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第 ３ 章   調 査 結 果 （ 小 学 校 児 童 ）  

問 1 宛 名 の お 子 さ ん の 学 年  

お 子 さ ん の 学 年 を み る と 、「 ６ 年 生 」19.7％ が 最 も 多 く 、次 い で「 ４ 年

生 」19.2％ 、「 ３ 年 生 」18.2％ 、「 ２ 年 生 」16.7％ 、「 ５ 年 生 」15.3％ 、「 １

年 生 」 10.8％ の 順 と な っ て い ま す 。  

２年生
16.7%

４年生
19.2%

１年生
10.8%

３年生
18.2%

６年生
19.7%

５年生
15.3%

Ｎ：203
 

問 2 お 子 さ ん の 人 数  

お 子 さ ん の 人 数 を み る と 、「 ２ 人 」 51.3％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 ３ 人 」

33.0％ 、「 １ 人 」10.3％ 、「 ４ 人 」3.9％ 、「 ５ 人 」1.0％ 、「 ７ 人 以 上 」0.5％

の 順 と な っ て い ま す 。  

2人
51.3%

4人
3.9%

1人
10.3%

3人
33.0%

7人以上
0.5%

5人
1.0%

Ｎ：203



 

     65
 

 

問 3 お 住 ま い の 中 学 校 区  

お 住 ま い の 中 学 校 区 を み る と 、「 北 条 中 学 校 区 」36.9％ が 最 も 多 く 、次

い で 「 加 西 中 学 校 区 」 26.6％ 、「 泉 中 学 校 区 」 19.7％ 、「 善 防 中 学 校 区 」

16.7％ の 順 と な っ て い ま す 。  

善防中学校区
16.7%

泉中学校区
19.7%

北条中学校区
36.9%

加西中学校区
26.6%

Ｎ：203
 

 

■ 家 族 構 成 別 中 学 校 区 （ ク ロ ス 集 計 ）  

家 族 構 成 別 に 中 学 校 区 を み る と 、「 北 条 中 学 校 区 」で は 複 合 家 族 よ り 核

家 族 の 割 合 が 多 く 、 そ の 他 の 校 区 で は 複 合 家 族 の 割 合 が 多 く な っ て い ま

す 。  

校区別家族構成

61.3

35.3

42.6

30.0

32.0

50.0

51.9

70.0

6.7

14.7

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北条中学校区
(N:75)

善防中学校区
(N:34)

加西中学校区
(N:54)

泉中学校区
(N:40)

核家族 複合家族 その他
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問 4 お 子 さ ん の 身 の 回 り の 世 話 を 主 に し て い る 方  

お 子 さ ん の 身 の 回 り の 世 話 を 主 に し て い る 方 を み る と 、「 主 に 母 親 」

94.6％ が 最 も 多 く 、次 い で「 主 に 祖 父 母 」3.4％ 、「 主 に 父 親 」1.5％ の 順

と な っ て い ま す 。  

主に母親
94.6%

主に父親
1.5%

主に祖父母
3.4%

不明
0.5%

Ｎ：203
 

問 5 お 子 さ ん と の 同 居 ・ 近 居 の 状 況  

お 子 さ ん と の 同 居・近 居 の 状 況 を み る と 、「 父 母 同 居 」88.7％ が 最 も 多

く 、次 い で「 祖 母 同 居 」42.9％ 、「 祖 母 近 居 」37.9％ 、「 祖 父 同 居 」36.9％ 、

「 祖 父 近 居 」 33.0％ の 順 と な っ て い ま す 。  

「 父 同 居（ ひ と り 親 家 庭 ）」は 1 . 0％ 、「 母 同 居（ ひ と り 親 家 庭 ）」は 3 . 9％

と な っ て い ま す 。  

1.5

3.9

33.0

36.9

3.9

1.0

88.7

42.9

37.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

父母同居

父同居（ひとり親家庭）

母同居（ひとり親家庭）

祖父同居

祖母同居

祖父近居

祖母近居

その他

不明
Ｎ：203
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問 6 加 西 市 で の 居 住 年 数  

加 西 市 で の 居 住 年 数 を み る と 、「 20 年 以 上 」 51.7％ が 最 も 多 く 、 次 い

で「 10～ 20 年 未 満 」28.1％ 、「 5～ 10 年 未 満 」17.2％ 、「 1～ 5 年 未 満 」2.0％ 、

「 １ 年 未 満 」 0.5％ の 順 と な っ て い ま す 。  

10～20年未満
28.1%

1～5年未満
2.0%

１年未満
0.5% 5～10年未満

17.2%不明
0.5%

20年以上
51.7%

Ｎ：203
 

問 7 現 在 の 住 ま い の 形 態  

現 在 の 住 ま い の 形 態 を み る と 、「 持 ち 家 （ 一 戸 建 て ）」 90.6％ が 最 も 多

く 、 次 い で 「 公 営 住 宅 （ 市 営 住 宅 な ど ） の 賃 貸 」 5.4％ 、「 民 間 の 賃 貸 」

2.5％ 、「 給 与 住 宅 （ 社 宅 な ど ）」 1.0％ 、「 公 社 ・ 公 団 住 宅 の 賃 貸 」 0.5％

の 順 と な っ て い ま す 。  

公社・公団住宅
の賃貸
0.5%

持ち家(一戸建
て)

90.6%

公営住宅(市営
住宅など)の賃貸

5.4%

給与住宅(社宅な
ど)

1.0%

民間の賃貸
2.5%

Ｎ：203
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問 8 子 育 て を す る 上 で の 住 ま い の 広 さ に つ い て  

子 育 て を す る 上 で の 住 ま い の 広 さ に つ い て み る と 、「 広 さ は ち ょ う ど よ く

（ ま た は 大 き め ）、子 ど も が 大 き く な っ て も 対 応 で き る 」5 8 . 6％ が 最 も 多 く 、

次 い で「 今 は ち ょ う ど よ い が 、子 ど も が 大 き く な っ た ら 狭 く な る 」3 1 . 0％ 、

「 子 ど も を 育 て る に は 、 今 の 住 ま い は 手 狭 で あ る 」 8 . 4％ 、「 そ の 他 」 2 . 0％

の 順 と な っ て い ま す 。  

今はちょうどよい
が、子どもが大き
くなったら狭くな

る
31.0%

その他
2.0%

広さはちょうどよ
く(または大き

め)、子どもが大
きくなっても対応

できる
58.6%

子どもを育てるに
は、今の住まい
は手狭である

8.4%

Ｎ：203
 

問 9 5 年 以 内 に 、 住 ま い を 変 更 す る 予 定  

５ 年 以 内 に 、 住 ま い を 変 更 す る 予 定 を み る と 、「 変 更 す る 予 定 は な い 」

8 6 . 6％ が 最 も 多 く 、次 い で「 今 の お 住 ま い の 改 築 を 検 討 し て い る（ し た い ）」

5 . 9％ 、「 市 外 で 住 居 を 検 討 し て い る（ し た い ）」3 . 0％ 、「 そ の 他 」2 . 5％ 、「 市

内 で 新 築 や マ ン シ ョ ン の 購 入 等 を 検 討 し て い る （ し た い ）」 1 . 5％ の 順 と な

っ て い ま す 。  
市内で今のお住ま
い（賃貸住宅）を変

更したい
0.5%

市内で新築やマン
ションの購入等を検
討している(したい)

1.5%

今のお住まいの改
築を検討している

(したい)
5.9%

その他
2.5%

変更する予定はな
い

86.6%

市外で住居を検討
している（したい）

3.0%

Ｎ：203  
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問 10 日 頃 、 お 子 さ ん を 預 か っ て も ら え る 人 の 有 無  

日 頃 、お 子 さ ん を 預 か っ て も ら え る 人 は い ま す か を み る と 、「 日 常 的 に

祖 父 母 等 の 親 族 に 預 か っ て も ら え る 」 48.8％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 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 」 41.4％ 、

「 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 」

12.8％ 、「 い ず れ も い な い 」 8.9％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

4.9

12.8

2.5

41.4

48.8

8.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 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

Ｎ：203
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■ 家 族 構 成 別 お 子 さ ん を 預 か っ て も ら え る 状 況 （ ク ロ ス 集 計 ）  

家 族 構 成 別 に お 子 さ ん を 預 か っ て も ら え る 状 況 を み る と 、 核 家 族 で は

「 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 」

59.1％ が 最 も 多 く 、 複 合 家 族 で は 「 日 常 的 に 祖 父 母 等 の 親 族 に 預 か っ て

も ら え る 」 72.2％ が 最 も 多 く な っ て お り 、 家 族 構 成 に よ り 差 が み ら れ ま

す 。  

 

家族構成別子どもの預かり

24.7

72.2

46.2

59.1

26.8

23.1

4.3 10.8

6.2

15.4

4.3

4.1

15.4

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

核家族
(N:93)

複合家族
(N:97)

その他
(N:13)

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

不明
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問 10-１  祖 父 母 に 預 か っ て も ら っ て い る 状 況  

祖 父 母 に 預 か っ て も ら っ て い る 状 況 を み る と 、「 祖 父 母 が 孫 を 預 か る こ と

に つ い て は 、 特 に 問 題 は な い 」 7 2 . 1％ が 最 も 多 く 、 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 」 2 7 . 3％ 、「 祖 父 母 の 時 間 的

制 約 や 精 神 的 な 負 担 が 大 き く 心 配 で あ る 」1 4 . 5％ 、「 祖 父 母 の 身 体 的 負 担 が

大 き く 心 配 で あ る 」 1 3 . 9％ の 順 と な っ て い ま す 。  

0.6

27.3

14.5

13.9

72.1

1.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

祖父母が孫を預かることについては、特に問題はな
い

祖父母の身体的負担が大きく心配である

祖父母の時間的制約や精神的な負担が大きく心配
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

その他

不明

Ｎ：165
 

 

問 10-2 友 人 や 知 人 に 預 か っ て も ら っ て い る 状 況  

友 人 や 知 人 に 預 か っ て も ら っ て い る 状 況 を み る と 、「 友 人・知 人 に 預 か っ

て も ら う こ と に つ い て は 、特 に 問 題 は な い 」6 0 . 7％ が 最 も 多 く 、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 」2 8 . 6％ 、「 友 人・

知 人 の 時 間 的 制 約 や 精 神 的 な 負 担 が 大 き く 心 配 で あ る 」 1 0 . 7％ の 順 と な っ

て い ま す 。  

7.1

28.6

10.7

3.6

60.7

3.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

友人・知人に預かってもらうことについては、特に問
題はない

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心
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

その他

不明

Ｎ：28
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以前は就労して
いたが、現在は
就労していない

15.3%

就労している（フ
ルタイムだが産

休・育休・介護休
業中）
1.0%

就労している（フ
ルタイム：産休・
育休・介護休業
中は含まない）

33.0%

就労している
（パートタイム、ア

ルバイト等）
42.9%

不明
5.9%

これまでに就労し
たことがない

2.0%

Ｎ：203

 

問 11 現 在 の 就 労 状 況  

【 父 親 】  

父 親 の 現 在 の 就 労 状 況 に つ い て み る と 、「 就 労 し て い る（ フ ル タ イ ム ：

育 休・介 護 休 業 中 は 含 ま な い ）」93.6％ が 最 も 多 く 、次 い で「 以 前 は 就 労

し て い た が 、 現 在 は 就 労 し て い な い 」 0.5％ の 順 と な っ て い ま す 。  

以前は就労して
いたが、現在は
就労していない

0.5%

就労している（フ
ルタイム：育休・
介護休業中は含

まない）
93.6%

不明
5.9%

Ｎ：203
 

【 母 親 】  

母 親 の 現 在 の 就 労 状 況 を み る と 、「 就 労 し て い る（ パ ー ト タ イ ム 、ア ル

バ イ ト 等 ）」42.9％ が 最 も 多 く 、次 い で「 就 労 し て い る（ フ ル タ イ ム：産

休 ・ 育 休 ・ 介 護 休 業 中 は 含 ま な い ）」 33.0％ 、「 以 前 は 就 労 し て い た が 、

現 在 は 就 労 し て い な い 」15.3％ 、「 こ れ ま で に 就 労 し た こ と が な い 」2.0％ 、

「 就 労 し て い る (フ ル タ イ ム だ が 産 休・育 休・介 護 休 業 中 )」1.0％ の 順 と

な っ て い ま す 。  
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■ 家 族 構 成 別 母 親 の 現 在 の 就 労 状 況 （ ク ロ ス 集 計 ）  

家 族 構 成 別 に 母 親 の 現 在 の 就 労 状 況 を み る と 、 核 家 族 で は 「 就 労 し て

い る（ パ ー ト タ イ ム 、ア ル バ イ ト 等 ）」49.5％ が 最 も 多 く 、複 合 家 族 で は

「 就 労 し て い る（ フ ル タ イ ム：産 休・育 休・介 護 休 業 中 は 含 ま な い ）」41.2％

が 最 も 多 く な っ て お り 、 家 族 構 成 に よ り 差 が み ら れ ま す 。  

 

家族構成別母親の就労状況

22.6

41.2

46.2

2.2 49.5

37.1

38.5

19.4

12.4

7.7

1.1

3.1

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

核家族
(N:93)

複合家族
(N:97)

その他
(N:13)

就労している（フルタイム：産休・育休・介護休業中は含まない）

就労している（フルタイムだが産休・育休・介護休業中）

就労している（パートタイム、アルバイト等）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない
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有（１年より先
で、子どもがある
程度大きくなった
ら就労したい）

48.6%

有（すぐにでも若
しくは１年以内に

希望がある）
31.4%

無
20.0%

Ｎ：35

 

■ フ ル タ イ ム へ の 転 換 希 望  

「 就 労 し て い る （ パ ー ト タ イ ム 、 ア ル バ イ ト 等 ）」 と 回 答 し た 方 の 中

で フ ル タ イ ム へ の 転 換 希 望 を み る と 、「 希 望 は な い 」37.9％ が 最 も 多 く 、

次 い で「 希 望 は あ る が 予 定 は な い 」33.3％ 、「 希 望 が あ る 」9.2％ の 順 と

な っ て い ま す 。  

希望はあるが予
定はない

33.3%

不明
19.5%

希望がある
9.2%

希望はない
37.9%Ｎ：87

 
 

問 12 母 親 の 就 労 希 望  

母 親 の 就 労 希 望 に つ い て み る と 、「 有（ １ 年 よ り 先 で 、子 ど も が あ る 程

度 大 き く な っ た ら 就 労 し た い ）」48.6％ が 最 も 多 く 、次 い で「 有（ す ぐ に

で も 若 し く は １ 年 以 内 に 希 望 が あ る ）」 31.4％ 、「 無 」 20.0％ の 順 と な っ

て い ま す 。  
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■ 家 族 構 成 別 母 親 の 就 労 希 望 （ ク ロ ス 集 計 ）  

家 族 構 成 別 に 母 親 の 就 労 希 望 を み る と 、 核 家 族 で は 「 有 （ す ぐ に で も

若 し く は １ 年 以 内 に 希 望 が あ る ）が 42.1％ に 対 し 、複 合 家 族 で は 20.0％

と な っ て お り 、 核 家 族 の 方 が 就 労 希 望 が 高 い 傾 向 と な っ て い ま す 。  

 

家族構成別母親の就労希望

42.1

20.0 40.0

100.0

5.3

40.0

52.6

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

核家族
(N:93)

複合家族
(N:97)

その他
(N:13)

有（すぐにでも若しくは１年以内に希望がある）

有（１年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい）

無
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パートタイム、ア
ルバイト等による

就労
85.7%

フルタイムによる
就労
14.3%

Ｎ：28

 

問 12-1 就 労 希 望 の 形 態  

就 労 希 望 の 形 態 に つ い て み る と 、「 パ ー ト タ イ ム 、ア ル バ イ ト 等 に よ る 就

労 」 8 5 . 7％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 フ ル タ イ ム に よ る 就 労 」 1 4 . 3％ の 順 と な

っ て い ま す 。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12-2 就 労 希 望 が あ り な が ら 現 在 働 い て い な い 理 由  

就 労 希 望 が あ り な が ら 現 在 働 い て い な い 理 由 に つ い て み る と 、「 そ の

他 」 39.3％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 働 き な が ら 子 育 て で き る 適 当 な 仕 事 が

な い 」 28.6％ 、「 学 童 保 育 な ど の サ ー ビ ス が 利 用 で き れ ば 就 労 し た い 」

10.7％ 、「 家 族 の 考 え 方（ 親 族 の 理 解 が 得 ら れ な い ）等 就 労 す る 環 境 が 整

っ て い な い 」 7.1％ の 順 と な っ て い ま す 。  

家族の考え方
（親族の理解が

得られない）等就
労する環境が
整っていない

7.1%

働きながら子育
てできる適当な

仕事がない
28.6%

学童保育などの
サービスが利用
できれば就労し

たい
10.7%

不明
14.3%

その他
39.3%

Ｎ：28
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問 13 平 日 の 放 課 後 、 土 曜 、 日 曜 ・ 祝 日 の 過 ご し 方  

【 平 日 放 課 後 】  

平 日 放 課 後 の 過 ご し 方 に つ い て み る と 、「 保 護 者 や 祖 父 母 等 の 家 族・親

族 （ 大 人 ） と 過 ご し て い る 」 80.3％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 学 習 塾 や 習 い

事 に 行 っ て い る 」 42.9％ 、「 公 園 な ど で 友 達 と 遊 ん で い る 」 33.0％ 、「 友

達 の 家 で 過 ご し て い る 」 25.1％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

0.5

8.9

42.9

0.5

1.0

33.0

11.3

1.0

80.3

5.9

1.5

19.2

25.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

学校にいる

学童保育・放課後子ども教室にいる

保護者や祖父母等の家族・親族（大人）と過ごしている

家族・親族以外の大人と過ごしている（子育て支援サー
ビスの利用など）

家で兄弟姉妹と子どもだけで過ごしている

家でひとりで過ごしている

友達の家で過ごしている

公園などで友だちと遊んでいる

児童館などの公共の施設にいる

クラブ活動や地域活動（子ども会活動やスポーツ活動な
ど）をしている

学習塾や習いごとに行っている

その他

わからない

不明
Ｎ：203
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【 土 曜 日 】  

土 曜 日 の 過 ご し 方 に つ い て み る と 、「 保 護 者 や 祖 父 母 等 の 家 族・親 族（ 大

人 ） と 過 ご し て い る 」 87.7％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 ク ラ ブ 活 動 や 地 域 活

動（ 子 ど も 会 活 動 や ス ポ ー ツ 活 動 な ど ）を し て い る 」28.1％ 、「 公 園 な ど

で 友 達 と 遊 ん で い る 」19.2％ 、「 学 習 塾 や 習 い ご と に 行 っ て い る 」17.2％

の 順 と な っ て い ま す 。  

 

1.0

17.2

28.1

3.0

15.3

12.8

0.5

87.7

3.0

19.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

学校にいる

保護者や祖父母等の家族・親族（大人）と過ごしている

家族・親族以外の大人と過ごしている（子育て支援サー
ビスの利用など）

家で兄弟姉妹と子どもだけで過ごしている

家でひとりで過ごしている

友達の家で過ごしている

公園などで友だちと遊んでいる

児童館などの公共の施設にいる

クラブ活動や地域活動（子ども会活動やスポーツ活動な
ど）をしている

学習塾や習いごとに行っている

その他

わからない

不明
Ｎ：203
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【 日 曜 日 】  

日 曜 日 の 過 ご し 方 に つ い て み る と 、「 保 護 者 や 祖 父 母 等 の 家 族・親 族（ 大

人 ） と 過 ご し て い る 」 91.1％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 ク ラ ブ 活 動 や 地 域 活

動（ 子 ど も 会 活 動 や ス ポ ー ツ 活 動 な ど ）を し て い る 」26.1％ 、「 公 園 な ど

で 友 達 と 遊 ん で い る 」16.3％ 、「 家 で 兄 弟 姉 妹 と 子 ど も だ け で 過 ご し て い

る 」、「 友 達 の 家 で 過 ご し て い る 」 9.9％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

26.1

5.9

1.5

2.5

9.9

9.9

0.5

91.1

2.0

16.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

学校にいる

保護者や祖父母等の家族・親族（大人）と過ごしている

家族・親族以外の大人と過ごしている（子育て支援サー
ビスの利用など）

家で兄弟姉妹と子どもだけで過ごしている

家でひとりで過ごしている

友達の家で過ごしている

公園などで友だちと遊んでいる

児童館などの公共の施設にいる

クラブ活動や地域活動（子ども会活動やスポーツ活動な
ど）をしている

学習塾や習いごとに行っている

その他

わからない

不明
Ｎ：203
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問 14 学 童 保 育 の 利 用 状 況  

学 童 保 育 の 利 用 状 況 を み る と 、「 利 用 し て い な い 」 93.6％ が 最 も 多 く 、

次 い で 「 利 用 し て い る 」 4.4％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

利用していない
93.6%

利用している
4.4%

不明
2.0%

Ｎ：203
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問 14-1 学 童 保 育 の 利 用 日 数 と 、 利 用 し て い る 理 由  

学 童 保 育 の 利 用 日 数 を み る と 、「 ２ 日 」、「 ４ 日 以 上 」33.3％ が 最 も 多 く 、

次 い で 「 １ 日 」 22.2％ 、「 ３ 日 」 11.1％ の 順 と な っ て い ま す 。  

利 用 し て い る 理 由 に つ い て み る と 、「 現 在 就 労 し て い る 」77.8％ が 最 も

多 く 、 次 い で 「 そ の 他 」 22.2％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

学童保育の利用日数

2日
33.3%

4日以上
33.3%

1日
22.2%

3日
11.1%

Ｎ：9
 

 

学童保育を利用している理由

現在就労してい
る

77.8%

その他
22.2%

Ｎ：9
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問 14-2 利 用 し て い な い 理 由  

利 用 し て い な い 理 由 を み る と 、「 そ の 他 」35.3％ が 最 も 多 く 、次 い で「 現

在 就 労 し て い な い か ら 」28.9％ 、「 就 労 し て い る が 、放 課 後 の 短 時 間 な ら

子 ど も だ け で も 大 丈 夫 だ と 思 う か ら 」 8.9％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

就労しているが、学童
保育に空きがないか

ら
0.5%

就労しているが、学童
保育を知らなかった

から
1.1%

現在就労していない
から
28.9%

就労しているが、近く
に学童保育がないか

ら
8.4%

就労しているが、利用
料がかかるから

5.8%

就労しているが、子ど
もは放課後習い事を

しているから
2.1%

就労しているが、放課
後の短時間なら子ど
もだけでも大丈夫だと

思うから
8.9%

その他
35.3%

不明
8.9%

Ｎ：190
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問 14-3 今 後 、 学 童 保 育 を 利 用 し た い と 思 う か  

今 後 、学 童 保 育 を 利 用 し た い と 思 う か に つ い て み る と 、「 今 後 も 利 用 し

な い 」 83.2％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 利 用 し た い 」 10.5％ の 順 と な っ て い

ま す 。  

土 曜 日 の 利 用 意 向 を み る と 、「 あ る 」、「 な い 」 と も に 45.0％ と な っ て

い ま す 。  

学童保育の利用意向

今後も利用しな
い

83.2%

利用したい
10.5%

不明
6.3%

Ｎ：190
 

 

うち土曜日の利用意向

ない
45.0%

ある
45.0%

不明
10.0%

Ｎ：20
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問 14-4 学 童 保 育 を 利 用 し た い 理 由  

学 童 保 育 を 利 用 し た い 理 由 を み る と 、「 現 在 就 労 し て い る 」55.0％ が 最

も 多 く 、次 い で「 そ の う ち 就 労 し た い と 考 え て い る 」20.0％ 、「 病 気 や 障

害 を 持 っ て い る 」10.0％ 、「 就 労 予 定 が あ る ／ 求 職 中 で あ る 」、「 就 労 し て

い な い が 、子 ど も の 教 育 な ど の た め に 預 け た い 」5.0％ の 順 と な っ て い ま

す 。  

 

就労予定がある／
求職中である

5.0%

現在就労している
55.0%

そのうち就労したい
と考えている

20.0%

就労していないが、
子どもの教育など
のために預けたい

5.0%

不明
5.0%

病気や障害を持っ
ている
10.0%

Ｎ：20
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問 14-5 「 放 課 後 子 ど も 教 室 」 の 利 用 意 向  

「 放 課 後 子 ど も 教 室 」の 利 用 意 向 を み る と 、「 意 向 が な い 」60.6％ が 最

も 多 く 、 次 い で 「 意 向 が あ る 」 36.9％ の 順 と な っ て い ま す 。  

ま た 利 用 し た い 日 数 を み る と 、「 ２ 日 」33.3％ が 最 も 多 く 、次 い で「 ３

日 」 24.0％ 、「 ５ 日 以 上 」 22.7％ 、「 １ 日 」 12.0％ 、「 ４ 日 」 4.0％ の 順 と

な っ て い ま す 。  

放課後子ども教室の利用意向

意向がない
60.6%

意向がある
36.9%

不明
2.5%

Ｎ：203
 

利用したい日数

2日
33.3%

4日
4.0%

1日
12.0%

3日
24.0%

不明
4.0%

5日以上
22.7%

Ｎ：75
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問 15 小 学 ４ 年 生 以 降 の 放 課 後 の 過 ご し 方  

小 学 ４ 年 生 以 降 の 放 課 後 の 過 ご し 方 に つ い て み る と 、「 利 用 を 希 望 す る

サ ー ビ ス は 特 に な い 」 38.8％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 放 課 後 子 ど も 教 室 を

利 用 し た い 」、「 ク ラ ブ 活 動 や 習 い 事 を さ せ た い 」22.0％ 、「 学 童 保 育 を 利

用 し た い 」 8.9％ 、「 そ の 他 」 5.3％ の 順 と な っ て い ま す 。  

放課後子ども教
室を利用したい

22.0%

利用を希望する
サービスは特に

ない
38.8%

学童保育を利用
したい
8.9%

クラブ活動や習い
事をさせたい

22.0%

不明
3.0%

その他
5.3%

Ｎ：203
 

 

問 16 お 子 さ ん が 病 気 や ケ ガ で 休 ん だ こ と の 有 無  

お 子 さ ん が 病 気 や ケ ガ で 休 ん だ こ と の 有 無 を み る と 、「 あ っ た 」50.2％ 、

「 な か っ た 」 49.8％ と な っ て い ま す 。  

なかった
49.8%

あった
50.2%

Ｎ：203
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問 16-1 学 校 を 休 ん だ 際 の 対 処 方 法  

学 校 を 休 ん だ 際 の 対 処 方 法 に つ い て み る と 、「 母 親 が 休 ん だ 」46.1％ が

最 も 多 く 、 次 い で 「（ 同 居 者 を 含 む ） 親 族 ・ 知 人 に 預 け た 」 36.3％ 、「 就

労 し て い な い 保 護 者 が み た 」28.4％ 、「 仕 方 な く 子 ど も だ け で 留 守 番 さ せ

た 」 7.8％ の 順 と な っ て い ま す 。  

2.0

7.8

28.4

36.3

46.1

6.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に預けた

就労していない保護者がみた

病児・病後児の保育サービスを利用した

ベビーシッターを頼んだ

ファミリーサポートセンターにお願いした（地域住民による子ども
の預かりサービス）

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

不明
Ｎ：102
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問 17 お 子 さ ん を 家 族 以 外 に 預 け た こ と の 有 無  

お 子 さ ん を 家 族 以 外 に 預 け た こ と の 有 無 を み る と 、「 な い 」76.3％ が 最

も 多 く 、 次 い で 「 あ る 」 23.2％ の 順 と な っ て い ま す 。  

ない
76.3%

ある
23.2%

不明
0.5%

Ｎ：203
 

 

問 18 一 時 預 か り サ ー ビ ス の 利 用 希 望  

一 時 預 か り サ ー ビ ス の 利 用 希 望 を み る と 、「 0～ 4 日 く ら い 」 16.3％ が

最 も 多 く 、 次 い で 「 5～ 9 日 く ら い 」 1.5％ 、「 20 日 く ら い 以 上 」 0.5％ の

順 と な っ て い ま す 。  

 

5～9日くらい
1.5%

0～4日くらい
16.3%

不明
81.7%

20日くらい以上
0.5%

Ｎ：203
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問 19 お 子 さ ん を 泊 り が け で 家 族 以 外 に 預 け た こ と の 有 無  

お 子 さ ん を 泊 り が け で 家 族 以 外 に 預 け た こ と の 有 無 を み る と 、「 な か っ

た 」 88.2％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 あ っ た （ 預 け 先 が 見 つ か ら な か っ た 場

合 を 含 む ）」 10.8％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

なかった
88.2%

あった（預け先が
見つからなかっ
た場合を含む）

10.8%

不明
1.0%

Ｎ：203
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問 19-1 対 処 方 法 に つ い て  

対 処 方 法 に つ い て み る と 、「（ 同 居 者 ） 親 族 ・ 知 人 に 預 け た 」 95.5％ が

最 も 多 く 、次 い で「 保 育 サ ー ビ ス を 利 用 し た 」4.5％ の 順 と な っ て い ま す 。  

ま た 困 難 度 に つ い て み る と 、「 特 に 困 難 で は な い 」 57.2％ が 最 も 多 く 、

次 い で 「 ど ち ら か と い う と 困 難 」 33.3％ の 順 と な っ て い ま す 。  

対処方法

保育サービスを
利用した

4.5%

（同居者を含む）
親族・知人に預

けた
95.5%

Ｎ：22
 

 

親族・知人に預けた場合の困難度

どちらかというと
困難
33.3%

不明
9.5%

特に困難ではな
い

57.2%

Ｎ：21
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父母、祖父母とも
子どもを見られな

いとき
11.7%

親族及び知人の
ほか、一時保

育、延長保育、
学童保育、放課
後児童クラブなど
の行政サービス
による預かりも利
用できないとき

5.0%

父母が子どもを
見られないとき

5.0%

父母、祖父母、そ
の他親族が子ど
もを見られないと

き
11.7%

不明
26.7%

ほとんど利用は
考えていない

40.0%
Ｎ：60

 

問 20 加 西 市 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト ク ラ ブ の 認 知 度  

加 西 市 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト ク ラ ブ の 認 知 度 を み る と 、「 知 ら な い 」

70.4％ 、「 知 っ て い る 」 29.6％ と な っ て い ま す 。  

知らない
70.4%

知っている
29.6%

Ｎ：203
 

問 20-1 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト ク ラ ブ を 利 用 す る 理 由  

フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト ク ラ ブ を 利 用 す る 理 由 に つ い て み る と 、「 ほ と ん ど

利 用 は 考 え て い な い 」 40.0％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 父 母 、 祖 父 母 と も 子

ど も を 見 ら れ な い と き 」、「 父 母 、 祖 父 母 、 そ の 他 親 戚 が 子 ど も を 見 ら れ

な い と き 」11.7％ 、「 父 母 が 子 ど も を 見 ら れ な い と き 」、「 親 族 及 び 知 人 の

ほ か 、 一 時 保 育 、 学 童 保 育 、 放 課 後 児 童 ク ラ ブ な ど の 行 政 サ ー ビ ス に よ

る 預 か り も 利 用 で き な い と き 」 5.0％ の 順 と な っ て い ま す 。  
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いいえ
89.5%

はい
6.3%

不明
4.2%

Ｎ：143

 

問 20-2 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト ク ラ ブ の 利 用 に あ た り 今 後 期 待 す る 点  

フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト ク ラ ブ を 利 用 す る に あ た り 今 後 期 待 す る 点 を み る

と 、「 利 用 料 金（ １ 時 間 600 円 ）の 引 き 下 げ 」35.0％ が 最 も 多 く 、次 い で

「 活 動 場 所 を 増 や す （ 協 力 会 員 宅 外 で の 預 か り ）」 33.3％ 、「 対 象 年 齢 の

拡 充（ ６ ヶ 月 か ら 小 学 生 ）」、「 交 流 ひ ろ ば の 開 催 な ど 預 か り サ ー ビ ス 以 外

の サ ポ ー ト の 充 実 」 15.0％ の 順 と な っ て い ま す 。  

28.3

15.0

33.3

11.7

35.0

15.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

利用料金（１時間６００円）の引き下げ

利用時間（７時～２２時）の延長

活動場所を増やす（協力会員宅外での預かり）

対象年齢の拡充（６ヶ月から小学生）

交流ひろばの開催など預かりサービス以外のサポー
トの充実

不明

Ｎ：60
 

問 20-3  今 後 、 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト ク ラ ブ の 利 用 を 検 討 す る か  

今 後 、 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト ク ラ ブ に つ い て 利 用 を 検 討 し ま す か を み る

と 、「 い い え 」 89.5％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 は い 」 6.3％ の 順 と な っ て い

ま す 。  
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問 21 子 ど も と 一 緒 の 時 間 や 親 の 介 護 に 時 間 が 十 分 に と れ て い る か  

子 ど も と 一 緒 の 時 間 や 親 の 介 護 に 時 間 が 十 分 に と れ て い ま す か を み る

と 、父 親 は「 と れ て い る 」50.8％ 、母 親 は「 と れ て い る 」65.5%と な っ て

お り 、 母 親 の 方 の 割 合 が 高 く な っ て い ま す 。  

 

とれていない
38.9%

とれている
50.8%

不明
10.3%

Ｎ：203

【父親】

 

とれていない
29.6%

とれている
65.5%

不明
4.9%

Ｎ：203

【母親】
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問 21-1 「 と れ て い な い 」 と 思 う 理 由  

「 と れ て い な い 」 と 思 う 理 由 を み る と 、 父 親 ・ 母 親 と も に 最 も 多 か っ

た の は 「 仕 事 が い そ が し い （ 残 業 が 多 い ） か ら 」 と な っ て い ま す が 、 父

親 72.1％ 、 母 親 51.7％ と 父 親 の 割 合 の 方 が 高 く な っ て い ま す 。  

 

職場において、
育児休業・介護
休暇・有給休暇
等の取得しやす
い環境や多様な
働き方を支える
環境が整ってい

ない
15.2%

その他
7.6%

仕事がいそがし
い（残業が多い）

から
72.1%

地域の実情に応
じた、育児や介
護等を行う家庭
を支援する社会
基盤が整備され

ていない
5.1%

Ｎ：79

【父親】

 

その他
15.0%

職場において、
育児休業・介護
休暇・有給休暇
等の取得しやす
い環境や多様な
働き方を支える
環境が整ってい

ない
20.0%

仕事がいそがし
い（残業が多い）

から
51.7%

地域の実情に応
じた、育児や介
護等を行う家庭
を支援する社会
基盤が整備され

ていない
13.3%

Ｎ：60

【母親】
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問 22 仕 事 と 子 育 て の 両 立 を は か る た め 、 職 場 に お い て 必 要 な こ と  

【 父 親 】  

父 親 の 仕 事 と 子 育 て の 両 立 を は か る た め 、 職 場 に お い て 必 要 な こ と を み

る と 、「 有 給 休 暇 の 取 得 し や す い 職 場 環 境 づ く り 」 5 1 . 2％ が 最 も 多 く 、次 い

で「 育 児 休 業 ・ 介 護 休 業 の 取 得 に 関 す る 上 司 や 同 僚 の 理 解 」 1 4 . 3％ 、「 在 宅

勤 務 な ど の 多 様 な 働 き 方 が 可 能 な 制 度 づ く り 」 4 . 4％ の 順 と な っ て い ま す 。 

父親の育児休業
の取得の促進

2.0%

有給休暇の取得
しやすい職場環

境づくり
51.2%

育児休業・介護
休業の取得に関
する上司や同僚

の理解
14.3%

育児休業期間終
了後の円滑な職

場復帰
2.0%事業所内保育の

整備
2.0%

不明
24.1%

在宅勤務などの
多様な働き方が
可能な制度づくり

4.4%

Ｎ：203
 

【 母 親 】  

母 親 の 仕 事 と 子 育 て の 両 立 を は か る た め 、 職 場 に お い て 必 要 な こ と を み

る と 、「 有 給 休 暇 の 取 得 し や す い 職 場 環 境 づ く り 」 3 0 . 5％ が 最 も 多 く 、次 い

で「 育 児 休 業 ・ 介 護 休 業 の 取 得 に 関 す る 上 司 や 同 僚 の 理 解 」 1 8 . 2％ 、「 在 宅

勤 務 な ど の 多 様 な 働 き 方 が 可 能 な 制 度 づ く り 」11 . 3％ の 順 と な っ て い ま す 。 

父親の育児休業
の取得の促進

3.0%

有給休暇の取得
しやすい職場環

境づくり
30.5%

育児休業・介護
休業の取得に関
する上司や同僚

の理解
18.2%

育児休業期間終
了後の円滑な職

場復帰
6.4%

事業所内保育の
整備
5.9%

不明
24.6%

在宅勤務などの
多様な働き方が
可能な制度づくり

11.3%

Ｎ：203
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問 23 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス の 認 知 度 ・ 利 用 状 況 ・ 利 用 意 向  

【 認 知 度 】  

子 育 て 支 援 サ ー ビ ス の 認 知 度 を み る と 、「 教 育 委 員 会・子 ど も 未 来 課 の

相 談 窓 口 」 以 外 の サ ー ビ ス は 、 認 知 度 が 過 半 数 を 超 え て い ま す 。  

特 に 「 か さ い 防 災 （ 防 犯 ） ネ ッ ト 」 は 71.9%と 最 も 割 合 が 多 く な っ て

い ま す 。  

 

47.8

53.7

26.6

32.5

39.459.6

51.2

43.8

71.9

64.5

1.0

2.5

1.5

3.0

1.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

すくすく子育て相談窓口

教育委員会・子ども未来課の相談窓口

かさい防災（防犯）ネット

児童館や地域の集会施設など

子育てハンドブック

はい いいえ 不明Ｎ：203
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【 利 用 状 況 】  

子 育 て 支 援 サ ー ビ ス の 利 用 度 を み る と 、「 児 童 館 や 地 域 の 集 会 施 設 な

ど 」 41.4％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 か さ い 防 災 （ 防 犯 ） ネ ッ ト 」 27.1％ 、

「 子 育 て ハ ン ド ブ ッ ク 」 21.7％ の 順 と な っ て い ま す 。  

「 す く す く 子 育 て 相 談 窓 口 」、「 教 育 委 員 会 ・ 子 供 未 来 課 の 相 談 窓 口 」

は 5.9%と 利 用 度 が 少 な く な っ て い ま す 。  

87.2

87.7

67.5

51.7

71.4

41.4

27.1

5.9

5.9

21.7 6.9

6.9

5.4

6.4

6.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

すくすく子育て相談窓口

教育委員会・子ども未来課の相談窓口

かさい防災（防犯）ネット

児童館や地域の集会施設など

子育てハンドブック

はい いいえ 不明Ｎ：203  
 

【 利 用 意 向 】  

子 育 て 支 援 サ ー ビ ス の 利 用 意 向 を み る と 、「 か さ い 防 災（ 防 犯 ）ネ ッ ト 」

53.2％ が 最 も 多 く 、次 い で「 児 童 館 や 地 域 の 集 会 施 設 な ど 」46.8％ 、「 子

育 て ハ ン ド ブ ッ ク 」 34.0％ 、「 教 育 委 員 会 ・ 子 ど も 未 来 課 の 相 談 窓 口 」

24.6％ 、「 す く す く 子 育 て 相 談 窓 口 」 21.7％ の 順 と な っ て い ま す 。  

68.5

64.5

36.9

43.8

55.734.0

21.7

24.6

53.2

46.8

9.9

10.8

9.9

9.4

10.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

すくすく子育て相談窓口

教育委員会・子ども未来課の相談窓口

かさい防災（防犯）ネット

児童館や地域の集会施設など

子育てハンドブック

はい いいえ 不明Ｎ：203
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問 24 子 育 て の 不 安 や 負 担 感  

子 育 て の 不 安 や 負 担 感 に つ い て み る と 、「 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 」64.5％ が 最 も 多 く 、次 い で「 子 育 て（ 教 育 ）

に か か る 経 済 的 負 担 が 大 き い か ら 」63.5％ 、「 子 ど も の 教 育 や い じ め な ど

が 心 配 だ か ら 」40.9％ 、「 安 全 な 遊 び 場 や 児 童 館 な ど 、子 ど も の 居 場 所 が

身 近 に い な い か ら 」36.0％ 、「 地 域 医 療 体 制 へ の 不 安 を 感 じ る か ら 」33.5％

の 順 と な っ て い ま す 。  

 

1.0

3.0

3.4

14.8

3.4

64.5

40.9

29.6

36.0

33.5

14.8

27.6

63.5

4.4

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

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

不明
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問 25 虐 待 の 状 況  

虐 待 に つ い て み る と 、「 ほ と ん ど な い 」43.3％ が 最 も 多 く 、次 い で「 全

く な い 」35.0％ 、「 時 々 あ る 」19.7％ 、「 よ く あ る 」1.0％ の 順 と な っ て い

ま す 。  

時々ある
19.7%

全くない
35.0%

よくある
1.0%

ほとんどない
43.3%

不明
1.0%

Ｎ：203
 

 

■ 家 族 構 成 別 虐 待 の 状 況 （ ク ロ ス 集 計 ）  

家 族 構 成 別 に 虐 待 の 状 況 を み る と 、 核 家 族 で は 「 よ く あ る 」、「 時 々 あ

る 」を あ わ せ て 26.9％ あ る の に 対 し 、複 合 家 族 で は 13.4％ と な っ て お り 、

核 家 族 の 方 が 虐 待 が 多 い 傾 向 と な っ て い ま す 。  

家族構成別の虐待の認識

2.2 24.7

13.4

30.8

34.4

53.6

30.8

37.6

32.0

38.5

1.0

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

核家族
(N:93)

複合家族
(N:97)

その他
(N:13)

よくある 時々ある ほとんどない 全くない 不明
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問 26 小 児 科 の か か り つ け 医 の 有 無  

小 児 科 の か か り つ け 医 の 有 無 を み る と 、「 市 内 に い る 」76.8％ が 最 も 多

く 、次 い で「 い な い 」12.8％ 、「 市 外 に い る 」9.9％ の 順 と な っ て い ま す 。  

市外にいる
9.9%

不明
0.5%

市内にいる
76.8%

いない
12.8%

Ｎ：203
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問 27 子 育 て に 関 す る 悩 み や 不 安 の 相 談 相 手 の 有 無  

子 育 て に 関 す る 悩 み や 不 安 の 相 談 相 手 の 有 無 を み る と 、「 い る 」93.1％

が 最 も 多 く 、 次 い で 「 い な い 」 6.9％ の 順 と な っ て い ま す 。  

いない
6.9%

いる
93.1%

Ｎ：203
 

 

問 28 加 西 市 は 子 育 て し や す い 環 境 に あ る と 思 う か  

加 西 市 は 子 育 て し や す い 環 境 に あ る と 思 う か に つ い て み る と 、「 い い

え 」 62.5％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 は い 」 36.5％ の 順 と な っ て い ま す 。  

いいえ
62.5%

はい
36.5%

不明
1.0%

Ｎ：203
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■ 家 族 構 成 別 加 西 市 の 子 育 て 環 境 （ ク ロ ス 集 計 ）  

家 族 構 成 別 に 加 西 市 の 子 育 て 環 境 を み る と 、 核 家 族 、 複 合 家 族 共 に 満

足 し て い な い 割 合 が 多 く な っ て い ま す 。  

家族構成別加西市の子育て環境満足度

37.6

34.0

46.2

61.3

64.9

53.8

1.0

1.1

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

核家族
(N:93)

複合家族
(N:97)

その他
(N:13)

はい いいえ 不明

 

 

■ 居 住 年 数 別 加 西 市 の 子 育 て 環 境 （ ク ロ ス 集 計 ）  

居 住 年 数 別 に 加 西 市 の 子 育 て 環 境 を み る と 、 居 住 年 数 が 少 な い と 子 育

て 環 境 の 満 足 度 が 高 く 、 居 住 年 数 が 長 い と 子 育 て 環 境 の 満 足 度 が 半 数 を

切 っ て お り 、 低 い 傾 向 と な っ て い ま す 。  

居住年数別子育て環境満足度

100.0

50.0

31.4

33.3

39.0

50.0

68.6

64.9

60.0

100.0

1.0

1.8

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

１年未満
(N:1)

1～5年未満
(N:4)

5～10年未満
(N:35)

10～20年未満
(N:57)

20年以上
(N:105)

不明
(N:1)

はい いいえ 不明
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問 28-1 子 育 て が し に く い と 思 う 理 由  

子 育 て が し に く い と 思 う 理 由 を み る と 、「 経 済 的 な 理 由（ 公 共 料 金 が 高

い な ど ）」53.7％ が 最 も 多 く 、次 い で「 子 ど も の 遊 び 場 が 少 な い 」37.9％ 、

「 交 通 面 で 不 便 だ か ら 」 31.0％ 、「 教 育 環 境 が 心 配 」 30.5％ 、「 小 児 医 療

制 度 が 心 配 」 28.6％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

4.9

3.9

10.3

6.4

28.6

20.2

2.5

7.4

11.8

31.0

37.9

7.4

16.3

30.5

53.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

子育て支援サービスが不足

買物等が不便

子どもの遊び場が少ない

交通面で不便だから

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

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

不明
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問 29 加 西 市 で の 子 育 て に 満 足 し て い る か  

加 西 市 で の 子 育 て に 満 足 し て い る か を み る と 、「 い い え 」60.5％ が 最 も

多 く 、 次 い で 「 は い 」 36.5％ の 順 と な っ て い ま す 。  

いいえ
60.5%

はい
36.5%

不明
3.0%

Ｎ：203
 

 

■ 家 族 構 成 別 子 育 て 満 足 度 （ ク ロ ス 集 計 ）  

家 族 構 成 別 に 子 育 て の 満 足 度 を み る と 、 核 家 族 、 複 合 家 族 共 に 満 足 し

て い な い 割 合 が 高 く な っ て い ま す 。  

家族構成別加西市での子育て満足度

35.5

37.1

38.5

60.2

60.8

61.5

2.1

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

核家族
(N:93)

複合家族
(N:97)

その他
(N:13)

はい いいえ 不明
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全く協力していな
い

2.0%

まあまあ協力して
いる
56.2%

十分協力してい
る

24.1%

あまり協力してい
ない
17.2%

不明
0.5%

Ｎ：203

 

■ 居 住 年 数 別 加 西 市 の 子 育 て 満 足 度 （ ク ロ ス 集 計 ）  

居 住 年 数 別 に 加 西 市 の 子 育 て の 満 足 度 を み る と 、 居 住 年 数 が 長 く な る

に つ れ 、 満 足 度 し て い る 割 合 が 増 加 し て い る 傾 向 と な っ て い ま す 。  

居住年数別子育て満足度

100.0

28.6

33.3

41.9

100.0

71.4

63.2

54.3

100.0

3.5

3.8

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

１年未満
(N:1)

1～5年未満
(N:4)

5～10年未満
(N:35)

10～20年未満
(N:57)

20年以上
(N:105)

不明
(N:1)

はい いいえ 不明
 

 

問 30 家 族 で 協 力 し て 子 育 て を し て い る か  

家 族 で 協 力 し て 子 育 て を し て い る か に つ い て み る と 、「 ま あ ま あ 協 力 し

て い る 」56.2％ が 最 も 多 く 、次 い で「 十 分 協 力 し て い る 」24.1％ 、「 あ ま

り 協 力 し て い な い 」 17.2％ 、「 全 く 協 力 し て い な い 」 2.0％ の 順 と な っ て

い ま す 。  
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問 31 お 子 さ ん は 学 校 に 行 く の が 楽 し そ う か  

お 子 さ ん は 学 校 に 行 く の が 楽 し そ う で す か を み る と 、「 ま あ ま あ 楽 し そ

う 」59.1％ が 最 も 多 く 、次 い で「 と て も 楽 し そ う 」35.0％ 、「 あ ま り 楽 し

そ う で な い 」 4.4％ 、「 嫌 々 行 っ て い る 」 1.5％ の 順 と な っ て い ま す 。  

まあまあ楽しそう
59.1%

嫌々行っている
1.5%

とても楽しそう
35.0%

あまり楽しそうで
ない
4.4%

Ｎ：203
 

 

問 32 お 子 さ ん は 家 で 学 校 の 出 来 事 を 話 す か  

お 子 さ ん は 家 で 学 校 の 出 来 事 を 話 す か に つ い て み る と 、「 毎 日 で な い が

よ く 話 す 」 41.4％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 毎 日 話 す 」、「 何 か あ っ た と き に

話 す 」 24.6％ 、「 あ ま り 話 さ な い 」 7.4％ の 順 と な っ て い ま す 。  

あまり話さない
7.4%

毎日でないがよく
話す
41.4%

毎日話す
24.6%

何かあったときに
話す
24.6%

その他
0.5%

不明
0.5%

全く話さない
1.0%

Ｎ：203
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問 33 お 子 さ ん は 朝 食 を 食 べ て い る か  

お 子 さ ん は 朝 食 を 食 べ て い る か を み る と 、「 毎 日 食 べ る 」91.6％ が 最 も

多 く 、 次 い で 「 時 々 食 べ な い と き が あ る 」 5.9％ 、「 ほ と ん ど 食 べ な い 」

2.5％ の 順 と な っ て い ま す 。  

時々食べないと
きがある

5.9%

毎日食べる
91.6%

ほとんど食べな
い

2.5%

Ｎ：203
 

 

問 34 普 段 家 族 と 一 緒 に 食 事 を し て い る か  

普 段 家 族 と 一 緒 に 食 事 を し て い る か を み る と 、「 家 族 の 誰 か と 一 緒 に 食

べ る 」60.6％ が 最 も 多 く 、次 い で「 ほ ぼ 毎 食 家 族 全 員 で 食 べ る 」38.4％ 、

「 子 ど も だ け の 食 事 （ 家 庭 ） が 多 い 」 1.0％ の 順 と な っ て い ま す 。  

家族の誰かと一
緒に食べる

60.6%

ほぼ毎食家族全
員で食べる

38.4%

子どもだけの食
事（家庭）が多い

1.0%

Ｎ：203
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問 35 こ れ か ら も 加 西 市 に 住 み 続 け た い と 思 う か  

こ れ か ら も 加 西 市 に 住 み 続 け た い と 思 う か に つ い て み る と 、「 住 み 続 け

た い 」43.8％ が 最 も 多 く 、次 い で「 ど ち ら と も い え な い 」40.4％ 、「 住 み

続 け た い と は 思 わ な い 」 15.8％ の 順 と な っ て い ま す 。  

住み続けたいと
は思わない

15.8%

住み続けたい
43.8%

どちらともいえな
い

40.4%

Ｎ：203
 

■ 家 族 構 成 別 加 西 市 の 定 住 意 向 （ ク ロ ス 集 計 ）  

家 族 構 成 別 に 加 西 市 の 定 住 意 向 を み る と 、 核 家 族 で は 「 住 み 続 け た い

と は 思 わ な い 」が 18.3％ に 対 し 、複 合 家 族 は 12.4％ と な っ て お り 、若 干

核 家 族 の 方 が 定 住 意 向 の 少 な い 傾 向 と な っ て い ま す 。  

家族構成別加西市の定住意向

39.8

47.4

46.2

18.3

12.4

23.1

41.9

40.2

30.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

核家族
(N:93)

複合家族
(N:97)

その他
(N:13)

住み続けたい 住み続けたいとは思わない どちらともいえない
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■ 居 住 年 数 別 加 西 市 の 定 住 意 向 （ ク ロ ス 集 計 ）  

居 住 年 数 別 に 加 西 市 の 定 住 意 向 を み る と 、居 住 年 数 が 増 加 す る ほ ど「 住

み 続 け た い 」 と 思 う 割 合 が 増 加 傾 向 に な っ て い ま す 。  

 

居住年数別加西市定住意向

100.0

22.9

38.6

55.2

50.0

14.3

15.8

15.2

50.0

62.9

45.6

29.5

100.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１年未満
(N:1)

1～5年未満
(N:4)

5～10年未満
(N:35)

10～20年未満
(N:57)

20年以上
(N:105)

不明
(N:1)

住み続けたい 住み続けたいとは思わない どちらともいえない
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問 35-1 住 み 続 け た い と 思 わ な い 理 由  

住 み 続 け た い と 思 わ な い 理 由 を み る と 、「 経 済 的 理 由（ 公 共 料 金 が 高 い

な ど ）」 62.5％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 交 通 面 で 不 便 だ か ら 」 50.0％ 、「 暮

ら し づ ら い か ら 」 34.4％ 、「 学 校 教 育 面 で 不 安 だ か ら 」 28.1％ 、「 愛 着 が

わ か な い か ら 」 18.8％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

3.1

9.4

3.1

62.5

34.4

12.5

3.1

6.3

50.0

15.6

15.6

9.4

12.5

18.8

28.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

愛着がわかないから

友人・知人が近くにいないから

市内に働く場所がないから（勤務先が遠い）

子どもが市外で進学・就労する予定だから

市内に住む場所がないから

子育てのしにくい環境だから

学校教育面で不安だから

医療体制が心配だから

交通面で不便だから

買物面で不便だから

遊ぶ場所がないから

田舎だから

暮らしづらいから

経済的理由（公共料金が高いなど）

特になし

その他

不明
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問 36 子 育 て で 、 ど の よ う な 地 域 づ く り が 大 切 だ と 思 う か  

子 育 て で 、 ど の よ う な 地 域 づ く り が 大 切 だ と 思 う か に つ い て み る と 、

「 他 人 の 子 ど も を 叱 っ て く れ る 地 域 づ く り 」 20.7％ が 最 も 多 く 、 次 い で

「 わ か ら な い 」19.2％ 、「 ス ポ ー ツ や 遊 び 等 の 指 導 を し て く れ る 人 の い る

地 域 づ く り 」 16.7％ 、 の 順 と な っ て い ま す 。  

子ども会活動、地
域の人とふれあ
う機会を増やす

14.3%

隣近所等の交流
をもっと増やす

6.4%

他人の子どもを
叱ってくれる地域

づくり
20.7%

スポーツや遊び
等の指導をしてく
れる人のいる地

域づくり
16.7%

わからない
19.2%

その他
9.9%

不明
9.4%

三世代の交流が
できる地域づくり

3.4%

Ｎ：203
 

問 37 加 西 市 が 行 う 子 育 て 支 援 対 策 の 情 報 発 信 の 媒 体 （ 手 法 ）  

加 西 市 が 行 う 子 育 て 支 援 対 策 の 情 報 発 信 に つ い て み る と 、「 広 報 紙 等 に

よ る 情 報 発 信 」 50.3％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 郵 便 に よ る 発 信 」 28.6％ 、

「 メ ー ル で の 発 信 （ 携 帯 含 む ）」 11.3％ の 順 と な っ て い ま す 。  

広報紙等による
情報発信

50.3%

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの発
信

4.9%

郵便による発信
28.6%

その他
1.5%

不明
3.4%

メールでの発信
（携帯含む）

11.3%

Ｎ：203
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問 38 今 後 、 若 者 が 定 住 す る 為 に 必 要 だ と 思 う 取 り 組 み  

【 １ 位 】  

今 後 、若 者 が 安 住 す る 為 に 必 要 だ と 思 う 取 り 組 み に つ い て み る と 、「 企

業 誘 致 等 、 職 場 の 確 保 」 38.9％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 子 育 て 支 援 サ ー ビ

ス の 充 実 」 12.8％ 、「 交 通 の 便 利 さ 」 11.8％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

3.0

1.0

3.4

3.0

3.0

3.0

2.0

6.9

38.9

8.9

12.8

2.5

11.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

子育て支援サービスの充実

教育環境の充実

企業誘致等、職場の確保

住宅環境の整備

公園等の整備

豊かな自然環境

交通の便利さ

防犯対策の充実

買い物等の便利さ

遊び場の確保

地域のつながりの充実

老後の安心

その他

今の加西市で十分だと思う

わからない

不明
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【 ２ 位 】  

今 後 、若 者 が 安 住 す る 為 に 必 要 だ と 思 う 取 り 組 み に つ い て み る と 、「 教

育 環 境 の 充 実 」 20.2％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 企 業 誘 致 等 、 職 場 の 確 保 」

16.7％ 、「 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス の 充 実 」、「 交 通 の 便 利 さ 」 9.9％ の 順 と な

っ て い ま す 。  

 

3.4

2.0

6.4

0.5

6.4

4.9

8.9

8.4

16.7

20.2

9.9

2.5

9.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

子育て支援サービスの充実

教育環境の充実

企業誘致等、職場の確保

住宅環境の整備

公園等の整備

豊かな自然環境

交通の便利さ

防犯対策の充実

買い物等の便利さ

遊び場の確保

地域のつながりの充実

老後の安心

その他

今の加西市で十分だと思う

わからない

不明
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【 ３ 位 】  

今 後 、若 者 が 安 住 す る 為 に 必 要 だ と 思 う 取 り 組 み に つ い て み る と 、「 企

業 誘 致 等 、 職 場 の 確 保 」 13.3％ が 最 も 多 く 、 次 い で 「 教 育 環 境 の 充 実 」、

「 老 後 の 安 心 」 12.8％ 、「 交 通 の 便 利 さ 」 12.3％ の 順 と な っ て い ま す 。  

 

3.9

1.0

12.8

3.9

3.4

6.9

6.4

2.5

9.9

13.3

12.8

8.9

2.0

12.3

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

子育て支援サービスの充実

教育環境の充実

企業誘致等、職場の確保

住宅環境の整備

公園等の整備

豊かな自然環境

交通の便利さ

防犯対策の充実

買い物等の便利さ

遊び場の確保

地域のつながりの充実

老後の安心

その他

今の加西市で十分だと思う

わからない

不明

 




