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１．調査の概要 

（１）調査の概要 

①調査の目的 

 幼児期及び就学後の学校教育・保育や子育て支援の需要を踏まえた「第２期子ども・子育て支

援事業計画」策定の基礎資料とするため、子育ての実態や幼稚園や保育園、認定こども園の利用

意向や本市が実施する様々な子育て支援サービスの利用意向を把握するためアンケート調査を実

施しました。 

 

②調査の実施要領 

（ア）調査対象者 

○本市に居住する就学前児童の保護者 1,200人 

○本市に居住する小学生の保護者 800人 

（イ）調査対象者の抽出方法 

無作為抽出 

（ウ）調査方法 

郵送による調査票の配布・回収 

（エ）調査実施期間 

平成 30年 月 日～平成 30年 11月 30日 

 

③回収数（回収率） 

 配布数 回収数（回収率） 

就学前児童 1,200   753（62.8％） 

小学生 800  571（71.3％） 

 

④調査結果の表示方法 

○設問ごとの集計母数はグラフ中に「Ｎ＝＊＊＊」、各項目ごとの回答数は「ｎ＝＊＊＊」と

表記しています。 

○集計結果の百分率（％）は、小数点第２位を四捨五入した値を表記しています。このため、

単数回答設問の選択肢ごとの構成比の見かけ上の合計が 100.0％にならない場合がありま

す。また、２つ以上の選択肢を集約した項目の割合が、選択肢ごとの割合の合計と一致し

ない場合があります。 

○複数回答設問では、当該設問に回答すべき回答者数を母数として選択肢ごとにそれぞれ構

成比を求めています。そのため、構成比の合計は通常 100.0％にはなりません。 

○クロス集計のグラフ・数表では、集計区分ごとの集計母数を「Ｎ＝＊＊＊」と表記してい

ます。 
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２．調査結果 

（１）就学前児童調査結果 

①居住地域について 

【居住地域】 

問１ あなたのお住まいの地域をお答えください。（○は１つ） 

 居住地域をみると、「北条中学校区」（48.1％）が最も多く、次いで「加西中学校区」（19.0％）、

「泉中学校区」（17.0％）となっています。 

図 居住地域 
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泉中学校区（日吉小学校区、宇仁小学校区、西在田小学校区、泉小学校区）

わからない

無回答
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②子どもと家族の状況について 

【子どもの年齢】 

問２ 宛名のお子さんの生年月を□に数字でご記入ください。 

 宛名の子どもの生年月から年齢を算出したところ、「２歳」（20.8％）が最も多く、次いで「１

歳」（19.3％）、「３歳」（17.1％）となっています。 

図 子どもの年齢 
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=819)

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 無回答
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【子どもの人数及び末子の年齢】 

問３ お子さんは何人いますか。２人以上いる場合は、いちばん下のお子さんの生年月を□に数

字でご記入ください。 

 子どもの人数をみると、「２人」（45.0％）が最も多く、次いで「１人」（29.6％）、「３人」（20.6％）

となっています。また、末子の生年月から末子の年齢を算出したところ、「２歳」（17.6％）が最

も多く、次いで「３歳」（17.2％）、「１歳」（15.2％）となっています。 

図 子どもの人数 

 

 

 

 

 

 

 

図 末子の年齢 
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12.3% 14.2%

13.6% 5.5%

8.9%

2.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=528)
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１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答
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【回答者】 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。（○は１つ） 

 回答者をみると、「母親」が 95.5％、「父親」が 4.4％となっています。 

図 回答者 
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【回答者の配偶関係】 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶者についてお答えください。（○は１つ） 

 回答者の配偶関係をみると、「配偶者がいる」は 93.8％、「配偶者はいない」は 6.0％となって

います。 

図 回答者の配偶関係 
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配偶者がいる 配偶者はいない 無回答
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【主たる育児者】 

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。（○は１つ） 

 子どもの主たる育児者をみると、「主に母親」（50.2％）が最も多く、次いで「父母ともに」（47.4％）

となっています。 

 前回調査より、「父母ともに」が 5.8ポイント増加しています。 

図 主たる育児者 
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【子育て（教育）に日常的に関わっている人（施設）】 

問７ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）です

か。（○はいくつでも） 

 子どもの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている人をみると、「母親」（88.3％）が最も

多く、次いで「保育所、幼稚園、認定こども園、幼児園」（63.1％）、「父親」（46.2％）となって

います。 

 前回調査と比べると、「母親」の構成比に変化はみられませんが、「父親」が 12 ポイント、「祖

父母」が 15.7 ポイント、それぞれ減少しています。一方、「保育所、幼稚園、認定こども園、幼

児園」は前回調査では「幼稚園」、「保育所」、「認定こども園」と選択肢を分けて尋ねていました

が、今回選択肢をまとめて尋ねたところ、「母親」に次いで回答が多くなっています。ただし、選

択肢が異なるため比較には留意が必要です。 

図 子育て（教育）に日常的に関わっている人（施設） 
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③子どもの育ちをめぐる環境について 

【子育て（教育）に影響する環境】 

問８ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に、大きく影響すると思われる環境はどれですか。

（○はいくつでも） 

 子どもの子育てに大きく影響すると思う環境をみると、「家庭」（95.6％）が最も多く、次いで

「保育所、幼稚園、認定こども園、幼児園」（71.0％）、「地域」（21.1％）となっています。 

 前回調査より、「地域」が 12.2ポイント減少しています。一方、「保育所、幼稚園、認定こども

園、幼児園」は前回調査では「幼稚園」、「保育所」、「認定こども園」と選択肢を分けて尋ねてい

ましたが、今回選択肢をまとめて尋ねたところ、「家庭」に次いで回答が多くなっています。ただ

し、選択肢が異なるため比較には留意が必要です。 

図 子育て（教育）に影響する環境 
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【親族・知人による子育ての協力状況】 

問９ 日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。（○はいくつでも） 

 親族・知人による子育ての協力状況をみると、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもら

える祖父母等の親族がいる」（62.9％）が最も多く、次いで「日常的に子どもをみてもらえる祖父

母等の親族がいる」（50.7％）、「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」（11.6％）となっています。 

 前回調査より、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる祖父母等の親族がいる」が

10.9ポイント増加しています。「いずれもいない」は前回調査から変化がみられません。 

図 親族・知人による子育ての協力状況 
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【子育てをしていて地域に支えられている感覚の有無】 

問10 日頃、子育てをしていて地域の人に「支えられている」と感じることはありますか。（○は

１つ） 

 子育てをしていて地域の人に支えられている感覚の有無をみると、「あまり感じない」（38.8％）

が最も多く、次いで「やや感じる」（37.2％）、「感じる」（12.9％）となっています。「感じる」と

「やや感じる」の合計（以下、地域に支えられていると感じる人）は 50.1％となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 子育てをしていて地域に支えられている感覚の有無 
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【子育ての楽しさ・不安の程度】 

問11 子育ては、楽しいときもあれば、不安又は負担を感じるときもありますが、一番近いお気

持ちを教えてください。（○は１つ） 

 子育ての楽しさ・不安の程度をみると、「楽しい」（50.9％）が最も多く、次いで「少し不安又

は負担を感じる」（28.8％）、「とても楽しい」（16.9％）となっています。「とても楽しい」と「楽

しい」の合計（以下、子育ては楽しいと感じる人）は 67.8％となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 子育ての楽しさ・不安の程度 
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無回答
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【不安等の感情を子どもに向けてしまうこと】 

問12 不安やイライラなどの感情を子どもに向けてしまうことはありますか。（○は１つ） 

 不安やイライラなどの感情を子どもに向けてしまうことの有無をみると、「ときどきある」

（67.5％）が最も多く、次いで「ほとんどない」（20.3％）、「よくある」（8.9％）となっています。

「ときどきある」と「よくある」の合計（以下、不安やイライラなどの感情を子どもに向けてし

まうことがある人）は 76.4％となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 不安等の感情を子どもに向けてしまうこと 
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【子どもの障害者手帳の所持状況】 

問13 お子さんは療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちですか。（○は１

つ） 

 子どもの障害者手帳の所持状況をみると、「持っている」は 1.6％、「持っていない」は 98.3％

となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 子どもの障害者手帳の所持状況 
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【子育てについて相談できる人・場所の有無】 

問14 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。（○は１つ） 

 子育てについて相談できる人・場所の有無をみると、「いる／ある」は 98.4％、「いない/ない」

は 1.2％となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

図 子育てについて相談できる人・場所の有無 
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【子育ての相談相手（場所）】 

問14-1 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。（○はいくつで

も） 

 子育てについて相談できる人（場所）がいる（ある）人の相談相手をみると、「配偶者・パート

ナー」（84.2％）が最も多く、次いで「祖父母等の親族」（81.5％）、「友人や知人」（62.8％）とな

っています。 

 前回調査と概ね同様の傾向が表れていますが、「保育所、幼稚園、認定こども園、幼児園の先生」

は前回調査と選択肢が異なるため比較には留意が必要です。「加西市の子育て担当窓口（こども未

来課・健康課など）」は前回調査から変化が見られません。 

図 子育ての相談相手（場所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.2%

81.5%

36.8%

62.8%

7.0%

26.0%

37.5%

7.4%

0.5%

3.5%

3.6%

79.8%

34.5%

64.1%

8.0%

20.7%

35.6%

8.0%

0.0%

3.5%

3.5%

85.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配偶者・パートナー

祖父母等の親族

保育所、幼稚園、認定こども園、
幼児園の保護者の仲間

友人や知人

近所の人

職場の人

保育所、幼稚園、認定こども園、
幼児園の先生

医師、保健師、看護師、栄養士など

民生委員・児童委員

加西市の子育て担当窓口
（こども未来課・健康課など）

その他

今回調査(N=741) 前回調査(N=808)
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☆集計中【子育てに必要な周囲からのサポート】 

問15 子育てをする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのようなサポートがあれば

よいとお考えでしょうか。自由にお書きください。 
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④保護者の就労状況について 

【母親の就労状況】 

問16 【母親】お子さんの母親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えください。

（○は１つ） 

 子どもの母親の現在の就労状況をみると、「パートタイム（「フルタイム」以外）で働いている」

（34.9％）が最も多く、次いで「フルタイムで働いている」（28.8％）、「以前は就労していたが、

現在は働いていない」（24.6％）となっています。「フルタイムで働いている」と「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」の合計（以下、フルタイムで働いている人）

は 36.2％、「パートタイム（「フルタイム」以外）で働いている」とパートタイム（「フルタイム」

以外）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」の合計（以下、パートタイムで働い

ている人）は 36.6％、「以前は就労していたが、現在は働いていない」と「これまで働いたこと

がない」の合計（以下、働いていない人）は 25.9％となっています。フルタイムで働いている人

とパートタイムで働いている人の合計（以下、働いている人）は 72.8％となっています。 

 前回調査より、フルタイムで働いている人が 7.3 ポイント減少し、パートタイムで働いている

人が 5.1ポイント増加しています。また、働いていない人が 12.3ポイント減少し、働いている人

が 12.4ポイント増加しています。 

図 母親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.8%

22.9% 6.0%

7.4% 34.9%

29.7%

1.7%

1.8%

24.6%

35.6% 2.6%

1.3%

1.3%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=815)

フルタイムで働いている

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

パートタイムで働いている

パートタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答
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【母親の就労日数と就労時間】 

問16-1-（1）【母親】１週間の就労日数、１日の就労時間（残業時間を含む）を□にご記入くだ

さい。 

【就労日数】 

 働いている人について１週間の就労日数をみると、「５日」（66.8％）が最も多く、次いで「４

日」（14.0％）、「６日」（8.0％）となっており、前回と概ね同様の傾向が表れています。 

【就労時間】 

 働いている人について１日の就労時間（残業時間を含む）をみると、「８～９時間」（30.2％）

が最も多く、次いで「６～７時間」（17.1％）、「５～６時間」（14.6％）となっています。 

 前回調査と比べると「５時間未満」及び 10時間以上は減少し、５時間～９時間の間でやや増加

しています。 

図 母親の就労日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親の就労時間 

 

 

 

 

 

 

11.7%

14.8% 14.2%

14.6% 17.1%

13.6%

12.8%

10.5%

30.2%

29.6%
6.9%

4.6%

6.1%

3.6%

0.6%

1.1% 1.6%

1.2%

2.7%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=549)

前回調査(N=493)

５時間未満 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間 ８～９時間 ９～10時間 10～11時間

11～12時間 12時間以上 無回答

0.8%

1.1%

3.7%

1.3% 6.9%

6.5%

14.0%

11.6%

66.8%

66.5%
10.1%

8.0%

0.2%

0.2%

0.6%

1.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=549)

前回調査(N=493)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答
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【母親の家を出る時刻と帰宅時刻】 

問16-1-（2）【母親】家を出る時刻と帰宅時刻を□にご記入ください。 

【家を出る時刻】 

 働いている人について家を出る時刻をみると、「８時台」（51.7％）が最も多く、次いで「７時

台」（22.6％）、「９時台」（15.1％）となっており、前回と概ね同様の傾向が表れています。 

【帰宅時刻】 

 働いている人について帰宅時刻をみると、「18 時前」（48.5％）が最も多く、次いで「18 時台」

（32.6％）、「19時台」（10.6％）となっており、前回と概ね同様の傾向が表れています。 

図 母親の家を出る時刻 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親の帰宅時刻 

 

 

 

 

 

 

 

48.5%

46.7% 31.8%

32.6% 10.6%

13.2%

2.2%

3.2%

0.4%

0.6% 0.6%

0.5% 0.2%

0.2%

0.4% 0.4% 4.4%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=549)

前回調査(N=493)

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

0.2% 1.0%

1.5% 22.6%

21.3%

51.7%

49.3%

15.1%

16.6% 8.1%

4.7%

3.4%

4.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=549)

前回調査(N=493)

６時前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答
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【母親のフルタイムへの転換希望】 

問17 【母親】フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はありますか。

（○は１つ） 

 フルタイムで働いている人についてフルタイムへの転換希望をみると、「このままパートタイム

で働き続けることを希望」（59.1％）が最も多く、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」（31.5％）、「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」

（7.2％）となっています。 

 前回調査より、「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」は 4.3ポイント、

「このままパートタイムで働き続けることを希望」は７ポイント、それぞれ減少しています。ま

た、「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」は前回調査からほとんど変化が

なく、１割未満となっています。 

図 母親のフルタイムへの転換希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2%

7.8% 27.2%

31.5% 59.1%

52.1%

0.7%

6.6%

1.4%

6.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=276)

前回調査(N=257)

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

このままパートタイムで働き続けることを希望

仕事をやめて育児・家事・介護に専念したい

無回答
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【母親の就労希望】 

問18 【母親】働きたいという希望はありますか。（○は１つ）また、□に数字でご記入ください。 

 現在働いていない人の就労希望をみると、「一番下の子どもが大きくなったら働きたい」

（49.7％）が最も多く、次いで「すぐにでも、もしくは一年以内に就労したい」（33.8％）、「育児・

家事・介護などに専念したい（就労の予定はない）」（14.9％）となっています。 

 また、「一番下の子どもが大きくなったら働きたい」と回答した人について、就労を希望する時

の子どもの年齢をみると、「２歳～３歳」（48.0％）が最も多く、次いで「６歳～７歳」（20.4％）、

「４歳～５歳」（19.4％）となっています。 

 前回調査より、無回答が大きく減少したため、全ての選択肢で割合が増加しています。無回答

を除いて構成比を算出すると、「すぐにでも、もしくは一年以内に就労したい」が 4.6ポイント増

加しています。 

図 母親の就労希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 母親の就労希望 

 

 

 

 

 

 

※無回答を除いて算出。 

 

図 母親の就労希望時期の子どもの年齢 

 

 

 

 

 

 

 

4.1%

1.0% 46.5%

48.0% 19.4%

19.2%

20.4%

21.2%

1.0%

3.0% 4.0%

2.0%

3.0%

1.0% 4.1%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=98)

前回調査(N=99)

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

14.9%

10.6% 31.8%

49.7% 33.8%

18.0%

1.5%

39.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=195)

前回調査(N=311)

育児・家事・介護などに専念したい（就労の予定はない）

一番下の子どもが大きくなったら働きたい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

回答数 構成比 回答数 構成比

育児・家事・介護などに専念したい（就労の予

定はない）
29 15.1% 33 17.6%

一番下の子どもが大きくなったら働きたい 97 50.5% 99 52.7%

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 66 34.4% 56 29.8%

合計 192 100.0% 188 100.0%

今回調査 前回調査
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【母親の希望の就労形態】 

問18-1 【母親】希望する就労形態をお答えください。（○は１つ） 

【就労形態】 

 問 18で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した人について、希望の就労形

態をみると、「フルタイム」が 9.1％、「パートタイム」が 81.8％となっており、前回調査と概ね

同様の傾向が表れています。 

【就労日数】 

 上記の人のうち、パートタイム希望者の希望の就労日数をみると、「４日」（37.0％）が最も多

く、次いで「５日」（35.2％）、「３日」（27.8％）となっています。 

 前回調査より、「３日」が９ポイント増加、「４日」は 6.8ポイント減少しています。 

【就労時間】 

 上記の人のうち、パートタイム希望者の希望の就労時間をみると、「５時間」（38.9％）が最も

多く、次いで「６時間」（31.5％）、「４時間」（20.4％）となっています。 

 前回調査より、「５時間」は９ポイント減少、「６時間」が 14.8ポイント増加しています。 

図 母親の希望の就労形態 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親の希望の就労日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親の希望の就労時間 

 

 

 

 

 

 

 

4.2%

20.4%

22.9%

38.9%

47.9% 16.7%

31.5%

4.2%

5.6%

2.1%

1.9% 1.9%

2.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=54)

前回調査(N=48)

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

4.2%

27.8%

18.8%

37.0%

43.8%

35.2%

31.3% 2.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=54)

前回調査(N=48)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

9.1%

10.7% 85.7%

81.8% 9.1%

3.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=66)

前回調査(N=56)

フルタイム パートタイム 無回答
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【父親の就労状況】 

問19 【父親】お子さんの父親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えください。

（○は１つ） 

 子どもの父親の現在の就労状況をみると、「フルタイムで働いている」（93.4％）が最も多くな

っています。フルタイムで働いている人は 93.5％、パートタイムで働いている人は 0.5％、働い

ていない人は 5.9％となっており、働いている人は 94.0％となっています。前回調査と概ね同様

の傾向が表れています。 

図 父親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.4%

95.9%

0.4%

0.1% 0.4%

0.3%

0.1% 0.7%

1.0%

5.2%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=714)

前回調査(N=780)

フルタイムで働いている

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

パートタイムで働いている

パートタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答
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【父親の就労日数及び就労時間】 

問19-1-（1）【父親】１週間の就労日数、１日の就労時間（残業時間を含む）を□にご記入くださ

い。 

【就労日数】 

 働いている人について１週間の就労日数をみると、「５日」（59.7％）が最も多く、次いで「６

日」（32.7％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

【就労時間】 

 働いている人について１日の就労時間（残業時間を含む）をみると、「８～９時間」（29.2％）

が最も多く、次いで「10～11時間」（24.7％）、「９～10時間」（14.7％）となっており、前回調査

と概ね同様の傾向が表れています。 

図 父親の就労日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 父親の就労時間 

 

 

 

 

 

 

 

0.1%

0.5% 0.1%

0.1% 0.3%

0.1%

1.3%

2.3%

29.2%

26.3%
14.1%

14.7%

21.8%

24.7%

7.2%

7.1% 17.0%

18.6%

5.4%

5.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=672)

前回調査(N=753)

５時間未満 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間 ８～９時間 ９～10時間 10～11時間

11～12時間 12時間以上 無回答

0.1%

0.4%

0.5%

0.1%

0.1%

1.3%

1.2%

59.7%

55.9% 34.7%

32.7%

1.3%

2.8%

2.7%

2.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=672)

前回調査(N=753)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答
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【父親の家を出る時刻と帰宅時刻】 

問19-1-（2）【父親】家を出る時刻と帰宅時刻を□にご記入ください。 

【家を出る時刻】 

 働いている人について家を出る時刻をみると、「７時台」（45.5％）が最も多く、次いで「８時

台」（25.0％）、「６時台」（11.5％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

【帰宅時刻】 

 働いている人について帰宅時刻をみると、「19 時台」（24.9％）が最も多く、次いで「20 時台」

（22.8％）、「18時台」（18.3％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

図 父親の家を出る時刻 

 

 

 

 

 

 

 

図 父親の帰宅時刻 

 

 

 

 

 

4.9%

10.0% 16.8%

18.3% 24.9%

20.8%

22.8%

23.3%

13.2%

9.5% 6.4%

4.3%

2.4%

1.5%

0.6%

1.0% 1.6%

0.4%

7.4%

6.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=672)

前回調査(N=753)

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

4.8%

4.2% 9.2%

11.5% 45.5%

42.3%

25.0%

30.1%

3.4%

3.6% 1.8%

2.4%

5.3%

7.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=672)

前回調査(N=753)

６時前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答
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【父親のフルタイムへの転換希望】 

問20 【父親】フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はありますか。

（○は１つ） 

 現在パートタイムで働いている人（４件）について、フルタイムへの転換希望をみると、「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」と「このままパートタイムで働き続け

ることを希望」がそれぞれ１件となっています。 

※回答数が少ないため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 父親のフルタイムへの転換希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.0% 25.0%

100.0%

50.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=4)

前回調査(N=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

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

このままパートタイムで働き続けることを希望

仕事をやめて育児・家事・介護に専念したい

無回答



30 

【父親の就労希望】 

問21 【父親】働きたいという希望はありますか。（○は１つ）また、□に数字でご記入ください。 

 現在働いていない人（５件）の就労希望をみると、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労した

い」が４件となっています。 

※回答数が少ないため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 父親の就労希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.0%

62.5%

20.0%

37.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=5)

前回調査(N=8)

育児・家事・介護などに専念したい（就労の予定はない）

一番下の子どもが大きくなったら働きたい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答



31 

【父親の希望の就労形態】 

問21-1 【父親】希望する就労形態をお答えください。（○は１つ） 

 問 21で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した人について、希望の就労形

態をみると、「フルタイム」が４件となっています。 

※回答数が少ないため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 父親の希望の就労形態 

 

 

 

 

 

 

 

100.0%

80.0% 20.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=4)

前回調査(N=5)

フルタイム パートタイム 無回答



32 

⑤平日の教育・保育サービスの利用状況 

【幼稚園や保育所等の利用状況】 

問22 お子さんは現在、保育所や認定こども園、幼児園などを利用されていますか。（○は１つ） 

 保育所や認定こども園、幼児園などの利用状況をみると、「利用している」（67.7％）が最も多

く、次いで「利用していない」（28.3％）、「利用できなかった」（3.9％）となっています。 

 前回調査より、「利用している」が 12.1ポイント増加しています。 

図 幼稚園や保育所等の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

67.7%

55.6% 43.8%

28.3% 3.9% 0.1%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=819)

利用している 利用していない 利用できなかった 無回答



33 

【年間を通じて利用しているサービス】 

問22－１ 年間を通じて、利用しているサービスをお答えください。（○はいくつでも） 

 保育所や認定こども園、幼児園などを利用している人について、その内容をみると、「認定こど

も園または幼児園」（69.8％）が最も多く、次いで「保育所」（21.8％）、「認定こども園や幼児園

等での預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業）」（12.2％）となっています。 

 前回調査より、「認定こども園または幼児園」が 35.1ポイント増加しています。 

図 年間を通じて利用しているサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2%

12.2%

69.8%

21.8%

0.6%

0.0%

1.6%

0.2%

0.0%

0.8%

0.6%

13.0%

34.7%

46.4%

3.5%

0.4%

0.0%

0.9%

項目なし

項目なし

項目なし

9.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

幼稚園

認定こども園や幼児園等での預かり保育

認定こども園または幼児園

保育所

小規模な保育施設

家庭的保育・保育ママ

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育（ベビーシッター）

ファミリーサポートクラブ

その他

今回調査(N=510) 前回調査(N=455)



34 

【平日の教育・保育サービスの利用頻度】 

問22－２ 平日に利用している教育・保育サービスを、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。また、□に数字でご記入ください。 

【実際の利用日数】 

 保育所や認定こども園、幼児園などを利用している人について、平日の教育・保育サービスの

実際の利用日数をみると、１週間あたり「５日」（96.7％）が最も多くなっており、前回調査と概

ね同様の傾向が表れています。 

【実際の利用時間】 

 上記の人について、平日の教育・保育サービスの実際の利用時間をみると、１日あたり「８～

９時間」（28.2％）が最も多く、次いで「７～８時間」（21.2％）、「10 時間以上」（20.4％）とな

っています。 

 前回調査より、８時間以上利用する人が増加しています。 

図 平日の教育・保育サービスの利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日の教育・保育サービスの利用時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5%
0.9%

0.6%

0.2%

0.2%

1.3%

0.8%

1.5%

96.7%

92.5%

1.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=510)

前回調査(N=455)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

2.2%

0.6%

0.2%

5.5%

4.8%

3.5%

4.2%

21.2%

29.5%
23.5%

28.2%

15.2%

18.6%

16.5%

20.4% 2.0%

4.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=510)

前回調査(N=455)

４時間未満 ４～５時間 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間 ８～９時間 ９～10時間

10時間以上 無回答



35 

【実際の利用開始時間】 

 上記の人について、平日の教育・保育サービスの実際の利用開始時間をみると、「８時台」

（50.8％）が最も多く、次いで「９時台」（36.9％）、「７時台」（9.2％）となっています。 

 前回調査より、「８時台」が 10.1ポイント増加、「９時台」が 12.1ポイント減少しています。 

【実際の利用終了時間】 

 上記の人について、平日の教育・保育サービスの実際の利用終了時間をみると、「16 時台」

（42.9％）が最も多く、次いで「18時台」（24.1％）、「17時台」（19.6％）となっています。 

 前回調査より、「18時台」が５ポイント増加しています。 

図 平日の教育・保育サービスの利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日の教育・保育サービスの利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

3.1%

0.4%

0.2%

6.7%

6.2%

2.2%

2.2%

42.9%

42.6% 19.6%

19.6%

19.1%

24.1%

3.1%

1.4%

0.2%

2.7%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=510)

前回調査(N=455)

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

3.7%

9.2% 50.8%

40.7%

36.9%

49.0%

0.4%

1.5% 1.3%

2.7%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=510)

前回調査(N=455)

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



36 

【希望の利用日数】 

 保育所や認定こども園、幼児園などを利用している人について、平日の教育・保育サービスの

希望の利用日数をみると、１週間あたり「５日」（64.9％）が最も多くなっています。 

【希望の利用時間】 

 上記の人について、平日の教育・保育サービスの希望の利用時間をみると、１日あたり「10時

間以上」（20.2％）が最も多く、次いで「８～９時間」（18.2％）、「７～８時間」及び「９～10時

間」（共に 11.6％）となっています。 

 前回調査より、８時間以上の利用希望が増加しています。 

図 平日の教育・保育サービスの希望利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日の教育・保育サービスの希望利用時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5%

0.2%

0.2%

1.2%

0.7%

2.5%

2.2%

11.6%

11.0% 13.0%

18.2%

10.3%

11.6%

15.4%

20.2% 34.5%

45.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=510)

前回調査(N=455)

４時間未満 ４～５時間 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間 ８～９時間 ９～10時間

10時間以上 無回答

44.2%

0.2%

0.7%

0.8%

1.3%

64.9%

53.8%

34.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=510)

前回調査(N=455)

２日 ３日 ４日 ５日 無回答



37 

【希望の利用開始時間】 

 上記の人について、平日の教育・保育サービスの希望の利用開始時間をみると、「８時台」

（34.1％）が最も多く、次いで「９時台」（22.0％）、「７時台」（8.6％）となっています。 

 前回調査より、「７時台」が 4.9ポイント、「８時台」が 7.5ポイント、それぞれ増加していま

す。 

【希望の利用終了時間】 

 上記の人について、平日の教育・保育サービスの希望の利用終了時間をみると、「16 時台」

（23.3％）が最も多く、次いで「17時台」（15.7％）、「18時台」（14.7％）となっています。 

 前回調査より、「16時台」が 7.7ポイント増加しています。 

図 平日の教育・保育サービスの希望利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日の教育・保育サービスの希望利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3%

0.2% 1.6%

1.1%

2.0%

1.8%

23.3%

15.6% 15.8%

15.7%

14.7%

14.7%

4.0%

7.3% 0.6%

0.4%0.2%

34.7%

45.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=510)

前回調査(N=455)

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

0.4%

0.2%

3.7%

8.6%
34.1%

26.6%

22.0%

22.2%

0.4%

1.1% 1.1%

34.7%

44.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=510)

前回調査(N=455)

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



38 

【平日の教育・保育サービスを利用していない理由】 

問22－３ 利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 保育所や認定こども園、幼児園などを利用していない人の理由をみると、「父母のいずれかがみ

ている」（71.5％）が最も多く、次いで「子どもが大きくなったら働きたい」（27.7％）、「園に空

きがない」（16.5％）となっており、前回調査より、「園に空きがない」が 10.7ポイント増加して

います。 

 また、「子どもが大きくなったら働きたい」と回答した人について、就労を希望する時の子ども

の年齢をみると「３歳」（43.3％）が最も多く、次いで「２歳」（17.9％）、「４歳」（16.4％）とな

っています。 

図 平日の教育・保育サービスを利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日の教育・保育サービスを利用していない理由 

子どもが大きくなったら働きたい場合の、子どもの年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1%

11.9% 17.9%

12.7%

43.3%

45.5%

16.4%

12.7% 9.1%

6.0%

10.9%

4.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=67)

前回調査(N=110)

１歳未満 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳以上 無回答

71.5%

15.7%

0.0%

16.5%

6.6%

0.0%

27.7%

10.3%

82.7%

22.8%

0.0%

5.8%

10.9%

0.0%

30.6%

8.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

父母のいずれかがみている

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

園に空きがない

経済的な理由で利用できない

延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

子どもが大きくなったら働きたい

その他

今回調査(N=242) 前回調査(N=359)



39 

【定期的な教育・保育サービスの利用希望】 

問23 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、定期的

に利用したいと思う教育、保育サービスをお答えください。（○はいくつでも） 

 定期的に利用したいと思う教育・保育サービスをみると、「認定こども園または幼児園」（71.0％）

が最も多く、次いで「認定こども園や幼児園等での預かり保育（通常の就園時間を延長して預か

る事業）」（30.8％）、「保育所」（25.0％）となっています。 

 前回調査より、「認定こども園または幼児園」が 21.1ポイント増加しています。 

図 定期的な教育・保育サービスの利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.9%

30.8%

71.0%

25.0%

4.8%

2.7%

7.0%

1.1%

3.7%

7.7%

0.9%

29.8%

28.3%

49.9%

51.4%

5.9%

3.2%

10.7%

0.6%

3.9%

7.0%

2.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

幼稚園

認定こども園や幼児園等での預かり保育

認定こども園または幼児園

保育所

小規模な保育施設

家庭的保育・保育ママ

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育（ベビーシッター）

ファミリーサポートクラブ

その他

今回調査(N=753) 前回調査(N=819)



40 

【定期的な教育・保育サービスを利用したい場所】 

問23－１ 上記の教育・保育サービスを利用したい場所はどこですか。市外の場合は市町名もご

記入ください。（○は１つ） 

 定期的に教育・保育サービスを利用したい場所をみると、「加西市内」は 91.0％、「市外」は 3.3％

となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

図 定期的な教育・保育サービスを利用したい場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.0%

89.4% 2.4%

3.3% 5.7%

8.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=819)

加西市内 市外 無回答
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【教育の利用希望】 

問23－２ 問23で「１」または「２」に○をつけ、かつ３～11にも○をつけた方にうかがいます。

保育利用よりもどちらかと言えば教育利用の方を強く希望しますか。（○は１つ） 

 「幼稚園」または「認定こども園や幼児園等での預かり保育（通常の就園時間を延長して預か

る事業）」の利用希望があり、かつそれ以外の教育・保育サービスの利用もある人について、教育

利用の強い希望の有無をみると、「はい」は 35.6％、「いいえ」は 49.0％となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 教育の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.6%

49.0%

15.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

はい

いいえ

無回答

(N=298)
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⑥子育て支援サービスの利用状況について 

【「子育てひろば」等の利用状況】 

問24 お子さんは、現在、「子育てひろば」（ぜんぼうキッズ、ほくぶキッズ、いちごくらぶ、愛

の光キッズ等）の施設を利用していますか。利用されているものすべてに○をつけてくださ

い。また、おおよその利用回数をご記入ください。 

【利用状況】 

 「子育てひろば」（ぜんぼうキッズ、ほくぶキッズ、いちごくらぶ、愛の光キッズ等）の利用状

況をみると、「利用していない」（78.2％）が最も多く、次いで「子育てひろば（ぜんぼうキッズ、

ほくぶキッズ、いちごくらぶ、愛の光キッズ等）を利用している」（15.7％）、「その他市内で行わ

れている類似のサービスを利用（例：子育てサークルの広場など）」（6.4％）となっています。 

 前回調査より、「利用していない」が７ポイント増加しています。 

【利用頻度】 

 「子育てひろば（ぜんぼうキッズ、ほくぶキッズ、いちごくらぶ、愛の光キッズ等）を利用し

ている」と回答した人について週あたり利用日数をみると、「１日」（24.6％）が最も多く、次い

で「３日」（11.0％）、「２日」（10.2％）となっています。１か月あたりの利用日数をみると、「１

日」（19.5％）が最も多く、次いで「７日以上」（12.7％）、「３日」（11.9％）となっています。 

 「その他市内で行われている類似のサービスを利用（例：子育てサークルの広場など）」と回答

した人について週あたり利用日数をみると、「１日」（50.0％）が最も多くなっています。１か月

あたりの利用日数をみると、「１日」（25.0％）が最も多く、次いで「３日」及び「４日」（共に

16.7％）となっています。 

図 「子育てひろば」等の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「子育てひろば」の１週あたり利用日数 

 

 

 

 

 

15.7%

6.4%

78.2%

21.7%

8.2%

71.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

「子育てひろば」（ぜんぼうキッズ、
ほくぶキッズ、いちごくらぶ、愛の光キッズ等）

を利用している

その他市内で行われている類似のサービスを
利用（例：子育てサークルの広場など）

利用していない

今回調査(N=753) 前回調査(N=819)

24.6%

27.5% 5.1%

10.2% 11.0%

6.7%

2.5%

1.1%

3.4%

59.6%

48.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=118)

前回調査(N=178)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答
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図 「子育てひろば」の１月あたり利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 その他類似サービスの１週あたり利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 その他類似サービスの１月あたり利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

25.0%

14.9% 11.9%

6.3% 16.7%

6.0%

16.7%

14.9%
1.5% 1.5% 1.5%

47.8%

35.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=48)

前回調査(N=67)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日以上 無回答

50.0%

40.3% 1.5%

2.1%

7.5% 3.0% 47.8%

47.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=48)

前回調査(N=67)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

19.5%

15.2% 23.6%

8.5% 11.9%

15.7%

9.3%

9.0%

7.6%

2.8% 3.9%

3.4%

2.8%

12.7%

27.0%

27.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=118)

前回調査(N=178)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日以上 無回答
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【「子育てひろば」等の今後の利用意向】 

問25 問24のような施設について、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。また、おおよその利用回数をご記入ください。（○は１

つ） 

【利用意向】 

 「子育てひろば」のような施設の今後の利用意向をみると、「新たに利用したり、日数を増やし

たいとは思わない」（68.9％）が最も多く、次いで「利用していないが、今後利用したい」（14.9％）、

「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」（9.2％）となっています。 

 前回調査より「新たに利用したり、日数を増やしたいとは思わない」が 13.3ポイント増加して

います。 

【利用頻度】 

 「利用していないが、今後利用したい」と回答した人について週あたり利用日数をみると、「１

日」（51.8％）が最も多く、次いで「２日」（11.6％）となっています。１か月あたりの利用日数

をみると、「１日」（21.4％）が最も多く、次いで「４日」（15.2％）、「２日」（14.3％）となって

います。 

 すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」と回答した人について週あたり利用日数

をみると、「１日」（33.3％）が最も多く、次いで「２日」（18.8％）となっています。１か月あた

りの利用日数をみると、「２日」（17.4％）が最も多く、次いで「３日」及び「７日以上」（共に

10.1％）となっています。 

図 「子育てひろば」等の今後の利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「子育てひろば」等の新規の希望利用日数（１週あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.8%

44.5% 7.3%

11.6%
1.8%

3.7%

0.9%

44.5%

33.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=112)

前回調査(N=191)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

14.9%

23.3% 10.1%

9.2% 68.9%

55.6%

7.0%

11.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=819)

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、日数を増やしたいとは思わない 無回答
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図 「子育てひろば」等の新規の希望利用日数（１月あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

図 「子育てひろば」等の追加の希望利用日数（１週あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

図 「子育てひろば」等の追加の希望利用日数（１月あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

5.8%

6.0% 22.9%

17.4% 10.1%

4.8%

7.2%

9.6%

2.9%

1.2% 2.4%

4.3%

12.0%

10.1%

41.0%

42.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=69)

前回調査(N=83)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日以上 無回答

33.3%

24.1% 21.7%

18.8% 2.9%

2.4% 2.4% 49.4%

44.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=69)

前回調査(N=83)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

21.4%

21.5% 22.5%

14.3% 7.1%

8.4%

15.2%

13.6%

1.8%

4.2% 0.5% 3.1%

4.5%

26.2%

35.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=112)

前回調査(N=191)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日以上 無回答



46 

⑥土曜日、休日、長期休暇中の教育・保育サービスの利用状況について 

【土・日・祝日に継続して利用したい子育てサービス】 

問26 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、継続して利用したい子育てサービス

はありますか。（一時的な利用は除きます。）また、利用されたい時間帯を□に数字でご記入

ください。 

【土曜日の利用意向】 

 土曜日に継続して利用したい子育てサービスの有無をみると、「利用する必要はない」（59.2％）

が最も多く、次いで「毎月１～２回は利用したい」（29.2％）、「ほぼ毎週利用したい」（8.4％）と

なっています。 

 前回調査より、「毎月１～２回は利用したい」が 7.8ポイント増加しています。 

【土曜日の希望の利用開始時間】 

 土曜日に継続して利用したい子育てサービスがある人について、希望の利用開始時間をみると、

「８時台」（40.6％）が最も多く、次いで「９時台」（31.4％）、「７時台」（10.2％）となっています。 

 前回調査より、「８時台」が５ポイント増加、「９時台」が 6.9ポイント減少しています。 

【土曜日の希望の利用終了時間】 

 土曜日に継続して利用したい子育てサービスがある人について、希望の利用終了時間をみると、

「18時台」（25.4％）が最も多く、次いで「17時台」（19.1％）、「16時台」（18.0％）となってい

ます。 

 前回調査より、「13 時前」が 5.7 ポイント減少していますが、その他の時間帯は概ね同様の傾

向が表れています。 

図 土曜日の子育てサービスの利用意向 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の子育てサービスの希望の利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の子育てサービスの希望の利用終了時間 

 

 

 

10.3%

4.6%

3.1%

4.2% 5.7%

2.7%

5.7%

5.0%

18.0%

21.1% 18.0%

19.1%

25.3%

25.4%

4.2%

3.9%

1.1%

0.4% 13.1%

9.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=283)

前回調査(N=261)

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

0.4%

0.4%

7.7%

10.2%
40.6%

35.6%

31.4%

38.3%

4.2%

5.7% 0.4% 1.9% 0.8%

13.1%

9.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=283)

前回調査(N=261)

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

59.2%

64.1% 10.5%

8.4% 29.2%

21.4%

3.2%

4.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=819)

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 毎月１～２回は利用したい 無回答
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【日曜日・祝日の利用意向】 

 日曜日・祝日に継続して利用したい子育てサービスの有無をみると、「利用する必要はない」

（68.9％）が最も多く、次いで「毎月１～２回は利用したい」（17.0％）、「ほぼ毎週利用したい」

（1.5％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

【日曜日・祝日の希望の利用開始時間】 

 日曜日・祝日に継続して利用したい子育てサービスがある人について、希望の利用開始時間を

みると、「８時台」（34.3％）が最も多く、次いで「９時台」（32.1％）、「７時台」（10.0％）とな

っており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

【日曜日・祝日の希望の利用終了時間】 

 日曜日・祝日に継続して利用したい子育てサービスがある人について、希望の利用終了時間を

みると、「18 時台」（26.4％）が最も多く、次いで「17 時台」（17.1％）、「16 時台」（16.4％）と

なっています。 

 前回調査より、「13時前」が８ポイント減少し、｢15時台｣が 5.4ポイント増加していますが、

その他の時間帯は概ね同様の傾向が表れています。 

図 日曜日の子育てサービスの利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

図 日曜日の子育てサービスの希望の利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 日曜日の子育てサービスの希望の利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

9.3%

0.7% 10.0%
34.3%

32.6%

32.1%

37.2%

5.0%

5.4% 0.8% 0.8% 0.8%

17.9%

13.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=140)

前回調査(N=129)

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

10.1%

2.1%

2.3%

0.7% 4.3%

2.3%

9.3%

3.9%

16.4%

14.7%
18.6%

17.1%

26.4%

26.4%

7.0%

5.0% 0.7%

1.6%

17.9%

13.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=140)

前回調査(N=129)

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

68.9%

73.6% 1.3%

1.5% 17.0%

14.4%

12.6%

10.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=819)

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 毎月１～２回は利用したい 無回答
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【土・日・祝日にたまに子育てサービスを利用したい理由】 

問26－1 問26で、「３」に○をつけた方にお聞きします。毎週でなく、たまに利用したい理由は

何ですか。（○はいくつでも） 

 問 26 で子育てサービスを「毎月１～２回は利用したい」と回答した人の理由をみると、「仕事

があるため」（63.2％）が最も多く、次いで「息抜きのため」（38.3％）となっており、前回調査

と概ね同様の傾向が表れています。 

図 土・日・祝日にたまに子育てサービスを利用したい理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.2%

2.9%

38.3%

13.0%

63.7%

4.9%

34.5%

14.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

仕事があるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

今回調査(N=277) 前回調査(N=223)



49 

【長期休暇期間中の教育・保育の利用希望】 

問27 【教育を利用している人】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。希望がある場合は、利用したい時間帯を□に数字でご記入ください。（○

は１つ） 

【長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望】 

 現在、教育を利用している人について、長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望をみると、

「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」（19.3％）が最も多く、次いで「休みの期間中、週に数日

利用したい」（12.8％）、「利用する必要はない」（11.2％）となっています。 

※前回調査は幼稚園の利用者を集計対象としていましたが、今回は「幼稚園」、「認定こども園」、

「幼児園」の利用者を集計対象としたため、前回調査の比較コメントはありません。 

【長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望時間】 

 長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望がある人について、希望の利用開始時間をみると、

「８時台」（50.4％）が最も多く、次いで「９時台」（37.4％）となっています。また、利用終了

時間をみると、「16時台」（31.7％）が最も多く、次いで「18時台」（27.6％）、「17時台」（20.3％）

となっています。 

図 長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

図 長期休暇期間中の教育・保育事業の希望の利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 長期休暇期間中の教育・保育事業の希望の利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

4.2%

6.5%

4.2%

8.1%

4.2%

31.7%

29.2% 29.2%

20.3%

20.8%

27.6%
1.6% 0.8% 3.3%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=123)

前回調査(N=24)

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

8.3%

7.3% 50.4%

29.2%

37.4%

54.2%

0.8% 0.8% 3.3%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=123)

前回調査(N=24)

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

11.2%

31.7% 26.8%

19.3% 12.8%

31.7%

56.8%

9.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=384)

前回調査(N=41)

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
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【長期休暇期間中、たまに教育・保育を利用したい理由】 

問27－１ 問27で、「３」に○をつけた方にお聞きします。毎日ではなく、週に数日利用したい理

由は何ですか。（○はいくつでも） 

 長期休暇期間中の教育・保育事業を「休みの期間中、週に数日利用したい」と回答した人につ

いて、その理由をみると、「仕事があるため」（55.1％）が最も多く、次いで「息抜きのため」（42.9％）

となっています。 

※問 27により、前回調査と集計対象が異なるため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 長期休暇期間中、たまに教育・保育を利用したい理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1%

4.1%

42.9%

20.4%

69.2%

7.7%

7.7%

30.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

仕事があるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

今回調査(N=49) 前回調査(N=13)
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⑦子どもが病気の際の対応について 

【子どもが病気やケガで通常の子育てサービスが利用できなかった経験】 

問28 この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガで通常の子育てサービスが利用できなかった

ことはありますか。（○は１つ） 

 平日に幼稚園や保育所等の施設を利用している人について、この 1 年間に子どもが病気やケガ

で通常の子育てサービスが利用できなかった経験の有無をみると、「あった」が 68.0％、「なかっ

た」が 30.8％となっています。 

 前回調査より、「あった」が 5.8ポイント増加しています。 

図 子どもが病気やケガで通常の子育てサービスが利用できなかった経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.0%

62.2% 32.7%

30.8% 1.2%

5.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=510)

前回調査(N=455)

あった なかった 無回答
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【子どもが病気やケガで通常の子育てサービスが利用できなかった際の対処方法】 

問28－１ 【平日に幼稚園や保育所等の施設を利用している人】宛名のお子さんが病気やケガで、

認定こども園や保育所、幼児園等を休んだとき、どうされましたか。この１年間の対処方法

をお答えください。（○はいくつでも） 

【子どもが病気やケガで通常の子育てサービスが利用できなかった際の対処方法】 

 この１年間に子どもが病気やケガで通常の子育てサービスが利用できなかった経験があった人

について、その際の対処方法をみると、「母親が休んだ」（83.3％）が最も多く、次いで「（同居者

を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」（46.4％）、「父親が休んだ」（19.6％）となってい

ます。 

 前回調査より、「父親が休んだ」は 5.8ポイント、「母親が休んだ」は 8.7ポイント、「病児・病

後児保育を利用した」は 10.3ポイント増加しています。 

図 子どもが病気やケガで通常の子育てサービスが利用できなかった際の対処方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもが病気やケガで通常の子育てサービスが利用できなかった際の対処に要した日数】 

 父親が休んだ場合の日数をみると、「２～３日」（43.3％）が最も多く、次いで「１日」（32.8％）

となっています。 

 母親が休んだ場合の日数をみると、「２～３日」（28.4％）が最も多く、次いで「４～５日」（19.4％）、

「10～19日」（15.9％）となっています。 

 親族・知人にみてもらった日数をみると、「２～３日」（36.0％）が最も多く、次いで「４～５

日」（17.4％）、「１日」及び「10～19日」（共に 12.4％）となっています。 

 父親又は母親のうち就労していないほうがみた日数をみると、「２～３日」（37.5％）が最も多

く、次いで「１日」（25.0％）、「10～19日」（12.5％）となっています。 

19.6%

83.3%

46.4%

6.9%

11.0%

0.3%

0.3%

0.9%

13.8%

74.6%

53.7%

10.2%

0.7%

0.4%

0.0%

2.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

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・病後児保育を利用した

ファミリーサポートクラブを利用した

子どもだけで留守番をさせた

その他

今回調査(N=347) 前回調査(N=283)
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 病児・病後児保育を利用した日数をみると、「２～３日」（31.6％）が最も多く、次いで「１日」

（23.7％）、「４～５日」（18.4％）となっています。 

※「ファミリーサポートクラブを利用した」、「子どもだけで留守番をさせた」、「その他」は回答

数が少ないためコメントを省略します。 

図 父親が休んだ日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親が休んだ日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 親族・知人に子どもをみてもらった日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 就労していない親が子どもをみた日数 

 

 

 

 

 

25.0%

6.9% 17.2%

37.5% 4.2%

17.2%

8.3%

3.4%

12.5%

34.5% 6.9%

4.2%

13.8%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=24)

前回調査(N=29)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答

12.4%

11.2% 28.9%

36.0% 17.4%

15.1%

6.2%

5.9%

12.4%

27.0% 5.3%

3.1%

6.6%

12.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=161)

前回調査(N=152)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答

15.2%

13.7% 29.4%

28.4% 19.4%

20.4%

6.9%

9.0%

15.9%

14.2% 6.6%

5.5%

6.6%

8.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=289)

前回調査(N=211)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答

32.8%

25.6% 41.0%

43.3% 11.9%

17.9% 5.1%

9.0%

2.6% 7.7%

3.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=67)

前回調査(N=39)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答
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図 病児・病後児保育を利用した日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 ファミリーサポートクラブを利用した日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 子供だけで留守番をさせた日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 その他の日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3% 14.3%

66.7% 33.3%

28.6% 14.3% 14.3% 14.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=3)

前回調査(N=7)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答

100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=1)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上

100.0%

100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=1)

前回調査(N=1)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上

23.7%

50.0%

31.6% 18.4% 10.5% 7.9%

50.0%

2.6% 5.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=38)

前回調査(N=2)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答
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【病児・病後児保育施設等の利用希望】 

問28－２ 問28－１で「１」「２」のいずれかに回答した方にお聞きします。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。（○は１つ） 

【病児・病後児のための保育移設等の利用希望】 

 この１年間に子どもが病気やケガで通常の子育てサービスが利用できなかった際に父親又は母

親が休んだ人について、病児・病後児のための保育施設等の利用希望をみると、「利用したいと思

った」が 35.8％、「利用したいとは思わなかった」が 60.6％となっており、前回調査と概ね同様

の傾向が表れています。 

【病児・病後児のための保育移設等の利用頻度】 

 病児・病後児のための保育移設等の利用がある人について、年間の希望の利用頻度をみると、

「２～３日」（36.1％）が最も多く、次いで「４～５日」（13.9％）、「１日」（13.0％）となってい

ます。 

 前回調査より、「１日」が７ポイント増加しています。 

図 病児・病後児保育施設等の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

図 病児・病後児保育施設等の利用希望日数 

 

 

 

 

 

 

13.0%

6.0% 37.3%

36.1% 13.9%

19.3%

4.6%

6.0%

8.3%

12.0% 4.8%

2.8%

14.5%

21.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=108)

前回調査(N=83)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答

35.8%

39.0% 57.3%

60.6% 3.6%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=302)

前回調査(N=213)

利用したいと思った 利用したいとは思わなかった 無回答
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⑧不定期の教育・保育サービスの利用や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

【保護者の用事で不定期に利用しているサービス】 

問29 お子さんが、認定こども園や保育所、幼児園への通園や病気以外に、保護者の用事（冠婚

葬祭、家族の病気、仕事など）で不定期に利用しているサービスはありますか。（○はいくつ

でも） 

【利用状況】 

 子どもが保護者の用事で不定期に利用しているサービスをみると、「利用していない」が 95.4％

となっており、利用している人はわずかとなっています。利用しているサービスでは、「一時預か

り（私用など理由を問わずに保育所などで一時的に子どもを保育する事業」が 1.7％、「ファミリ

ーサポートクラブ（地域住民が子どもを預かる事業）」0.7％となっており、前回調査と概ね同様

の傾向が表れています。 

【利用日数】 

 一時預かりの利用者（13 件）について利用日数をみると、「20 日以上」、「１日」、「２～３日」

及び「10～19日」の順に多くなっています。 

 ファミリーサポートクラブの利用者（５件）について利用日数をみると、「２～３日」、「１日」

の順に多くなっています。 

図 保護者の用事で不定期に利用しているサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 一時預かりの利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

1.7%

0.7%

0.0%

0.0%

95.4%

3.2%

0.5%

0.0%

0.4%

91.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

一時預かり（私用など理由を問わずに
保育所などで一時的に子どもを保育する事業）

ファミリーサポートクラブ
（地域住民が子どもを預かる事業）

ベビーシッター

その他

利用していない

今回調査(N=753) 前回調査(N=819)

23.1%

19.2% 34.6%

15.4% 7.7%

7.7% 3.8%

15.4%

23.1% 11.5%

30.8% 7.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=13)

前回調査(N=26)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答
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図 ファミリーサポートクラブの利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.0%

50.0%

60.0%

25.0% 25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=5)

前回調査(N=4)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答
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【保護者の用事による子どもの一時預かり等の利用意向】 

問30 保護者の用事（冠婚葬祭、家族の病気、仕事など）のため、お子さんは年間何日くらい一

時預かり等のサービスを利用する必要があると思いますか。 

【利用意向】 

保護者の用事による子どもの一時預かり等の利用意向をみると、「利用したい」は 31.6％、「利

用する必要はない」は 63.9％となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

【利用目的】 

保護者の用事による子どもの一時預かりの利用意向がある人について利用目的をみると、「冠婚

葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」（75.6％）が最も多く、次いで「私用

（買物、習い事等、リフレッシュ目的）」（54.2％）、「不定期の就労」（32.4％）となっています。 

 前回調査より、「私用（買物、習い事等、リフレッシュ目的）」が 5.4ポイント、「不定期の就労」

が 5.2ポイント、それぞれ増加しています。 

【希望利用日数】 

保護者の用事による子どもの一時預かりの利用意向がある人について希望利用日数をみると、合

計日数は「10～19日」（29.7％）が最も多く、次いで「20日以上」（24.2％）、「４～５日」（13.1％）

となっています。前回調査では 10日以上の利用希望がある人は４割未満でしたが、今回調査では

５割を超えています。目的別にみると、「不定期の就労」で利用希望が増えています。 

私用で利用したい人の希望利用日数をみると、「10～19日」（33.3％）が最も多く、次いで「４

～５日」（20.2％）、「２～３日」（17.8％）となっています。 

冠婚葬祭等で利用したい人の希望利用日数をみると、「４～５日」（26.7％）が最も多く、次い

で「２～３日」（22.7％）、「10～19日」（19.9％）となっています。 

不定期の就労で利用したい人の希望利用日数をみると、「10～19日」（28.6％）が最も多く、次

いで「20日以上」（19.5％）、「２～３日」及び「４～５日」（共に 18.2％）となっています。 

※回答数が 20件未満の項目は、コメントを省略します。 

図 保護者の用事による子どもの一時預かり等の利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.6%

31.0% 64.6%

63.9% 4.5%

4.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=819)

利用したい 利用する必要はない 無回答
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図 保護者の用事による子どもの一時預かり等の利用目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 保護者の用事による子どもの一時預かり等の利用希望 

合計日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 私用での一時預かり等の利用希望日数  

 

 

 

 

 

 

 

図 冠婚葬祭等での一時預かり等の利用希望日数  

 

 

 

 

 

 

6.8%

3.2% 24.2%

22.7% 26.7%

22.6%

8.0%

4.3%

19.9%

27.4% 8.1%

6.8%

10.2%

9.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=176)

前回調査(N=186)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答

54.2%

75.6%

32.4%

6.3%

48.8%

73.2%

27.2%

5.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

私用

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

今回調査(N=238) 前回調査(N=254)

2.3%

4.0% 18.5%

17.8% 20.2%

21.0%

7.8%

6.5%

33.3%

34.7% 11.3%

11.6%

4.0%

7.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=129)

前回調査(N=124)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答

4.2%

0.8% 4.7%

8.9% 13.1%

6.3%

9.7%

3.9%

29.7%

23.2% 15.7%

24.2%

45.3%

10.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=236)

前回調査(N=254)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答
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図 不定期の就労での一時預かり等の利用希望日数  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 その他の目的での一時預かり等の利用希望日数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1%

6.7% 26.7%

23.1%

13.3% 13.3%

23.1%

20.0% 6.7%

7.7%

13.3%

23.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=13)

前回調査(N=15)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答

1.4% 13.0%

18.2% 18.2%

21.7%

5.2%

5.8%

28.6%

30.4% 15.9%

19.5%

11.6%

10.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=77)

前回調査(N=69)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答
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【家族以外による宿泊を伴う子どもの預かり状況】 

問31 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、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。（預け先が見つから

なかった場合も含みます。） 

【家族以外による宿泊を伴う子どもの預かり状況】 

 この１年間に子どもを泊りがけで家族以外にみてもらった経験の有無をみると、「あった」は

17.3％、「なかった」は 80.6％となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

【家族以外による宿泊を伴う子どもの預かりの対処方法】 

 家族以外による宿泊を伴う子どもの預かりがあった人について、その際の対処方法をみると、

「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」（84.6％）が最も多く、次いで「仕方なく子ども

を同行させた」（17.7％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

【家族以外による宿泊を伴う子どもの預かりの日数】 

 親族・知人にみてもらった人について、その日数をみると、「１日」（29.1％）が最も多く、次

いで「２～３日」（28.2％）、「４～５日」及び「10～19日」（共に 10.9％）となっており、前回調

査と比較すると、「１日」が 10ポイント減少、「２～３日」が 9.1ポイント増加しています。 

仕方なく子どもを同行させた人について、その日数をみると、「２～３日」（40.9％）が最も多

く、次いで「１日」（22.7％）となっています。 

※短期入所生活援助事業<ショートステイ）を利用した人（１件）の利用日数は無回答。 

※回答数が 20件未満の項目は、コメントを省略します。 

 

図家族以外による宿泊を伴う子どもの預かり状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3%

16.4% 79.9%

80.6% 2.1%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=819)

あった なかった 無回答
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図 家族以外による宿泊を伴う子どもの預かりの対処方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 親族・知人にみてもらった日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 短期入所生活援助事業<ショートステイ）以外の保育事業を利用した日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 仕方なく子どもを同行させた日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.6%

0.8%

0.8%

17.7%

0.0%

1.5%

82.1%

0.7%

2.2%

16.4%

1.5%

5.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

（同居者を含む）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

ショートステイ以外の保育事業（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

子どもだけで留守番をさせた

その他

今回調査(N=130) 前回調査(N=134)

22.7%

36.4% 27.3%

40.9% 9.1%

4.5%

4.5% 9.1%

4.5% 27.3%

13.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=22)

前回調査(N=22)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答

100.0%

33.3% 66.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=1)

前回調査(N=3)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上

29.1%

39.1% 19.1%

28.2%

17.3%

10.9%

5.5%

9.1%

7.3%

10.9% 4.5%

5.5%

7.3%

6.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=110)

前回調査(N=110)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答
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図 その他の対処方法をした日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0%

14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=2)

前回調査(N=7)

１日 ２～３日 ４～５日 ６～９日 10～19日 20日以上 無回答
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⑨小学校就学後の放課後の過ごし方について 

【小学校低学年の放課後の過ごし方】 

問32 【５歳以上】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。（○はいくつでも） 

【小学校低学年の放課後の希望の過ごし方】 

 ５歳以上の子どもについて、小学校低学年（１～３年生）のうちの放課後の希望の過ごし方を

みると、「自宅」（46.6％）が最も多く、次いで「学童保育」（41.9％）、「習い事（ピアノ教室、サ

ッカークラブ、学習塾など）」（35.8％）となっています。 

 前回調査より、「学童保育」は 9.4ポイント増加し、「自宅」は 9.5ポイント減少しています。 

図 小学校低学年の放課後の過ごし方の希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校低学年の放課後の希望の過ごし方の日数】 

 自宅で過ごすことを希望する人について、その希望日数をみると、「５日」（29.0％）が最も多

く、次いで「３日」（18.8％）、「２日」（15.9％）となっています。 

 祖父母宅や友人・知人宅で過ごすことを希望する人について、その希望日数をみると、「１日」

（36.0％）が最も多く、次いで「２日」及び「５日」（20.0％）、「３日」（12.0％）となっています。 

 習い事で過ごすことを希望する人について、その希望日数をみると、「２日」（49.1％）が最も

多く、次いで「１日」（30.2％）、「３日」（11.3％）となっています 

 学童保育で過ごすことを希望する人について、その希望日数をみると、「５日」（58.1％）が最

も多くなっています。また、希望の利用終了時間をみると、「18 時以降」（54.8％）が最も多く、

次いで「17時台」（32.3％）となっています。 

 前回調査について、学童保育の結果を比較すると、希望日数は２日以下が 10.3ポイント増加し、

「５日」は 12.2ポイント減少しています。また、希望の利用終了時間をみると「17時台」は 10.7

ポイント増加し、「18時以降」は 12.8ポイント減少しています。 

※回答数が 20件未満の項目は、コメントを省略します。 

46.6%

16.9%

35.8%

41.9%

0.0%

8.1%

19.3%

32.5%

32.5%

0.9%

7.0%

56.1%

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（ピアノ教室、サッカークラブ、
学習塾など）

学童保育

ファミリーサポートクラブ

その他（公民館、公園など）

今回調査(N=148) 前回調査(N=114)
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図 自宅で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 祖父母宅や友人・知人宅で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 学童保育で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 学童保育で過ごさせたい 

希望の学童保育終了時間 

 

 

 

 

 
2.7%

4.8% 32.3%

21.6%

54.8%

67.6%

8.1%

8.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=62)

前回調査(N=37)

15時台 16時台 17時台 18時以降 無回答

6.5%

2.7%

6.5% 9.7%

8.1%

4.8%

5.4%

58.1%

70.3% 13.5%

14.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=62)

前回調査(N=37)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

30.2%

48.6% 37.8%

49.1%

10.8%

11.3% 9.4%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=53)

前回調査(N=37)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

36.0%

27.3% 40.9%

20.0% 12.0% 4.0% 20.0%

31.8%

8.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=25)

前回調査(N=22)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

7.2%

3.1% 9.4%

15.9% 18.8%

25.0%

10.1%

15.6%

29.0%

40.6% 6.3%

18.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=69)

前回調査(N=64)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答



66 

図 その他（公民館、公園など）の場所で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.7%

25.0% 37.5%

8.3% 16.7%

25.0%

16.7%

12.5%

16.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=12)

前回調査(N=8)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答
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【小学校高学年の放課後の過ごし方】 

問33 【５歳以上】お子さんが小学校高学年（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。（○はいくつでも） 

【小学校高学年の放課後の希望の過ごし方】 

 ５歳以上の子どもについて、小学校低学年（４～６年生）のうちの放課後の希望の過ごし方を

みると、「自宅」（60.8％）が最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾

など」（43.9％）、「学童保育」（21.6％）となっています。 

 前回調査より、「学童保育」が 4.1ポイント増加しています。 

図 小学校高学年の放課後の過ごし方の希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校高学年の放課後の希望の過ごし方の日数】 

 自宅で過ごすことを希望する人について、その希望日数をみると、「５日」（37.8％）が最も多

く、次いで「３日」（23.3％）、「２日」（12.2％）となっています。 

 祖父母宅や友人・知人宅で過ごすことを希望する人について、その希望日数をみると、「１日」

（38.7％）が最も多く、次いで「５日」（25.8％）、「２日」（16.1％）となっています。 

 習い事で過ごすことを希望する人について、その希望日数をみると、「２日」（40.0％）が最も

多く、次いで「１日」（26.2％）、「３日」（18.5％）となっています。 

 学童保育で過ごすことを希望する人について、その希望日数をみると、「５日」（50.0％）が最

も多く、次いで「２日」（12.5％）となっています。また、希望の利用終了時間をみると、「18時

以降」（62.5％）が最も多く、次いで「17時台」（25.0％）となっています。 

 前回調査について、学童保育の結果を比較すると、希望日数は新たに「１日」や「３日」が増

え、「５日」は 15ポイント減少しています。また、希望の利用終了時間をみると「17時台」は 20

ポイント増加し、「18時以降」は 12.5ポイント減少しています。 

※回答数が 20件以下の項目は、コメントを省略します。 

60.8%

20.9%

43.9%

21.6%

0.7%

12.2%

17.5%

50.9%

17.5%

1.8%

12.3%

65.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、
学習塾など）

学童保育

ファミリーサポートクラブ

その他（公民館、公園など）

今回調査(N=148) 前回調査(N=114)
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図 自宅で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 祖父母宅や友人・知人宅で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 学童保育で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 学童保育で過ごさせたい 

希望の学童保育終了時間 

 

 

 

 

 
5.0%

25.0%

5.0%

62.5%

75.0%

12.5%

15.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=32)

前回調査(N=20)

15時台 16時台 17時台 18時以降 無回答

6.3%

15.0%

12.5% 9.4% 50.0%

65.0% 20.0%

21.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=32)

前回調査(N=20)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

26.2%

32.8% 41.4%

40.0% 18.5%

22.4%

1.5%

1.7%

1.5%

1.7%

12.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=65)

前回調査(N=58)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

38.7%

20.0% 40.0%

16.1% 9.7%

15.0%

25.8%

25.0%

9.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=31)

前回調査(N=20)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

6.7%

6.7% 25.3%

12.2% 23.3%

16.0%

5.6%

8.0%

37.8%

36.0% 8.0%

14.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=90)

前回調査(N=75)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答
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図 ファミサポリーサポートクラブで過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 その他（公民館、公園など）の場所で過ごさせたい日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.4%

42.9% 21.4%

11.1% 27.8%

14.3% 7.1% 14.3%

16.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=18)

前回調査(N=14)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

100.0%

50.0% 50.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=1)

前回調査(N=2)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答
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【土・日曜日の学童保育の利用希望】 

問34 【５歳以上】問32または問33で「４」に○をつけた方にうかがいます。宛名のお子さんに

ついて、土曜日と日曜日に学童保育の利用希望はありますか。（○は１つ） 

【土曜日の学童保育の利用希望】 

 宛名の子どもが小学校低学年または高学年の放課後に学童保育の利用希望がある人について、

土曜日の学童保育の利用希望をみると、「利用する必要はない」（53.2％）が最も多く、次いで「低

学年（１～３年生）の間は利用したい」（22.6％）、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」

（11.3％）となっています。 

 土曜日の学童保育の利用希望がある人について。１月あたりの利用希望日数をみると、「２日」

及び「４日以上」（共に 28.6％）が最も多く、次いで「１日」（19.0％）となっています。また、

希望の利用時間をみると、利用開始時間は「８時台」（52.4％）が最も多く、次いで「７時台」（23.8％）

となっており、利用終了時間は「18時台」（47.6％）が最も多くなっています。 

 前回調査より、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」は 4.2 ポイント、「高学年（４～６

年生）になっても利用したい」は 7.1 ポイント減少しています。利用希望日数をみると「１日」

は 11.9ポイント、「２日」は 7.2ポイント増加し、「４日以上」は 21.4ポイント減少しています。

希望の利用開始時間をみると「８時台」は 38.1ポイント、「７時台」は 9.5ポイント、それぞれ

増加しており、前回調査で最多であった「９時台」は１割未満まで減少しています。希望の利用

終了時間をみると、「18時台」は 19ポイント増加し、「17時台」は 19.1ポイント減少しています。 

図 土曜日の学童保育の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の学童保育の希望利用日数 

 

 

 

 

 

19.0%

7.1% 21.4%

28.6% 9.5%

14.3%

28.6%

50.0%

14.3%

7.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=21)

前回調査(N=14)

１日 ２日 ３日 ４日以上 無回答

22.6%

18.4% 18.4%

11.3% 53.2%

44.7%

12.9%

18.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=62)

前回調査(N=38)

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答
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図 土曜日の学童保育の希望利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の学童保育の希望利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日曜日の学童保育の利用希望】 

 宛名の子どもが小学校低学年または高学年の放課後に学童保育の利用希望がある人について、

日曜日の学童保育の利用希望をみると、「利用する必要はない」（72.6％）が最も多く、次いで「低

学年（１～３年生）の間は利用したい」及び「高学年（４～６年生）になっても利用したい」（共

に 8.1％）となっています。 

 日曜日の学童保育の利用希望がある人（10件）について。１月あたりの利用希望日数をみると、

「１日」が４件、「２日」が３件、「４日以上」が１件となっています。また、希望の利用時間を

みると、利用開始時間は「７時台」及び「８時台」がそれぞれ４件ずつ、利用終了時間は「18時

台」が７件、「19時台」が１件となっています。 

 前回調査より、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」は 5.5ポイント増加しましたが、

利用希望がある人は１割未満となっています。 

※回答数が少ないため、希望の利用日数と利用時間帯の前回調査との比較は省略します。 

図 日曜日の学童保育の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3%

4.8%23.8% 52.4%

14.3% 50.0% 7.1%

19.0%

14.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=21)

前回調査(N=14)

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

8.1%

7.9% 2.6%

8.1% 72.6%

71.1%

11.3%

18.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=62)

前回調査(N=38)

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

7.1%

4.8% 4.8%

7.1%

4.8%

7.1% 28.6%

9.5%

28.6%

47.6%

7.1%

9.5% 19.0%

14.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=21)

前回調査(N=14)

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
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図 日曜日の学童保育の希望利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 日曜日の学童保育の希望利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 日曜日の学童保育の希望利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.0% 25.0% 25.0%

70.0%

25.0%

10.0% 20.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=10)

前回調査(N=4)

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

25.0%

40.0% 40.0%

25.0% 50.0%

20.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=10)

前回調査(N=4)

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

40.0%

50.0%

30.0%

50.0%

10.0% 20.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=10)

前回調査(N=4)

１日 ２日 ３日 ４日以上 無回答



73 

【長期休暇中の学童保育の利用希望】 

問35 お子さんが夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中、学童保育の利用希望はありますか。

（○は１つ） 

 子どもが長期休暇中の学童保育の利用希望をみると、「利用する必要はない」（27.7％）が最も

多く、次いで「低学年（１～３年生）の間は利用したい」（26.4％）、「高学年（４～６年生）にな

っても利用したい」（24.3％）となっています。 

 長期休暇中の学童保育の利用希望がある人について、１月あたりの利用希望日数をみると、「５

日」（74.7％）が最も多くなっています。また、希望の利用時間をみると、利用開始時間は「８時

台」（58.7％）が最も多く、次いで「９時台」（18.7％）、「７時台」（14.7％）となっており、利用

終了時間は「18時台」（41.3％）が最も多く、次いで「17時台」（28.0％）、「16時台」（12.0％）

となっています。 

 前回調査と比較すると、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」、「高学年（４～６年生）に

なっても利用したい」共に、やや増加しています。 

※回答数が少ないため、希望の利用日数と利用時間帯の前回調査との比較は省略します。 

図 長期休暇中の学童保育の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 長期休暇中の学童保育の希望利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 長期休暇中の学童保育の希望利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

2.0% 12.2%

14.7% 58.7%

51.0%

18.7%

26.5% 4.1%

1.3% 6.7%

4.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=75)

前回調査(N=49)

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

2.0%

1.3% 2.7%

6.1%

5.3%

6.1%

74.7%

67.3% 10.2%

9.3%

8.2%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=75)

前回調査(N=49)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

26.4%

21.9% 21.1%

24.3%

36.0%

27.7%

21.1%

21.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=148)

前回調査(N=114)

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答
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図 長期休暇中の学童保育の希望利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0%

2.7% 2.7%

2.0%

12.0%

10.2%
32.7%

28.0%

40.8%

41.3%

8.2%

6.7% 6.7%

4.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=75)

前回調査(N=49)

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
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⑩職場の両立支援制度について 

【母親の育児休業取得状況】 

問36 【母親】お子さんが生まれた時、育児休業を取得しましたか。（○は１つ） 

 母親の育児休業取得状況をみると、「働いていなかった」（44.9％）が最も多く、次いで「取得

した（取得中である）」（37.8％）、「取得していない」（16.3％）となっています。 

 前回調査より、「取得した（取得中である）」は 17ポイント、「働いていなかった」は 29.4ポイ

ント、それぞれ増加しています。 

図 母親の育児休業取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.8%

54.8% 28.1%

16.3% 44.9%

15.5%

0.9%

1.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=815)

取得した（取得中である） 取得していない 働いていなかった 無回答



76 

【母親の職場復帰時の子どもの年齢】 

問37 【母親】育児休業からは、「希望」に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。

□に数字でご記入ください。 

 育児休業を取得した母親について、職場復帰時の子どもの年齢をみると、「７か月～１歳」

（49.8％）が最も多く、次いで「１歳１か月～１歳６か月」（18.9％）、「６か月以下」（7.4％）と

なっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

 また、職場復帰時の子どもの希望の年齢をみると、「７か月～１歳」（30.5％）が最も多く、次

いで「２歳１か月以上」（20.0％）、「１歳１か月～１歳６か月」（15.1％）となっており、前回調

査と概ね同様の傾向が表れています。 

図 母親の職場復帰時の子どもの年齢（実際） 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親の職場復帰時の子どもの年齢（希望） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8%

1.3% 29.3%

30.5% 15.1%

14.4%

14.4%

13.5%

20.0%

24.9% 16.6%

17.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=285)

前回調査(N=229)

６か月以下 ７か月～１歳 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

7.4%

10.5% 50.2%

49.8% 18.9%

16.6%

6.7%

7.0%

7.4%

8.7% 7.0%

9.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=285)

前回調査(N=229)

６か月以下 ７か月～１歳 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
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【母親が希望の時期に職場復帰しなかった理由】 

問37－1 【母親】希望の時期に職場復帰しなかった理由は何ですか。（○はいくつでも） 

【職場復帰が希望より早かった理由】 

 育児休業からの職場復帰が希望より早かった人について、その理由をみると、「人事異動や業務

の節目の時期に合わせるため」（36.6％）が最も多く、次いで「経済的な理由で早く復帰する必要

があったため」（31.7％）、「希望する保育所に入るため」（21.1％）となっています。 

 前回調査より、「希望する保育所に入るため」が 12.3ポイント増加しています。 

【職場復帰が希望より遅かった理由】 

 育児休業からの職場復帰が希望より遅かった人（17 件）について、その理由をみると、「希望

する保育所に入れなかったため」、「子どもをみてくれる人がいなかったため」の順に多くなって

います。 

※回答数が少ないため、前回調査との比較コメントは省略します。 

図 母親が希望の時期より早く職場復帰した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親が希望の時期より遅く職場復帰した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.9%

0.0%

5.9%

0.0%

23.5%

17.6%

30.0%

40.0%

10.0%

0.0%

0.0%

10.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 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

今回調査(N=17) 前回調査(N=10)

21.1%

7.0%

31.7%

36.6%

19.7%

8.8%

7.2%

32.8%

41.6%

22.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があったため

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

今回調査(N=142) 前回調査(N=125)
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【母親が育児休業を取得していない理由】 

問38 【母親】育児休業を取得していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 育児休業を取得していない母親について、その理由をみると、｢子育てや家事に専念するため退

職した｣（36.6％）が最も多く、次いで「職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがな

かった）」（34.1％）、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」（21.1％）となっています。 

 前回調査より、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が 9.2 ポイント、「職場に育児

休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）」が 19.8 ポイント、それぞれ増加していま

す。また、｢子育てや家事に専念するため退職した｣は 7.8ポイント減少しています。 

図 母親が育児休業を取得していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1%

9.8%

2.4%

0.0%

5.7%

5.7%

11.4%

36.6%

34.1%

7.3%

1.6%

17.1%

11.9%

7.9%

4.0%

0.0%

4.8%

4.8%

11.1%

44.4%

14.3%

9.5%

0.8%

11.1%

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

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

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、祖父母等にみてもらえた

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

今回調査(N=123) 前回調査(N=126)
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【父親の育児休業取得状況】 

問39 【父親】お子さんが生まれた時、育児休業を取得しましたか。（○は１つ） 

 父親の育児休業の取得状況をみると、「取得していない」（87.0％）が最も多く、「取得した（取

得中である）」は 2.0％となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

図 父親の育児休業取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0%

1.8% 90.4%

87.0% 6.1%

0.1%

4.9%

7.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=708)

前回調査(N=780)

取得した（取得中である） 取得していない 働いていなかった 無回答



80 

【父親の職場復帰時の子どもの年齢】 

問40 【父親】育児休業からは、「希望」に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。

□に数字でご記入ください。 

 育児休業を取得した父親（14 件）について、職場復帰時の子どもの年齢をみると、「６か月以

下」及び「７か月～１歳」、「２歳１か月以上」の順に多くなっています。 

 また、職場復帰時の子どもの希望の年齢をみると、「６か月以下」及び「７か月～１歳」、「２歳

１か月以上」の順に多くなっています。 

※回答数が少ないため、前回調査との比較コメントは省略します。 

図 父親の職場復帰時の子どもの年齢（実際） 

 

 

 

 

 

 

 

図 父親の職場復帰時の子どもの年齢（希望） 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.4%

7.1% 14.3%

21.4% 14.3%

7.1% 71.4%

42.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=14)

前回調査(N=14)

６か月以下 ７か月～１歳 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

35.7%

21.4%

35.7% 7.1%

14.3% 64.3%

21.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=14)

前回調査(N=14)

６か月以下 ７か月～１歳 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
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【父親が希望の時期に職場復帰しなかった理由】 

問40-1 【父親】希望の時期に職場復帰しなかった理由は何ですか。（○はいくつでも） 
【職場復帰が希望より早かった理由】 

 育児休業からの職場復帰が希望より早かった人（４件）について、その理由をみると、「希望す

る保育所に入るため」、「経済的な理由で早く復帰する必要があったため」、「人事異動や業務の節

目の時期に合わせるため」となっています。 

※回答数が少ないため、前回調査との比較コメントは省略します。 

図 父親が希望の時期より早く職場復帰した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.0%

0.0%

25.0%

25.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 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ため

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

今回調査(N=4) 前回調査(N=2)
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【父親が育児休業を取得していない理由】 

問41 【父親】育児休業を取得していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 
 育児休業を取得していない父親について、その理由をみると、「配偶者、祖父母等にみてもらえ

た」（58.3％）が最も多く、次いで「仕事が忙しかった」（41.7％）、「職場に育児休業を取りにく

い雰囲気があった」（34.3％）となっています。 

 前回調査より、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が 5.8 ポイント、「仕事が忙し

かった」8.7ポイント、「配偶者、祖父母等にみてもらえた」が 7.8ポイント、それぞれ増加して

います。 

図 父親が育児休業を取得していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.3%

41.7%

0.3%

5.2%

32.6%

3.7%

58.3%

0.6%

17.4%

0.5%

2.6%

7.8%

28.5%

33.0%

0.9%

3.8%

29.2%

1.3%

50.5%

1.1%

15.2%

0.3%

2.7%

5.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

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、祖父母等にみてもらえた

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

今回調査(N=616) 前回調査(N=705)
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⑪加西市の子育て支援について 

【子育ての不安や負担】 

問42 あなたは、子育てについて不安や負担を感じますか。（○はいくつでも） 

 子育てについて感じる不安や負担をみると、「子育て（教育）にかかる経済的負担が大きいから」

（53.3％）が最も多く、次いで「仕事と子育ての両立が難しいから」（44.9％）、「子どもに関する

犯罪や事故が増加していると感じるから」（33.5％）となっています。 

 前回調査より、｢子どもの健康や発達に不安を感じるから｣が５ポイント、「自分のための時間が

もてないから」が 4.3ポイント、それぞれ増加しています。一方、「地域医療体制への不安を感じ

るから」は 6.9 ポイント、「安全な遊び場や児童館など、子どもの居場所が身近にないから」は

6.8 ポイント、「安全な通園・通学ができる歩道や防犯施設等の整備が進んでいないから」は 6.2

ポイント、それぞれ減少しています。 

図 子育ての不安や負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.3%

44.9%

18.6%

11.4%

13.5%

24.2%

5.7%

19.9%

28.2%

33.5%

1.5%

18.5%

4.0%

11.2%

50.4%

41.5%

13.6%

18.3%

12.0%

31.0%

5.4%

26.1%

31.9%

31.6%

2.9%

14.2%

3.7%

9.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

子育て（教育）にかかる経済的負担が大きいから

仕事と子育ての両立が難しいから

子どもの健康や発達に不安を感じるから

地域医療体制への不安を感じるから

保育サービスや施設が利用しにくいから

安全な遊び場や児童館など、子どもの居場所が
身近にないから

相談相手や手助けしてくれる人がいないから

安全な通園・通学ができる歩道や防犯施設等の
整備が進んでいないから

子どもの教育やいじめなどが心配だから

子どもに関する犯罪や事故が増加していると
感じるから

身近に自然や伝統文化とふれあう機会がないから

自分のための時間がもてないから

その他

不安や負担は感じない

今回調査(N=753) 前回調査(N=819)
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【子育てをする上で不便なこと】 

問43 子育てする上で不便に思うことは何ですか。（○は３つまで） 

 子育てをする上で不便に思うことをみると、「子どもの遊び場が少ない」（40.4％）が最も多く、

次いで「経済的な理由（公共料金が高いなど）」（33.5％）、「買い物等が不便」（23.8％）となって

います。 

 前回調査より、「子育て支援サービスの不足」は 8.2ポイント、「交通面で不便」は 12.1ポイン

ト、「道路整備などの安全面」は 6.7ポイント、「経済的な理由（公共料金が高いなど）」は 5.1ポ

イント、「子どもの防犯対策」は 8ポイント、それぞれ増加しています。 

図 子育てをする上で不便なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5%

12.7%

23.8%

40.4%

23.2%

13.7%

16.1%

33.5%

8.2%

5.6%

5.3%

11.7%

20.7%

23.0%

7.2%

8.2%

3.5%

8.3%

0.0%

10.1%

38.0%

11.1%

10.0%

9.4%

28.4%

4.3%

0.0%

0.0%

5.7%

12.7%

23.9%

5.0%

4.9%

2.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

子育て支援サービスの不足

子育て支援に関する情報の不足

買物等が不便

子どもの遊び場が少ない

交通面で不便

教育環境が心配

道路整備などの安全面

経済的な理由（公共料金が高いなど）

地域の人々の交流が少ない

子どもが参加できる地域活動が少ない

子育ての悩みなどを地域の人と共有する機会が少ない

外出先の子育て家庭への配慮が不足（トイレなど）

子どもの防犯対策

小児医療体制が心配

職場環境の子育てへの理解不足

市内に働く場所がない（職場が遠い）

その他

今回調査(N=752) 前回調査(N=819)
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【加西市での子育ての満足度】 

問44 加西市での子育てに満足していますか。（○は１つ） 

 加西市での子育ての満足度をみると、「どちらともいえない」（40.1％）が最も多く、次いで「ど

ちらかといえば満足」（38.4％）、「どちらかといえば不満」（8.6％）となっています。 

 「満足」と「どちらかといえば満足」を合わせると（以下、加西市での子育てに満足している

人）、45.4％となっています。 

 前回調査より、加西市での子育てに満足している人は 14.7ポイント増加しています。 

図 加西市での子育ての満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0%

27.0%3.7%

38.4% 40.1%

47.5%

8.6%

14.9%

4.6%

5.6% 1.3%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=753)

前回調査(N=819)

満足 どちらかといえば満足 どちらともいえない どちらかといえば不満 不満 無回答
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【加西市での子育ての意向】 

問45 加西市での今後の子育ての意向をお聞かせください。（○は１つ） 

 加西市での今後の子育ての意向をみると、「これからも加西市内の現在住んでいる地域で子育て

したい」（79.9％）が最も多く、次いで「時期は未定だが市外へ引っ越して子育てしたい」（8.9％）

となっています。 

 「今後は子どもの進学を機に市外へ引っ越して子育てしたい」と「時期は未定だが市外へ引っ

越して子育てしたい」を合わせると（以下、市外での子育ての意向がある人）、12.2％となってい

ます。 

※新規設問のため、前回調査の比較コメントはありません。 

図 加西市での子育ての意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.9%

2.8%

3.3%

8.9%

5.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

これからも加西市内の現在住んでいる地域で
子育てしたい

今後は加西市内の別の地域で子育てしたい

今後は子どもの進学を機に市外へ引っ越して
子育てしたい

時期は未定だが市外へ引っ越して子育てしたい

無回答

(N=753)
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☆集計中【子育ての環境や支援に関してのご意見】 

問46 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、

ご自由にご記入ください。 
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（２）小学生調査結果 

①居住地域について 

【居住地域】 

問１ あなたのお住まいの地域をお答えください。（○は１つ） 

 居住地域をみると、「北条中学校区」（41.5％）が最も多く、次いで「加西中学校区」（22.9％）、

「泉中学校区」（19.1％）となっています 

図 居住地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.5%

17.2% 9.9%

14.0%

8.7%

22.9%

15.7%

19.1% 0.2% 2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

北条中学校区（北条小学校区、北条東小学校区、富田小学校区）

善防中学校区（賀茂小学校区、下里小学校区）

加西中学校区（九会小学校区、富合小学校区）

泉中学校区（日吉小学校区、宇仁小学校区、西在田小学校区、泉小学校区）

わからない

無回答
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②子どもと家族の状況について 

【子どもの学年】 

問２ 宛名のお子さんの生年月を□に数字でご記入ください。 

 宛名の子どもの生年月から学年を算出したところ、「６年生」（18.7％）が最も多く、次いで「２

年生」（17.5％）、「５年生」（17.2％）となっています。 

図 子どもの学年 

 

 

 

 

 

 

 

16.3%

17.6% 18.3%

17.5% 15.8%

22.3%

14.0%

16.9%

17.2%

23.3% 0.5%

18.7%

1.0%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 無回答
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【子どもの人数及び末子の年齢】 

問３ お子さんは何人いますか。２人以上いる場合は、いちばん下のお子さんの生年月を□に数

字でご記入ください。 

 子どもの人数をみると、「２人」（50.4％）が最も多く、次いで「３人」（24.7％）、「１人」（20.1％）

となっています。また、末子の生年月から末子の年齢を算出したところ、「９～11歳」（61.4％）

が最も多く、次いで「６～８歳」（34.2％）となっています。 

図 子どもの人数 

 

 

 

 

 

 

 

図 末子の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4%

0.4%

0.4%

0.2%
34.2%

54.8%

61.4%

36.0%

3.8%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=453)

前回調査(N=480)

０～２歳 ３～５歳 ６～８歳 ９～11歳 無回答

20.1%

15.9% 51.2%

50.4% 24.7%

27.0%

3.7%

4.0%

0.5%

1.4%0.5%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答
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【回答者】 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。（○は１つ） 

 回答者をみると、「母親」（92.1％）が最も多くなっています。 

図 回答者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.1%

88.0% 11.0%

6.7% 1.1%

1.0%

0.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

母親 父親 その他 無回答
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【回答者の配偶関係】 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶者についてお答えください。（○は１つ） 

 回答者の配偶関係をみると、「配偶者がいる」が 88.1％、「配偶者はいない」が 11.7％となって

います。 

図 回答者の配偶関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.1%

88.7% 9.8%

11.7% 0.2%

1.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答
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【主たる育児者】 

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。（○は１つ） 

 子どもの主たる育児者をみると、「父母ともに」（49.6％）が最も多く、次いで「主に母親」（45.4％）

となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

図 主たる育児者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.6%

45.8% 45.8%

45.4%
1.4%

1.2%

3.0%

4.5%

0.7%

1.2% 1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答



94 

③子どもの育ちをめぐる環境について 

【子育て（教育）に日常的に関わっている人（施設）】 

問７ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）です

か。（○はいくつでも） 

 子どもの子育て（教育）に日常的に関わっている人をみると、「母親」（92.6％）が最も多く、

次いで「小学校」（59.4％）、「父親」（49.9％）となっています。 

 前回調査より、「父親」が 4.5ポイント減少しています。 

図 子育て（教育）に日常的に関わっている人（施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.6%

49.9%

38.4%

59.4%

6.3%

54.4%

39.7%

55.7%

4.5%

93.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

母親

父親

祖父母

小学校

その他

今回調査(N=571) 前回調査(N=574)
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【子育て（教育）に影響する環境】 

問８ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に、大きく影響すると思われる環境はどれですか。 

（○はいくつでも） 

 子どもの子育て（教育）に大きく影響すると思う環境をみると、「家庭」（94.6％）が最も多く、

次いで「小学校」（88.6％）、「地域」（37.0％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れ

ています。 

図 子育て（教育）に影響する環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.6%

37.0%

88.6%

11.7%

4.9%

40.9%

92.0%

13.6%

3.5%

95.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

家庭

地域

小学校

保育所、幼稚園、認定こども園、幼児園

その他

今回調査(N=571) 前回調査(N=574)
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【親族・知人による子育ての協力状況】 

問９ 日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。（○はいくつでも） 

 子どもをみてもらえる親族・知人の有無をみると、「日常的に子どもをみてもらえる祖父母等の

親族がいる」（59.4％）が最も多く、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

祖父母等の親族がいる」（46.2％）、「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」（19.1％）となっています。 

 前回調査より、「日常的に子どもをみてもらえる祖父母等の親族がいる」は 5.2 ポイント、「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」は 5.3 ポイント増加してい

ます。「いずれもいない」はやや増加しています。 

図 親族・知人による子育ての協力状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.4%

46.2%

5.3%

19.1%

7.0%

49.7%

4.2%

13.8%

5.7%

54.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

日常的に子どもをみてもらえる祖父母等の
親族がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみて
もらえる祖父母等の親族がいる

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

今回調査(N=571) 前回調査(N=574)
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【子育てをしていて地域に支えられている感覚の有無】 

問10 日頃、子育てをしていて地域の人に「支えられている」と感じることはありますか。（○は

１つ） 

 子育てをしていて地域の人に「支えられている」という感覚の有無をみると、「やや感じる」

（46.8％）が最も多く、次いで「あまり感じない」（25.6％）、「感じる」（20.3％）となっていま

す。「感じる」と「やや感じる」を合計すると（以下、子育てをしていて地域に支えられていると

感じる人）、67.1％となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 子育てをしていて地域に支えられている感覚の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3%

46.8%

25.6%

6.8%

0.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

感じる

やや感じる

あまり感じない

感じない

無回答

(N=571)
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【子育ての楽しさ・不安の程度】 

問11 子育ては、楽しいときもあれば、不安又は負担を感じるときもありますが、一番近いお気

持ちを教えてください。（○は１つ） 

 子育ての楽しさや不安・負担をみると、「楽しい」（40.5％）が最も多く、次いで「少し不安又

は負担を感じる」（38.5％）、「とても楽しい」（16.5％）となっています。「とても楽しい」と「楽

しい」を合計すると（以下、子育てが楽しい人）57.0％となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 子育ての楽しさ・不安の程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5%

40.5%

38.5%

4.0%

0.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

とても楽しい

楽しい

少し不安又は負担を感じる

とても不安又は負担を感じる

無回答

(N=571)
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【不安等の感情を子どもに向けてしまうこと】 

問12 不安やイライラなどの感情を子どもに向けてしまうことはありますか。（○は１つ） 

 不安やイライラなどの感情を子どもに向けてしまうことの有無をみると、「ときどきある」

（68.0％）が最も多く、次いで「ほとんどない」（16.3％）、「よくある」（12.4％）となっていま

す。「よくある」と「ときどきある」を合計すると（以下、不安等の感情を子どもに向けてしまう

ことがある人）、80.4％となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 不安等の感情を子どもに向けてしまうこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4%

68.0%

16.3%

3.0%

0.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

よくある

ときどきある

ほとんどない

ない

無回答

(N=571)
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【障害者手帳の所持状況】 

問13 お子さんは療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちですか。（○は１

つ） 

 子どもの障害者手帳の所持状況をみると、「持っている」が 3.7％、「持っていない」が 95.8％

となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 障害者手帳の所持状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7%

95.8%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

持っている

持っていない

無回答

(N=571)
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【子育てについて相談できる人・場所の有無】 

問14 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。（○は１つ） 

 子育てについて相談できる人や場所の有無をみると、「いる／ある」が 97.0％となっており、

前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

図 子育てについて相談できる人・場所の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.0%

96.3% 2.1%

2.1% 0.9%

1.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

いる／ある いない／ない 無回答
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【子育ての相談相手（場所）】 

問14-1 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。（○はいくつで

も） 

 子育てについて相談できる人・場所がある人について、その具体をみると、「配偶者・パートナ

ー」（74.7％）が最も多く、次いで「祖父母等の親族」（70.0％）、「友人や知人」（68.2％）となっ

ています。 

 前回調査より、「友人や知人」が 18.3ポイント増加しています。「加西市の担当窓口（こども未

来課・健康課など）」は前回調査からやや増加しましたが、大きな変化はみられません。 

図 子育ての相談相手（場所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.7%

70.0%

68.2%

6.9%

33.8%

29.4%

5.8%

0.4%

2.0%

3.2%

65.8%

49.9%

9.4%

28.2%

24.2%

4.3%

0.0%

0.9%

2.2%

78.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

配偶者・パートナー

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

職場の人

学校の先生

医師、保健師、看護師、栄養士など

民生委員・児童委員

加西市の担当窓口
（こども未来課・健康課など）

その他

今回調査(N=554) 前回調査(N=553)
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☆集計中【子育てに必要な周囲からのサポート】 

問15 子育てをする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのようなサポートがあれば

よいとお考えでしょうか。自由にお書きください。 

 



104 

④保護者の就労状況について 

【母親の就労状況】 

問16 【母親】お子さんの母親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えください。

（○は１つ） 

 母親の就労状況をみると、「パートタイム（「フルタイム以外」）で働いている」（46.8％）が最

も多く、次いで「フルタイムで働いている」（38.8％）、「以前は就労していたが、現在は働いてい

ない」（9.0％）となっています。フルタイムで働いている人は 39.0％、パートタイムで働いてい

る人は 47.2％となっており、働いている人は 86.2％となっています。また、働いていない人は

10.8％となっています。 

 前回調査より、「フルタイムで働いている」が 6.2ポイント増加しています。 

図 母親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.8%

32.6% 0.2%

0.2% 46.8%

49.3%

0.4%

0.4%

9.0%

11.3%
2.7%

1.8%

3.5%

3.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=564)

前回調査(N=564)

フルタイムで働いている

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

パートタイムで働いている

パートタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答
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【と就労時間】 

問16-1-(1) 【母親】１週間の就労日数、１日の就労時間（残業時間を含む）を□にご記入くだ

さい。 

【母親の就労日数】 

 働いている母親について、１週間の就労日数をみると、｢５日｣（67.5％）が最も多く、次いで｢４

日｣（13.6％）、｢６日｣（7.8％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

【母親の就労時間】 

 上記の母親について、１日の就労時間をみると、｢８～９時間｣（27.8％）が最も多く、次いで｢５

～６時間｣（18.9％）、｢６～７時間｣（16.3％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れ

ています。 

図 母親の就労日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親の就労時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5%

11.4% 17.0%

18.9% 16.3%

21.1%

9.7%

10.5%

27.8%

24.5%
4.5%

6.8%

5.4%

4.9%

0.9%

0.8% 2.1%

1.5%

2.3%

3.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=486)

前回調査(N=465)

５時間未満 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間 ８～９時間 ９～10時間 10～11時間

11～12時間 12時間以上 無回答

0.9%

0.8%

1.5%

1.0% 7.6%

5.4%

13.6%

15.1%

67.5%

65.2%
10.1%

7.8%

0.6%

0.4%

1.3%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=486)

前回調査(N=465)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答
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【母親の家を出る時刻と帰宅時刻】 

問16-1-(2) 【母親】家を出る時刻と帰宅時刻を□にご記入ください。 

【家を出る時刻】 

 働いている母親について、家を出る時刻をみると、｢８時台（52.1％）が最も多く、次いで｢７

時台｣（20.6％）、｢９時台｣（15.6％）となっています。 

 前回調査より、「７時台」が 7.3ポイント増加し、「９時台」が 6.8ポイント減少しています。 

【帰宅時刻】 

 上記の母親について、帰宅時刻をみると、｢18 時前｣（53.5％）が最も多く、次いで｢18 時台｣

（25.5％）、｢19時台｣（10.5％）となっています。 

 前回調査より、「18時台」が 5.3ポイント増加しています。 

図 母親の家を出る時刻 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親の帰宅時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.5%

55.3%
20.2%

25.5% 10.5%

10.8%

4.1%

5.6%

0.8%

1.9% 0.6%

0.2% 0.2%

0.2% 0.4%

1.0% 4.1%

4.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=486)

前回調査(N=465)

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

0.4%

0.4% 1.1%

0.6% 20.6%

13.3%

52.1%

51.2%

15.6%

22.4% 6.9%

6.8%

4.7%

3.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=486)

前回調査(N=465)

６時前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答
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【母親のフルタイムへの転換希望】 

問17 【母親】フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はありますか。

（○は１つ） 

 パートタイムで働いている母親について、フルタイムへの転換希望をみると、｢このままパート

タイムで働き続けることを希望｣（62.4％）が最も多く、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｣（27.1％）、｢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｣（6.4％）となっています。 

 前回調査より、｢このままパートタイムで働き続けることを希望｣が 4.9 ポイント増加していま

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｣は 3.6 ポイント減少し、１割未

満となっています。 

図 母親のフルタイムへの転換希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4%

10.0% 26.8%

27.1% 62.4%

57.5%

1.9%

2.1%

2.3%

3.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=266)

前回調査(N=280)

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

このままパートタイムで働き続けることを希望

仕事をやめて育児・家事・介護に専念したい

無回答
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【母親の就労希望】 
問18 働きたいという希望はありますか。（○は１つ）また、□に数字でご記入ください。 

 働いていない母親について、就労希望をみると、「育児・家事・介護などに専念したい（就労の

予定はない）｣（52.5％）が最も多く、次いで｢すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい｣（24.6％）、

｢一番下の子どもが大きくなったら働きたい｣（19.7％）となっています。 

 また、「一番下の子どもが大きくなったら働きたい」と回答した人（12 件）について、就労を

希望する時の子どもの年齢をみると、「12～13歳」が７件となっています。 

 前回調査より、無回答が大きく減少したため、全ての選択肢で割合が増加しています。無回答

を除いて構成比を算出すると、「育児・家事・介護などに専念したい（就労の予定はない）｣が 9.8

ポイント増加、「すぐにでも、もしくは一年以内に就労したい」は 7.9ポイント減少しています。 

図 母親の就労希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 母親の就労希望 

 

 

 

 

 

 

図 母親の就労希望時期の子どもの年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0% 10.0%

58.3%

30.0%

8.3%

30.0% 20.0%

8.3% 25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=12)

前回調査(N=10)

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

52.5%

25.3% 12.7%

19.7% 24.6%

19.0%

3.3%

43.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=61)

前回調査(N=79)

育児・家事・介護などに専念したい（就労の予定はない）

一番下の子どもが大きくなったら働きたい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

回答数 構成比 回答数 構成比

育児・家事・介護などに専念したい（就労の予

定はない）
32 54.2% 20 44.4%

一番下の子どもが大きくなったら働きたい 12 20.3% 10 22.2%

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 15 25.4% 15 33.3%

合計 59 100.0% 45 100.0%

今回調査 前回調査
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【母親の希望の就労形態】 

問18-1 【母親】希望する就労形態をお答えください。（○は１つ） 

【就労形態】 

 問 18 で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した人（15 件）について、希

望の就労形態をみると、「フルタイム」が３件、「パートタイム」が 12件となっています。 

【就労日数】 

 上記の人のうち、パートタイム希望者（12 件）の希望の就労日数をみると、｢３日｣、｢５日｣、

「４日」の順に多くなっています。 

【就労時間】 

 上記の人のうち、パートタイム希望者（12 件）の希望の就労時間をみると、「５時間」、「４時

間」の順に多くなっています。 

※回答数が少ないため、前回調査との比較コメントは省略します。 

図 母親の希望の就労形態 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親の希望の就労日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 母親の希望の就労時間 

 

 

 

 

 

 

8.3% 16.7%

18.2%

66.7%

36.4% 27.3% 9.1%

8.3%

9.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=12)

前回調査(N=11)

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

8.3% 50.0%

27.3%

16.7%

9.1%

25.0%

63.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=12)

前回調査(N=11)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日

20.0%

20.0% 73.3%

80.0%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=15)

前回調査(N=15)

フルタイム パートタイム 無回答
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【父親の就労状況】 

問19 お子さんの父親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えください。（○は１

つ） 

 父親の就労状況をみると、｢フルタイムで働いている｣（87.3％）が最も多くなっています。フ

ルタイムで働いている人とパートタイムで働いている人を合わると、働いている人は 87.7％とな

っており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

図 父親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.3%

91.9%

0.2% 0.2%

0.4%

0.4%

0.8%

12.0%

6.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=518)

前回調査(N=533)

フルタイムで働いている

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

パートタイムで働いている

パートタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答
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【父親の就労日数と就労時間】 

問19-1-(1) 【父親】１週間の就労日数、１日の就労時間（残業時間を含む）を□にご記入くだ

さい。 

【父親の就労日数】 

 働いている父親について、１週間の就労日数をみると、｢５日｣（63.9％）が最も多く、次いで｢６

日｣（30.4％）となっています。 

 前回調査より、「５日」が 5.4ポイント増加しています。 

【父親の就労時間】 

 上記の父親について、１日の就労時間をみると、｢８～９時間｣（30.6％）が最も多く、次いで

「10～11時間」（28.9％）、「12時間以上」（15.4％）となっています。 

 前回調査と比べて、10時間以上の割合は変化がみられませんが、「12時間以上」が 6.1ポイン

ト減少し、「10～11時間」が 8.8ポイント増加しています。 

図 父親の就労日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 父親の就労時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4% 0.2%

0.2%

0.2%

0.7%

1.0%

30.6%

28.7%
15.9%

13.2%

20.1%

28.9%

6.5%

5.3% 15.4%

21.5%

5.7%

5.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=454)

前回調査(N=492)

５時間未満 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間 ８～９時間 ９～10時間 10～11時間

11～12時間 12時間以上 無回答

0.2%

0.2% 0.2% 0.4%

1.4%

1.3%

0.6%

63.9%

58.5% 33.9%

30.4%

3.9%

1.3%

1.4%

2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=454)

前回調査(N=492)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答
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【父親の家を出る時刻と帰宅時刻】 

問19-1-(2) 【父親】家を出る時刻と帰宅時刻を□にご記入ください。 

【父親の家を出る時刻】 

 働いている父親について、家を出る時刻をみると、「７時台」（45.2％）が最も多く、次いで「８

時台」（26.9％）、「６時台」（13.2％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

【父親の帰宅時刻】 

 上記の父親について、帰宅時刻をみると、「20 時台」（24.2％）が最も多く、次いで「18 時台」

（21.1％）、「19時台」（20.0％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

図 父親の家を出る時刻 

 

 

 

 

 

 

 

図 父親の帰宅時刻 

 

 

 

 

6.4%

10.8% 20.1%

21.1% 20.0%

21.5%

24.2%

19.1%

12.8%

11.4%
5.5%

6.4%

4.1%

1.3%

0.8%

0.2% 1.1% 6.4%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=454)

前回調査(N=492)

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

3.3%

2.2% 8.9%

13.2% 45.2%

48.6%

26.9%

29.5%

3.7%

2.8% 1.6%

1.5%

6.3%

6.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=454)

前回調査(N=492)

６時前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答
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【父親のフルタイムへの転換希望】 

問20 フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はありますか。（○は

１つ） 

 パートタイムで働いている父親（１件）について、フルタイムへの転換希望をみると、「このま

まパートタイムで働き続けることを希望」となっています。 

※回答数が少ないため、前回調査との比較コメントは省略します。 

図 父親のフルタイムへの転換希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0%

100.0%

50.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=1)

前回調査(N=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

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

このままパートタイムで働き続けることを希望

仕事をやめて育児・家事・介護に専念したい
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【父親の就労希望】 
問21働きたいという希望はありますか。（○は１つ）また、□に数字でご記入ください。 

 働いていない父親（２件）について、就労希望をみると、「育児・家事・介護などに専念したい

（就労の予定はない）」と「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」がそれぞれ１件ずつと

なっています。 

※回答数が少ないため、前回調査との比較コメントは省略します。 

図 父親の就労希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0% 50.0%

100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=2)

前回調査(N=4)

育児・家事・介護などに専念したい（就労の予定はない）

一番下の子どもが大きくなったら働きたい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答
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【父親の希望の就労形態】 
問21-1 希望する就労形態をお答えください。（○は１つ） 

 問 21で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した人（１件）について、希望

の就労形態をみると、「フルタイム」となっています。 

※前回調査では、該当者はありません。 

図 父親の希望の就労形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=1)

フルタイム パートタイム
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⑤学童保育の利用状況について 

【学童保育の利用状況】 

問22 宛名のお子さんは、現在、学童保育を利用していますか。（○は１つ） 

 子どもの学童保育の利用状況をみると、「利用している」が 17.3％、「利用していない」が 82.5％

となっています。 

※前回調査では、「学童と放課後子ども教室」の利用状況を尋ねており、設問が異なるため前回調

査との比較はありません。 

図 学童保育の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

17.3%

82.5%

0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

利用している

利用していない

無回答

(N=571)
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【学童保育を利用していない理由】 

問22－１ 学童保育を利用していない理由は何ですか。（○は１つ） 

 学童保育を利用していない理由をみると、「帰宅時間に親や家族がいるから」（68.8％）が最も

多く、次いで「ひとりで留守番ができるから」（14.9％）となっています。 

※問 22の理由により、前回調査との比較はありません。 

図 学童保育を利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.8%

14.9%

0.0%

1.3%

0.8%

3.8%

0.0%

7.2%

1.5%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

帰宅時間に親や家族がいるから

ひとりで留守番ができるから

近くに学童保育がないから

遊び友だちや遊び場があり、放課後の不安がないから

塾や習い事が忙しいから

利用料がかかるから

そういう制度があることを知らなかったから

その他

特に理由はない

無回答

(N=471)
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⑥学童保育の利用希望について 

【学童保育の利用希望】 

問23 現在の利用状況の有無に関わらず、宛名のお子さんについて、平日、土曜日、日曜日・祝

日、長期の休み（夏休みなど）それぞれに学童保育の利用希望はありますか。また、利用し

たい日数、時間帯を□にご記入ください。 

※それぞれ「１」または「２」に○をした方は、利用したい日数、時間帯をお答えください。

（□に数字で記入） 

【平日の学童保育の利用希望】 

 平日の学童保育の利用希望をみると、「利用する必要はない」（67.3％）が最も多く、次いで

「高学年（４～６年生）になっても利用したい」（13.7％）、「低学年（１～３年生）の間は利

用したい」（8.6％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

 平日の学童保育の利用希望がある人について、１か月の希望利用日数をみると、「20日以上」

（61.4％）が最も多く、次いで「10～19日」（15.0％）となっています。また、希望利用時間を

みると、開始時間の希望は「15時台」（40.2％）が最も多く、次いで「15時より前」（33.1％）

となっており、終了時間の希望は「18時台」（52.0％）が最も多く、次いで「19時台」（19.7％）、

「17時台」（17.3％）となっています。 

図 平日の学童保育の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日の学童保育の利用希望日数（１月あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

2.4%

1.6%

2.4%

15.0%

61.4%

17.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

(N=127)

8.6%

7.1% 14.1%

13.7% 67.3%

67.8%

10.5%

11.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答
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図 図 平日の学童保育の利用希望開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 図 平日の学童保育の利用希望終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土曜日の学童保育の利用希望】 

 土曜日の学童保育の利用希望をみると、「利用する必要はない」（80.6％）が最も多く、次い

で「高学年（４～６年生）になっても利用したい」（5.3％）、「低学年（１～３年生）の間は利

用したい」（2.5％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

 土曜日の学童保育の利用希望がある人について、１か月の希望利用日数をみると、「４日」

（38.6％）が最も多く、次いで「２日」（27.3％）、「３日」（9.1％）となっています。また、

希望利用時間をみると、開始時間の希望は「８時台」（45.5％）が最も多く、次いで「７時台」

（29.5％）、「９時台」（11.4％）となっており、終了時間の希望は「18時台」（40.9％）が最

も多く、次いで「19時台」（15.9％）、「16時台」及び「17時台」（共に 11.4％）となってい

ます。 

図 土曜日の学童保育の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9%

2.5%

4.9%

5.3%
80.6%

81.0%

11.7%

12.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

2.5%

1.6% 17.3%

16.4%

52.0%

52.5%

19.7%

21.3% 0.8%

0.8%

6.6%

8.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=127)

前回調査(N=122)

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

33.1%

26.2% 37.7%

40.2% 7.1%

23.0%

0.8% 18.9%

13.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=127)

前回調査(N=122)

15時より前 15時台 16時台 17時以降 無回答
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図 土曜日の学童保育の利用希望日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の学童保育の希望利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の学童保育の希望利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

【日曜日・祝日の学童保育の利用希望】 

 日曜日・祝日の学童保育の利用希望をみると、「利用する必要はない」（84.6％）が最も多く、

次いで「高学年（４～６年生）になっても利用したい」（2.5％）、「低学年（１～３年生）の間

は利用したい」（1.1％）となっており、前回調査と概ね同様の傾向が表れています。 

 日曜日・祝日の学童保育の利用希望がある人（20件）について、１か月の希望利用日数をみる

と、「２日」、「４日以上」、「１日」の順に多くなっています。また、希望利用時間をみると、

開始時間の希望は「７時台」、「８時台」の順に多く、終了時間の希望は「18時台」、「19時台」

の順に多くなっています。 

図 日曜日・祝日の学童保育の利用希望 

 

 

 

 

 

 

0.5%

1.1%

2.3%

2.5%
84.6%

85.2%

11.9%

12.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

5.1%

2.3% 4.5% 2.3% 2.3%

7.7%

11.4%

10.3% 20.5%

11.4%

28.2%

40.9%

12.8%

15.9% 2.3% 6.8%

15.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=44)

前回調査(N=39)

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

15.4%

29.5% 45.5%

38.5%

11.4%

28.2%

2.3%

2.6%

11.4%

15.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=44)

前回調査(N=39)

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

6.8%

5.1% 15.4%

27.3% 9.1%

2.6%

38.6%

66.7%

18.2%

10.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=44)

前回調査(N=39)

１日 ２日 ３日 ４日以上 無回答
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図 日曜日・祝日の学童保育の利用希望日数 

 

 

 

 

 

 

図 日曜日・祝日の学童保育の希望利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

図 日曜日・祝日の学童保育の希望利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

【長期休暇中の学童保育の利用希望】 

 長期休暇中の学童保育の利用希望をみると、「利用する必要はない」（56.6％）が最も多く、

次いで「高学年（４～６年生）になっても利用したい」（21.7％）、「低学年（１～３年生）の

間は利用したい」（10.9％）となっています。前回調査より、「低学年（１～３年生）の間は利

用したい」が 6.4ポイント増加しています。 

 長期休暇中の学童保育の利用希望がある人について、１週間の希望利用日数をみると、「５日」

（64.5％）が最も多く、次いで「３日」及び「２日」（共に 8.6％）となっています。また、希

望利用時間をみると、開始時間の希望は「８時台」（57.5％）が最も多く、次いで「７時台」（17.2％）、

「９時台」（16.1％）となっており、終了時間の希望は「18時台」（38.2％）、「17時台」（20.4％）、

「19時台」（13.4％）となっています。 

図 長期休暇中の学童保育の利用希望 

 

 

 

 

 

 

10.9%

4.5% 23.9%

21.7%

60.3%

56.6%

11.3%

10.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=571)

前回調査(N=574)

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

6.3%

5.0%

6.3% 37.5%

10.0%

31.3%

45.0%

6.3%

25.0% 5.0% 10.0%

12.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=20)

前回調査(N=16)

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

25.0%

45.0% 35.0%

31.3%

5.0%

25.0% 6.3%

15.0%

12.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=20)

前回調査(N=16)

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

15.0%

12.5% 25.0%

25.0% 5.0% 20.0%

50.0%

35.0%

12.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=20)

前回調査(N=16)

１日 ２日 ３日 ４日以上 無回答
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図 長期休暇中の学童保育の希望利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 長期休暇中の学童保育の希望利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 長期休暇中の学童保育の希望利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7%

2.7% 1.1% 0.5%

3.1%

6.5%

6.7%

9.1%

10.4%
20.2%

20.4%

36.2%

38.2%

12.3%

13.4%

1.2%

0.5% 7.5%

6.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=186)

前回調査(N=163)

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

10.4%

17.2% 57.5%

57.1%

16.1%

24.5%

1.6%

1.2% 0.6%

7.5%

6.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=186)

前回調査(N=163)

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

0.6% 1.2%

3.8%

11.7%

8.6%

5.5%

8.6%

65.6%

64.5% 4.3%

5.5%

10.2%

9.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

今回調査(N=186)

前回調査(N=163)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答
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【放課後の過ごし方の希望】 

問23－１ お子さんについて、放課後の時間をどのような場所や環境で過ごさせたいと思います

か。（○はいくつでも） 

 子どもの放課後の過ごし方の希望をみると、「自宅」（72.0％）が最も多く、次いで「塾や習い

事」（38.9％）、「公園・広場」（34.2％）となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 放課後の過ごし方の希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.0%

20.7%

19.3%

38.9%

21.9%

34.2%

25.9%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自宅

祖父母の家

学童保育

塾や習い事

学校（クラブ活動など）

公園・広場

地域の居場所（学習支援の場など、
地域で同年代の子どもが集まる場所）

その他

(N=571)
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⑦障害児通所支援事業の利用状況について 

【放課後等デイサービスの利用日数】 

問24 放課後等デイサービスの利用日数はどれくらいですか。また、土曜日の利用はありますか。

希望としてはどのくらい利用したいですか。 

【現在の放課後等デイサービスの利用状況】 

 現在、放課後等デイサービスを利用している人（12 件）について、平日の利用日数をみると、

「３日」、「２日」、「４日」及び「５日」の順に多くなっています。また、土曜日の利用が「ある」

と回答した人は 10件となっています。 

【希望の放課後等デイサービスの利用状況】 

 現在、放課後等デイサービスを利用している人（12件）について、平日の希望利用日数をみる

と、「３日」、「５日」、「６日」がそれぞれ３件ずつとなっています。また、土曜日の利用希望が「あ

る」と回答した人は９件となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 平日の放課後等デイサービスの利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の放課後等デイサービスの利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.3%

75.0% 16.7%

16.7%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

現在

希望

ある ない 無回答

(N=12)

8.3%

16.7% 33.3%

25.0%

8.3%

8.3%

8.3%

25.0% 25.0%

33.3%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

現在

希望

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日

(N=12)
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【放課後等デイサービスの利用時間】 

問25 放課後等デイサービスは、何時から何時まで利用していますか。また、希望としては何時

から何時まで利用したいですか。なお、利用時間は送迎サービスの時間を含めてお答えくだ

さい。 

【現在の放課後等デイサービスの利用時間】 

 現在、放課後等デイサービスを利用している人（12件）について、平日の利用開始時間は「15

時台」が 10件、「16時台」が１件となっており、利用終了時間は「18時台」が８件、「17時台」

が３件となっています。また、土曜日の利用開始時間は「９時台」、「８時台」の順に多く、利用

終了時間は「16時台」、「17時台」、「18時台」の順に多くなっています。 

【希望の放課後等デイサービスの利用時間】 

 現在、放課後等デイサービスを利用している人（12件）について、平日の希望の利用開始時間

をみると、「15 時台」が 10 件となっており、利用終了時間「18 時台」、「17 時台」の順に多くな

っています。また、土曜日の希望の利用開始時間は「８時台」、「９時台」、の順に多く、利用終了

時間は「16時台」、「17時台」、「18時台」が３件ずつとなっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 平日の放課後等デイサービスの利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日の放課後等デイサービスの利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

83.3%

8.3%83.3% 8.3%

16.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

現在

希望

15時より前 15時台 16時台 17時以降 無回答

(N=12)

25.0%

25.0%

66.7%

58.3% 16.7%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

現在

希望

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

(N=12)
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図 土曜日の放課後等デイサービスの利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の放課後等デイサービスの利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

10.0% 50.0%

30.0% 30.0%

30.0%

30.0%

10.0%

10.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

現在

希望

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

(N=10)

30.0%

30.0%

60.0%

60.0%

10.0%

10.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

現在

希望

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

(N=10)
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【放課後等デイサービスを利用している理由】 

問26 放課後等デイサービスを利用している理由は何ですか。（○は２つまで） 

 放課後等デイサービスを利用している人（12 件）について、その理由をみると、「就労などで

保護者が家庭にいないから」、「療育を受けることができるから」、「活動内容が充実しているから」

（25.0％）の順に多くなっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 放課後等デイサービスを利用している理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0%
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子どもが友だちと遊べるから

療育を受けることができるから

送迎サービスがあるから

迎えに行きやすい場所にあるから

遅くまで預けることができるから

親がきょうだい児と過ごす時間がとれるから

その他

(N=12)
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【放課後等デイサービスの利用希望】 

問27 現在、放課後等デイサービス事業を利用されていない方に、ご利用希望を伺います。週あ

たりどのくらい利用したいですか。また、何時まで利用したいですか。 

【放課後等デイサービスの利用希望】 

 現在、放課後等デイサービスを利用していない人の利用希望をみると、「放課後等デイサービス

事業の利用希望がある」が 4.0％、「放課後等デイサービス事業の利用希望がない」が 96.0％とな

っています。 

【放課後等デイサービスの利用頻度】 

 放課後等デイサービスの利用希望がある人（14件）について、平日の１週間の希望利用日数を

みると、「２日」、「５日」の順に多くなっています。また、土曜日の利用希望が「ある」と回答し

た人は７件となっています。 

 平日の希望の利用時間をみると、利用開始時間は「13時以降」が７件となっており、利用終了

時間は「18 時台」が６件となっています。また、土曜日の利用希望がある人（７件）について、

希望の利用時間をみると、利用開始時間は「９時台」、「10時台」の順に多く、利用終了時間は「18

時台」が４件となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 放課後等デイサービスの利用希望 

 

 

 

 

 

 

図 放課後等デイサービスの利用希望日数（１週あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の放課後等デイサービスの利用希望 
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放課後等デイサービス事業の利用希望がない

(N=348)
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図 平日の放課後等デイサービスの利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日の放課後等デイサービスの利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土曜日の放課後等デイサービスの利用開始時間 
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図 土曜日の放課後等デイサービスの利用終了時間 
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⑧加西市の子育て支援について 

【子育てについて感じる不安や負担】 

問28 あなたは、子育てについて不安や負担を感じますか。（○はいくつでも） 

 子育てについて感じる不安や負担をみると、「子育て（教育）にかかる経済的負担が大きいか

ら」（50.8％）が最も多く、次いで「子どもに関する犯罪や事故が増加していると感じるから」

（36.8％）、「子どもの教育やいじめなどが心配だから」（33.3％）となっており、前回調査と

概ね同様の傾向が表れています。 

図 子育てについて感じる不安や負担 
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今回調査(N=571) 前回調査(N=574)
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【子育てをする上で不便に思うこと】 

問29 子育てする上で不便に思うことは何ですか。（○は３つまで） 

 子育てをする上で不便に思うことをみると、「子どもの遊び場が少ない」（41.9％）が最も多く、

次いで「交通面で不便」（33.5％）、「経済的な理由（公共料金が高いなど）」（30.3％）となってい

ます。 

 前回調査より、「交通面で不便」は 12.6ポイント、「子どもの防犯対策」は 5.9ポイント増加し

ています。 

図 子育てをする上で不便に思うこと 
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【加西市での子育ての満足度】 

問30 加西市での子育てに満足していますか。（○は１つ） 

 加西市での子育ての満足度をみると、「どちらともいえない」（43.1％）が最も多く、次いで「ど

ちらかといえば満足」（34.7％）、「どちらかといえば不満」（9.5％）となっています。「満足」と

「どちらかといえば満足」の合計は（以下、加西市での子育てに満足している人）、42.4％となっ

ています。 

 前回調査より、加西市での子育てに満足している人が 16.4ポイント増加しています。 

図 加西市での子育ての満足度 
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【加西市での今後の子育ての意向】 

問31 加西市での今後の子育ての意向をお聞かせください。（○は１つ） 

 加西市での今後の子育ての意向をみると、「これからも加西市内の現在住んでいる地域で子育て

したい」（82.0％）が最も多く、次いで「時期は未定だが市外へ引っ越して子育てしたい」（7.2％）、

「今後は子どもの進学を機に市外へ引っ越して子育てしたい」（4.4％）となっています。市外で

の子育ての意向がある人は 11.6％となっています。 

※新規設問のため、前回調査との比較コメントはありません。 

図 加西市での今後の子育ての意向 
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☆集計中【子育ての環境や支援に関してのご意見】 

問32 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、

ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


