いなど) 
149 

医療費の助成について 

(子どもの医療費の助成制度に対する思いなど) 
78 

子育てしやすい環境づくりについて 

(地域コミュニティ，子ども会活動，子育てサークルに対する思いなど) 
68 

小学校教育について 

(不登校児への対応，教職員に対する思いなど) 
61 

公園・遊び場について 

(公園の遊具，駐車場の確保に対する意見・要望など) 
55 

通学路の安全性について 

(子どもの地域での見守りや通学路の安全の確保,不審者に対する不安など) 
34 

子育て支援サービスについて 

(地域とのかかわりに対する意見・要望など) 
25 

公共施設の改善について 

(耐震化，子どもを取り巻く環境(空調)に対する意見・要望など) 
25 

給食について 

(中学校給食に対する思いなど) 
18 

子育てによる経済的負担について 

(子どもの教育費や家計についての悩みなど) 
15 

保育所のサービス内容について 

(保育士の人員体制，保育料，病児保育に対する思いなど) 
12 

医療サービス・病院サービスについて 

(医療機関の数，日曜・祝日の受診，予防接種の金額に対する意見・要望など) 
12 

発達障がいについて 

(発達障がいに対する理解，相談に対する意見など) 
12 

子どもの教育について 

(子どもの関わり方に対する悩みなど) 
10 

幼稚園のサービス内容について 

(利用時間に対する意見・要望など) 
3 

児童手当について 

(対象年齢などについての意見・要望など) 
2 

その他 

(子ども子育て新制度に対する意見・要望など) 
11 

合  計 590 
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資料１ アンケート調査票【就学前児童】 
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資料２ アンケート調査票【小学校児童】 
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