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Ⅰ 調査の概要 

 

１．調査の目的 

 

本調査は、平成 27～31 年度を計画期間とする「子ども・子育て支援事業計画」策定の基礎

資料とするため、町民の子育てニーズや考え方、確保を図るべき教育・保育・子育て支援の量の

見込みに資することを目的として実施したものです。 

 

２．調査の種類と実施方法 

 

本調査においては、対象者別に次の２種類のアンケート調査を実施しました。 

 

調査の種類 調査の対象（母集団） 実施方法 

就学前児童アンケート 
町内の就学前児童（0～５歳）の保

護者 

◇悉皆 488 人 

◇幼稚園・保育所入園者は

園を通しての配布 

その他は郵送配布 

◇園やセンター回収箱、郵

送による回収 

小学生アンケート 
町内の就学児童（小学 1～6 年生）

の保護者 

◇悉皆 665 人 

◇学校配布 

◇学校やセンター回収箱、

郵送による回収 

【調査基準日】平成 25 年 4 月 1 日 

【調 査 期 間】平成 25 年 1１月中旬～11 月末日（1２月 10 日回収分まで受付） 

 

３．配布と回収状況 

 

調査票の配布と回収の状況は次のとおりです。 

 

 配布数 回収数 回収率 

就学前児童アンケート 488 票 324 票 66.4％ 

小学生アンケート 665 票 44１票 66.3％ 
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４．調査結果の見方 

 

◇ 各設問ごとにその設問内容を示すタイトルを付けています。 

◇ タイトルの横には、次の２つのデータを並べています。 

 ・質問形態（ＳＡ＝単数回答、ＭＡ＝複数回答、ＦＡ＝文字記述、ＮＡ＝数量回答等） 

 

 

 

 

 

 

◇ 集計結果のグラフ・表における“無回答”は、当該設問への無回答の他、回答規則違反

（例えば、単数回答の設問における複数回答など）の件数（票数）を示しています。 

◇ “非該当”は、その設問の回答者に該当しない件数（票数）を示しています。 

◇ 数表やグラフにおいては、原則として各集計数の総回答対象者数に対する比率を表示し

ています。 

◇ 集計は、小数点以下を四捨五入して算出しているため、合計が 100％にならない場合

があります。 

◇ 各設問の選択肢等について、その意味を損なわない程度に表現を簡略化している場合が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡ＝単数回答：「１つに○」「主なもの１つに○印」など選択肢を１つ選ぶ質問形態 

ＭＡ＝複数回答：「あてはまるものすべてに○」など２つ以上の選択を選ぶ質問形態 

ＦＡ＝文字記述回答 

ＮＡ＝数量回答：日数や時間、回数などの数値・数量を記入してもらう質問形態 
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Ⅱ 就学前児童調査 

１．お子さんと家族の状況について 

 

問１ 住まいの地区（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.8

29.0

13.9

0.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

無回答

住まいの地区
（％）

n=324

合計 丹波地区 瑞穂地区 和知地区 無回答

324 184 94 45 1

100.0 56.8 29.0 13.9 0.3

51 30 14 7 0

100.0 58.8 27.5 13.7 0.0

43 24 15 4 0

100.0 55.8 34.9 9.3 0.0

53 26 17 10 0

100.0 49.1 32.1 18.9 0.0

59 36 15 8 0

100.0 61.0 25.4 13.6 0.0

59 38 13 8 0

100.0 64.4 22.0 13.6 0.0

56 28 20 8 0

100.0 50.0 35.7 14.3 0.0

3 2 0 0 1
100.0 66.7 0.0 0.0 33.3

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

問1住まいの地区

全体
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問２ 子どもの年齢（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 回答者（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

問４ 配偶関係（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.9

6.5

0.3

0.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

⺟親

父親

その他

無回答

回答者
（％）

n=324

15.7

13.3

16.4

18.2

18.2

17.3

0.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

⼦どもの年齢
（％）

n=324

93.5

5.0

0.3

1.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配偶者がいる

配偶者はいない

事実婚である

無回答

配偶関係
（％）

n=322
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問４-1 母親、父親の年齢階層（ＳＡ） 

・母親、父親の年齢は、ともに 30 歳代が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

19.3

65.5

14.9

0.0

0.0

0.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

19歳以下

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳以上

不明

⺟親の年齢
（％）

n=322

0.0

11.4

59.3

23.5

1.3

1.0

3.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

19歳以下

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳以上

不明

⽗親の年齢
（％）

n=307
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問４-2 同居家族（ＭＡ） 

・同居家族は、「父母同居」が 90.７％で最も多く、次いで「祖母同居」が 29.0％、「祖父同居」

が 22.8％の順となっています。 

・「母同居（ひとり親家庭）」は 3.４％、「父同居（ひとり親家庭）」はいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４-3 祖父母の居住状況（ＳＡ） 

・祖父母が近所に住んでいるかどうかについては、「住んでいる」が 80.2％、「住んでいない」

が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

80.2

16.7

3.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

住んでいる

住んでいない

無回答

祖⽗⺟の居住状況
（％）

n=324

90.7

0.0

3.4

22.8

29.0

7.4

0.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

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

その他(おじ、おばなど)

不明

同居家族
（％）

n=324
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問５ 主な子育て者（ＳＡ） 

・「主に母親」が 48.8％で最も多く、次いで「父母ともに」が 46.3％となっています。 

・「主に父親」は一人もいません。 

・子どもの年齢別でみると、2 歳と４歳では「父母ともに」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.3

48.8

0.0

0.6

0.6

3.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

⽗⺟ともに

主に⺟親

主に父親

主に祖⽗⺟

その他

無回答

主な子育て者
（％）

n=324

合計 父母とも

に

主に母親 主に父親 主に祖父

母

その他 無回答

324 150 158 0 2 2 12

100.0 46.3 48.8 0.0 0.6 0.6 3.7

51 23 25 0 0 1 2

100.0 45.1 49.0 0.0 0.0 2.0 3.9

43 17 25 0 0 0 1

100.0 39.5 58.1 0.0 0.0 0.0 2.3

53 29 21 0 1 0 2

100.0 54.7 39.6 0.0 1.9 0.0 3.8

59 28 29 0 0 0 2

100.0 47.5 49.2 0.0 0.0 0.0 3.4

59 32 24 0 1 0 2

100.0 54.2 40.7 0.0 1.7 0.0 3.4

56 19 34 0 0 1 2

100.0 33.9 60.7 0.0 0.0 1.8 3.6

3 2 0 0 0 0 1
100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

問5主な子育て者

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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２．子どもの育ちをめぐる環境について 

 

問６ 子育ての感想（ＳＡ） 

・「楽しい」が 52.5％で最も多く、次いで「少し不安又は負担を感じる」が 21.0％、「とても

楽しい」が 15.4％となっています。 

・「とても楽しい」と「楽しい」を合わせた肯定的評価は 67.9％、「少し不安又は負担を感じる」

と「とても不安又は負担を感じる」を合わせた否定的評価は 21.9％で、肯定的評価の方が 40

ポイント以上多くなっています。 

・子どもの年齢別にみると、肯定的評価は０歳の 78.4％が最も高く、3 歳と４歳の 61.0％が

最も低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4

52.5

21.0

0.9

6.8

3.4

0.0 20.0 40.0 60.0

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

どちらとも言えない

無回答

子育ての感想
（％）

n=324

合計 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

どちらと

も言えな

い

無回答

324 50 170 68 3 22 11

100.0 15.4 52.5 21.0 0.9 6.8 3.4

51 10 30 10 0 1 0

100.0 19.6 58.8 19.6 0.0 2.0 0.0

43 10 19 9 0 3 2

100.0 23.3 44.2 20.9 0.0 7.0 4.7

53 10 26 12 0 4 1

100.0 18.9 49.1 22.6 0.0 7.5 1.9

59 4 32 14 0 7 2

100.0 6.8 54.2 23.7 0.0 11.9 3.4

59 10 26 16 1 5 1

100.0 16.9 44.1 27.1 1.7 8.5 1.7

56 6 34 7 2 2 5

100.0 10.7 60.7 12.5 3.6 3.6 8.9

3 0 3 0 0 0 0
100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問6子育ての感想

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問７ 子育ての悩みや不安（ＭＡ） 

・「子どものしつけ」が 55.6％で最も多く、次いで「子どもを叱りすぎているような気がする」

が 38.0％、「子どもの教育や将来の教育費」が 37.3％の順となっています。 

・子どもの年齢別では、０歳では「子どもの教育や将来の教育費」が 47.1％で最も多くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4

28.7

21.0

55.6

16.0

9.9

37.3

18.2

11.4

22.5

9.6

2.2

13.0

38.0

4.0

3.4

14.2

9.9

9.6

8.6

16.0

6.5

2.5

0.0 20.0 40.0 60.0

病気や発育・発達

食事や栄養

育児の方法

子どものしつけ

子どもとの接し方

子どもの遊び

子どもの教育や将来の教育費

子育てで出費がかさむ

子どもの生活リズムの乱れ

仕事や自分のやりたいことができない

配偶者・パートナーの協⼒が少ない

話し相⼿や相談相⼿、協⼒者がいない

保護者同⼠の交流・つきあいが難しい

子どもを叱りすぎているような気がする

ストレスがたまり子どもに手をあげたりしてしまう

地域の子育て支援サービスの内容等がよくわからない

子育てによる身体の疲れが大きい

夫婦で楽しむ時間がない

家族の中での子育て方針の違い

住居が狭い

特にない

その他

無回答

⼦育ての悩みや不安

（％）

n=324

お
子

さ
ん

の
こ

と
 

保
護

者
の

こ
と
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問８ 相談相手の有無（ＳＡ） 

・「いる／ある」が 92.3％、「いない／ない」が 4.3％となっています。 

・子どもの年齢別でみると、「いない／ない」は 5 歳で最も多い 7.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.3

4.3

3.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

いる／ある

いない／ない

無回答

相談相手の有無

（％）

n=324

合計 病気や発
育・発達

食事や栄
養

育児の方
法

子どもの
しつけ

子どもと
の接し方

子どもの
遊び

子どもの
教育や将

来の教育

費

子育てで
出費がか

さむ

子どもの
生活リズ

ムの乱れ

仕事や自
分のやり

たいこと

ができな

い

配偶者・
パート

ナーの協

力が少な

い

話し相手
や相談相

手、協力

者がいな

い

324 92 93 68 180 52 32 121 59 37 73 31 7

100.0 28.4 28.7 21.0 55.6 16.0 9.9 37.3 18.2 11.4 22.5 9.6 2.2

51 23 23 9 23 3 10 24 13 8 19 8 1
100.0 45.1 45.1 17.6 45.1 5.9 19.6 47.1 25.5 15.7 37.3 15.7 2.0

43 13 16 12 21 5 5 14 9 6 8 3 2

100.0 30.2 37.2 27.9 48.8 11.6 11.6 32.6 20.9 14.0 18.6 7.0 4.7

53 8 21 13 35 8 3 16 7 7 15 5 0
100.0 15.1 39.6 24.5 66.0 15.1 5.7 30.2 13.2 13.2 28.3 9.4 0.0

59 19 14 11 36 11 4 24 11 4 15 3 0

100.0 32.2 23.7 18.6 61.0 18.6 6.8 40.7 18.6 6.8 25.4 5.1 0.0

59 13 10 11 34 14 5 21 10 4 7 6 2
100.0 22.0 16.9 18.6 57.6 23.7 8.5 35.6 16.9 6.8 11.9 10.2 3.4

56 16 9 10 29 11 5 20 8 7 8 6 2

100.0 28.6 16.1 17.9 51.8 19.6 8.9 35.7 14.3 12.5 14.3 10.7 3.6

3 0 0 2 2 0 0 2 1 1 1 0 0
100.0 0.0 0.0 66.7 66.7 0.0 0.0 66.7 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

合計 保護者同

士の交

流・つき
あいが難

しい

子どもを

叱りすぎ

ているよ
うな気が

する

ストレス

がたまり

子どもに
手をあげ

たりして

しまう

地域の子

育て支援

サービス
の内容等

がよくわ

からない

子育てに

よる身体

の疲れが
大きい

夫婦で楽

しむ時間

がない

家族の中

での子育

て方針の
違い

住居が狭

い

特にない その他 無回答

324 42 123 13 11 46 32 31 28 52 21 8
100.0 13.0 38.0 4.0 3.4 14.2 9.9 9.6 8.6 16.0 6.5 2.5

51 6 8 1 3 9 7 8 5 7 1 1

100.0 11.8 15.7 2.0 5.9 17.6 13.7 15.7 9.8 13.7 2.0 2.0

43 5 14 1 2 7 4 1 1 7 6 1
100.0 11.6 32.6 2.3 4.7 16.3 9.3 2.3 2.3 16.3 14.0 2.3

53 7 21 1 1 7 5 6 4 10 5 0

100.0 13.2 39.6 1.9 1.9 13.2 9.4 11.3 7.5 18.9 9.4 0.0

59 6 26 5 2 10 8 8 4 7 3 2
100.0 10.2 44.1 8.5 3.4 16.9 13.6 13.6 6.8 11.9 5.1 3.4

59 8 29 4 1 7 2 4 7 12 1 1

100.0 13.6 49.2 6.8 1.7 11.9 3.4 6.8 11.9 20.3 1.7 1.7

56 8 25 1 2 6 6 4 7 9 4 3
100.0 14.3 44.6 1.8 3.6 10.7 10.7 7.1 12.5 16.1 7.1 5.4

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0

問7子育ての悩みや不安

問7子育ての悩みや不安

全体

問2子どもの
年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問８-1 相談先（ＭＡ） 

・相談先は「友人や知人」が 87.0％、「祖父母等の親族」が 75.6％、「保育所」が 23.4％とな

っています。 

・子どもの年齢別にみると、2 歳では「祖父母等の親族」が 84.3％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75.6

87.0

12.7

8.0

7.4

23.4

7.0

0.0

5.4

0.7

0.3

0.0

0.0

3.0

0.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

祖⽗⺟等の親族

友人や知人

近所の人

子育てサークル・NPO等

保健所・保健センター

保育所

幼稚園

⺠⽣委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

⺟⼦⾃⽴⽀援員

児童相談所

⺠間の電話相談

その他

無回答

相談先

（％）

n=299

合計 いる／あ

る

いない／

ない

無回答

324 299 14 11

100.0 92.3 4.3 3.4

51 48 2 1

100.0 94.1 3.9 2.0

43 41 1 1

100.0 95.3 2.3 2.3

53 51 1 1

100.0 96.2 1.9 1.9

59 54 3 2

100.0 91.5 5.1 3.4

59 54 3 2

100.0 91.5 5.1 3.4

56 48 4 4

100.0 85.7 7.1 7.1

3 3 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0

問8相談相手の有無

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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合計 祖父母等

の親族

友人や知

人

近所の人 子育て

サーク

ル・NPO

等

保健所・

保健セン

ター

保育所 幼稚園 民生委

員・児童

委員

かかりつ

けの医師

自治体の

子育て関

連担当窓

口

299 226 260 38 24 22 70 21 0 16 2

100.0 75.6 87.0 12.7 8.0 7.4 23.4 7.0 0.0 5.4 0.7

48 39 42 7 6 4 7 2 0 1 1

100.0 81.3 87.5 14.6 12.5 8.3 14.6 4.2 0.0 2.1 2.1

41 30 36 6 4 4 11 1 0 8 0

100.0 73.2 87.8 14.6 9.8 9.8 26.8 2.4 0.0 19.5 0.0

51 43 42 5 6 4 12 1 0 0 0

100.0 84.3 82.4 9.8 11.8 7.8 23.5 2.0 0.0 0.0 0.0

54 35 44 6 5 6 14 2 0 2 0

100.0 64.8 81.5 11.1 9.3 11.1 25.9 3.7 0.0 3.7 0.0

54 41 51 7 3 1 14 7 0 2 1

100.0 75.9 94.4 13.0 5.6 1.9 25.9 13.0 0.0 3.7 1.9

48 35 42 7 0 3 11 8 0 3 0

100.0 72.9 87.5 14.6 0.0 6.3 22.9 16.7 0.0 6.3 0.0

3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 母子自立

支援員

児童相談

所

民間の電

話相談

その他 不明 非該当

299 1 0 0 9 1 25

100.0 0.3 0.0 0.0 3.0 0.3

48 0 0 0 1 0 3

100.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0

41 0 0 0 1 0 2

100.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0

51 0 0 0 1 0 2

100.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0

54 0 0 0 1 1 5

100.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9

54 1 0 0 2 0 5

100.0 1.9 0.0 0.0 3.7 0.0

48 0 0 0 2 0 8

100.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0

3 0 0 0 1 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0

問8-1相談先

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

問8-1相談先
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問８-2 近所付き合い（ＳＡ） 

・「付き合いがありやや親しい」が 31.2％で最も多く、次いで「少々付き合いがある」が 29.3％、

「付き合いはほとんどなく、あいさつする程度」が 20.4％の順となっています。 

・子どもの年齢別にみると、０歳では「付き合いはほとんどなく、あいさつをする程度」が最も

多くなっています。 

・地区別でみると、和知地区では「少々付き合いがある」が 42.2％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.0

31.2

29.3

20.4

2.8

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

親しい

付き合いがありやや親しい

少々付き合いがある

付き合いはほとんどなく、あいさつをする程度

わからない

無回答

近所付き合い

（％）

n=324

合計 親しい 付き合い

がありや

や親しい

少々付き

合いがあ

る

付き合い

はほとん

どなく、

あいさつ

をする程

度

わからな

い

無回答

324 42 101 95 66 9 11

100.0 13.0 31.2 29.3 20.4 2.8 3.4

51 7 13 12 17 1 1

100.0 13.7 25.5 23.5 33.3 2.0 2.0

43 6 17 11 5 2 2

100.0 14.0 39.5 25.6 11.6 4.7 4.7

53 10 15 14 12 2 0

100.0 18.9 28.3 26.4 22.6 3.8 0.0

59 5 17 21 10 3 3

100.0 8.5 28.8 35.6 16.9 5.1 5.1

59 6 23 16 10 1 3

100.0 10.2 39.0 27.1 16.9 1.7 5.1

56 8 15 21 10 0 2

100.0 14.3 26.8 37.5 17.9 0.0 3.6

3 0 1 0 2 0 0
100.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0

184 25 56 48 44 4 7

100.0 13.6 30.4 26.1 23.9 2.2 3.8

94 10 33 28 14 5 4

100.0 10.6 35.1 29.8 14.9 5.3 4.3

45 7 11 19 8 0 0

100.0 15.6 24.4 42.2 17.8 0.0 0.0

1 0 1 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問1住まいの

地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

不明

問8-2近所付き合い

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答



- 14 - 

問８-3 地域参加（ＭＡ） 

・地域参加の状況は、「地域伝統行事（祭り、地蔵盆など）」が 61.1％で最も多く、次いで「子

育て支援サークルの活動」が 16.7％、「子ども会等の青少年団体活動」が 13.9％の順となっ

ています。 

・地域別でみると、「地域伝統行事（祭り、地蔵盆など）」は和知地区の 71.1％が最も多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 子育て支

援サーク

ルの活動

スポーツ

活動

文化・音

楽活動

キャンプ

等の野外

活動

子ども会

等の青少

年団体活

動

リサイク

ル等の環

境分野で

の社会貢

献活動

地域伝統

行事（祭

り、地蔵

盆など）

その他の

活動

無回答

324 54 13 9 2 45 9 198 6 82

100.0 16.7 4.0 2.8 0.6 13.9 2.8 61.1 1.9 25.3

51 16 1 0 0 4 0 25 2 14

100.0 31.4 2.0 0.0 0.0 7.8 0.0 49.0 3.9 27.5

43 15 1 1 0 5 0 22 0 12

100.0 34.9 2.3 2.3 0.0 11.6 0.0 51.2 0.0 27.9
53 9 2 0 0 5 1 31 0 15

100.0 17.0 3.8 0.0 0.0 9.4 1.9 58.5 0.0 28.3

59 9 2 3 1 7 2 43 1 12

100.0 15.3 3.4 5.1 1.7 11.9 3.4 72.9 1.7 20.3

59 3 4 4 1 12 1 38 1 15

100.0 5.1 6.8 6.8 1.7 20.3 1.7 64.4 1.7 25.4

56 2 3 1 0 12 5 38 2 12

100.0 3.6 5.4 1.8 0.0 21.4 8.9 67.9 3.6 21.4
3 0 0 0 0 0 0 1 0 2

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7

184 32 6 6 0 22 4 111 4 43

100.0 17.4 3.3 3.3 0.0 12.0 2.2 60.3 2.2 23.4

94 13 5 1 2 19 4 54 1 30

100.0 13.8 5.3 1.1 2.1 20.2 4.3 57.4 1.1 31.9

45 9 2 2 0 4 1 32 1 9
100.0 20.0 4.4 4.4 0.0 8.9 2.2 71.1 2.2 20.0

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

問1住まいの

地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

不明

問8-3地域参加

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

16.7

4.0

2.8

0.6

13.9

2.8

61.1

1.9

25.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

子育て支援サークルの活動

スポーツ活動

文化・音楽活動

キャンプ等の野外活動

⼦ども会等の⻘少年団体活動

リサイクル等の環境分野での社会貢献活動

地域伝統⾏事（祭り、地蔵盆など）

その他の活動

無回答

地域参加
（％）

n=324
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問８-4 日中の遊び場（ＭＡ） 

・「自宅」が 68.5％で最も多く、次いで「家の近くの路地、空き地」が 26.5％、「公園」が 19.4％

の順となっています。 

・子どもの年齢別にみると、「自宅」は 0 歳の 80.4％が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4

26.5

11.1

11.7

2.8

0.3

6.2

68.5

16.4

3.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

公園

家の近くの路地、空き地

⼦どもの友⼈宅

親族宅

知⼈宅

児童館

子育て支援センター

⾃宅

その他

無回答

日中の遊び場
（％）

n=324

合計 公園 家の近く

の路地、

空き地

子どもの

友人宅

親族宅 知人宅 児童館 子育て支

援セン

ター

自宅 その他 無回答

324 63 86 36 38 9 1 20 222 53 12

100.0 19.4 26.5 11.1 11.7 2.8 0.3 6.2 68.5 16.4 3.7

51 9 9 3 5 0 0 5 41 5 2

100.0 17.6 17.6 5.9 9.8 0.0 0.0 9.8 80.4 9.8 3.9

43 13 15 3 7 2 0 7 25 7 1

100.0 30.2 34.9 7.0 16.3 4.7 0.0 16.3 58.1 16.3 2.3

53 14 15 6 4 2 1 6 33 13 1

100.0 26.4 28.3 11.3 7.5 3.8 1.9 11.3 62.3 24.5 1.9

59 7 17 5 10 1 0 2 39 14 3

100.0 11.9 28.8 8.5 16.9 1.7 0.0 3.4 66.1 23.7 5.1

59 9 15 5 6 4 0 0 45 9 1

100.0 15.3 25.4 8.5 10.2 6.8 0.0 0.0 76.3 15.3 1.7

56 10 15 13 6 0 0 0 37 5 4

100.0 17.9 26.8 23.2 10.7 0.0 0.0 0.0 66.1 8.9 7.1

3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
100.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0

問8-4日中の遊び場

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問８-5 遊び場で困ること・困ったこと（ＭＡ） 

・「雨の日に遊べる場所がない」が 54.0％で最も多く、次いで「近くに遊び場がない」が 30.9％ 

「遊び場に同じ歳くらいの遊び仲間がいない」が 27.2％の順となっています。 

・地区別にみると、和知地区では「近くに遊び場がない」も 62.2％と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.0

30.9

9.0

13.6

8.3

25.3

17.3

10.5

27.2

18.8

4.6

9.9

4.3

0.0 20.0 40.0 60.0

雨の日に遊べる場所がない

近くに遊び場がない

遊び場や周辺環境が悪く、安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険である

思い切り遊ぶための⼗分な広さがない

遊具などの種類が充実していない

遊具などの設備が古くて危険である

トイレなどが不衛⽣である

遊び場に同じ歳くらいの遊び仲間がいない

いつも閑散としていて寂しい感じがする

その他

特に意⾒はない

無回答

遊び場で困ること・困ったこと
（％）

n=324

合計 雨の日に

遊べる場

所がない

近くに遊

び場がな

い

遊び場や

周辺環境

が悪く、

安心して

遊べない

遊び場周

辺の道路

が危険で

ある

思い切り

遊ぶため

の十分な

広さがな

い

遊具など

の種類が

充実して

いない

遊具など

の設備が

古くて危

険である

トイレな

どが不衛

生である

遊び場に

同じ歳く

らいの遊

び仲間が

いない

いつも閑

散として

いて寂し

い感じが

する

その他 特に意見

はない

無回答

324 175 100 29 44 27 82 56 34 88 61 15 32 14

100.0 54.0 30.9 9.0 13.6 8.3 25.3 17.3 10.5 27.2 18.8 4.6 9.9 4.3

51 27 17 2 2 2 9 9 5 12 13 2 10 2

100.0 52.9 33.3 3.9 3.9 3.9 17.6 17.6 9.8 23.5 25.5 3.9 19.6 3.9

43 28 15 1 8 1 14 6 5 8 7 0 3 3

100.0 65.1 34.9 2.3 18.6 2.3 32.6 14.0 11.6 18.6 16.3 0.0 7.0 7.0

53 29 16 6 5 3 16 13 5 16 9 3 4 3

100.0 54.7 30.2 11.3 9.4 5.7 30.2 24.5 9.4 30.2 17.0 5.7 7.5 5.7

59 32 16 10 9 7 15 10 6 21 13 2 5 1

100.0 54.2 27.1 16.9 15.3 11.9 25.4 16.9 10.2 35.6 22.0 3.4 8.5 1.7

59 28 14 7 10 9 19 9 9 13 10 4 5 3

100.0 47.5 23.7 11.9 16.9 15.3 32.2 15.3 15.3 22.0 16.9 6.8 8.5 5.1

56 28 20 3 10 5 9 8 4 16 9 4 5 2

100.0 50.0 35.7 5.4 17.9 8.9 16.1 14.3 7.1 28.6 16.1 7.1 8.9 3.6

3 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
100.0 100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0

184 91 44 15 24 14 44 24 19 39 36 10 20 11

100.0 49.5 23.9 8.2 13.0 7.6 23.9 13.0 10.3 21.2 19.6 5.4 10.9 6.0

94 55 28 5 12 6 22 19 12 27 12 4 8 3

100.0 58.5 29.8 5.3 12.8 6.4 23.4 20.2 12.8 28.7 12.8 4.3 8.5 3.2

45 28 28 9 8 7 16 13 3 21 13 1 4 0

100.0 62.2 62.2 20.0 17.8 15.6 35.6 28.9 6.7 46.7 28.9 2.2 8.9 0.0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問8-5遊び場で困ること・困ったこと

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

問1住まいの

地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

不明
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問８-6 外出する際に困ること・困ったこと（ＭＡ） 

・「買い物中などに子どもを遊ばせる場所がない」が 32.4％で最も多く、次いで「特に困ること・

困ったことはない」が 26.2％、「オムツ替えや親子での利用に便利なトイレがない」と「暗い

通り等が多く、子どもが犯罪被害にあわないか心配」が同率の 18.5％となっています。 

・子どもの年齢別にみると、4 歳・５歳では「特に困ること・困ったことはない」が最も多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 歩道や信

号がない

通りが多

く、安全

面で心配

歩道の段

差などベ

ビーカー

等の通行

が困難

交通機関

や建物が

ベビー

カーでの

移動に配

慮されて

いない

授乳する

場所や必

要な設備

がない

オムツ替

えや親子

での利用

に便利な

トイレが

ない

小さな子

どもの食

事に配慮

された場

所がない

買い物中

などに子

どもを遊

ばせる場

所がない

暗い通り

や見通し

のきかな

いところ

が多く、

子どもが

犯罪被害

にあわな

いか心配

周囲の人

が子ども

連れを迷

惑そうに

みる

困ってい

るときに

手を貸し

てくれる

人が少な

い

その他 特に困る

こと・

困ったこ

とはない

無回答

324 37 29 27 33 60 52 105 60 11 18 12 85 16

100.0 11.4 9.0 8.3 10.2 18.5 16.0 32.4 18.5 3.4 5.6 3.7 26.2 4.9

51 4 11 5 12 14 15 15 9 3 3 1 9 1

100.0 7.8 21.6 9.8 23.5 27.5 29.4 29.4 17.6 5.9 5.9 2.0 17.6 2.0

43 4 8 5 2 10 12 20 8 0 2 2 6 3

100.0 9.3 18.6 11.6 4.7 23.3 27.9 46.5 18.6 0.0 4.7 4.7 14.0 7.0

53 5 1 3 5 12 8 24 3 2 2 2 17 2

100.0 9.4 1.9 5.7 9.4 22.6 15.1 45.3 5.7 3.8 3.8 3.8 32.1 3.8

59 9 4 8 10 10 9 18 10 2 4 2 16 3

100.0 15.3 6.8 13.6 16.9 16.9 15.3 30.5 16.9 3.4 6.8 3.4 27.1 5.1

59 9 2 2 2 8 6 13 12 1 5 2 18 3

100.0 15.3 3.4 3.4 3.4 13.6 10.2 22.0 20.3 1.7 8.5 3.4 30.5 5.1

56 6 1 4 2 6 2 14 16 3 2 3 19 4

100.0 10.7 1.8 7.1 3.6 10.7 3.6 25.0 28.6 5.4 3.6 5.4 33.9 7.1

3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
100.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問8-6外出する際に困ること・困ったこと

無回答

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

全体

問2子どもの

年齢

11.4

9.0

8.3

10.2

18.5

16.0

32.4

18.5

3.4

5.6

3.7

26.2

4.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

歩道や信号がない通りが多く、安全面で心配

歩道の段差などベビーカー等の通⾏が困難

交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮されていない

授乳する場所や必要な設備がない

オムツ替えや親⼦での利⽤に便利なトイレがない

小さな子どもの食事に配慮された場所がない

買い物中などに子どもを遊ばせる場所がない

暗い通り等が多く、子どもが犯罪被害にあわないか心配

周囲の人が子ども連れを迷惑そうにみる

困っているときに手を貸してくれる人が少ない

その他

特に困ること・困ったことはない

無回答

外出する際に困ること・困ったこと
（％）

n=324
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問８-7 急病時の対応（ＳＡ） 

・「休日救急診療所」が 59.9％で最も多く、次いで「かかりつけ医」が 14.2％となっています。 

・「受診できる医療機関を知らない」も 2.5％ですがみられます。 

・子どもの年齢別にみると、「受診できる医療機関を知らない」は 0 歳の 7.8％が最も多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.9

14.2

5.9

8.3

2.5

9.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

休⽇救急診療所

かかりつけ医

電話相談

その他

受診できる医療機関を知らない

無回答

急病時の対応
（％）

n=324

合計 休日救急

診療所

かかりつ

け医

電話相談 その他 受診でき

る医療機

関を知ら

ない

無回答

324 194 46 19 27 8 30

100.0 59.9 14.2 5.9 8.3 2.5 9.3

51 28 8 2 6 4 3

100.0 54.9 15.7 3.9 11.8 7.8 5.9

43 29 2 5 2 0 5

100.0 67.4 4.7 11.6 4.7 0.0 11.6

53 30 12 2 4 1 4

100.0 56.6 22.6 3.8 7.5 1.9 7.5

59 33 11 5 5 1 4

100.0 55.9 18.6 8.5 8.5 1.7 6.8

59 35 7 1 5 1 10

100.0 59.3 11.9 1.7 8.5 1.7 16.9

56 36 6 4 5 1 4

100.0 64.3 10.7 7.1 8.9 1.8 7.1

3 3 0 0 0 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問8-7急病時の対応

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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３．保護者の就労状況について 

 

問９(1) 母親の就労状況（ＳＡ） 

・「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 32.6％で最も

多く、次いで「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 28.６％、

「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 28.3％の順となっています。 

・子どもの年齢別にみると、2 歳では「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中で

はない」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.6

2.5

32.6

1.2

28.3

3.4

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育

休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労してい

ない

これまで就労したことがない

不明

⺟親の就労状況
（％）

n=322

合計 フルタイ

ムで就労

してお

り、産

休・育

休・介護

休業中で

はない

フルタイ

ムで就労

している

が、産

休・育

休・介護

休業中で

ある

パート・

アルバイ

ト等で就

労してお

り、産

休・育

休・介護

休業中で

はない

パート・

アルバイ

ト等で就

労してい

るが、産

休・育

休・介護

休業中で

ある

以前は就

労してい

たが、現

在は就労

していな

い

これまで

就労した

ことがな

い

無回答 非該当

322 92 8 105 4 91 11 11 2

100.0 28.6 2.5 32.6 1.2 28.3 3.4 3.4

50 10 3 11 2 23 0 1 1

100.0 20.0 6.0 22.0 4.0 46.0 0.0 2.0

43 12 0 11 0 16 4 0 0

100.0 27.9 0.0 25.6 0.0 37.2 9.3 0.0

53 22 1 14 1 13 0 2 0

100.0 41.5 1.9 26.4 1.9 24.5 0.0 3.8

59 16 1 18 1 15 4 4 0

100.0 27.1 1.7 30.5 1.7 25.4 6.8 6.8

59 20 1 22 0 14 1 1 0

100.0 33.9 1.7 37.3 0.0 23.7 1.7 1.7

56 12 2 27 0 10 2 3 0

100.0 21.4 3.6 48.2 0.0 17.9 3.6 5.4

2 0 0 2 0 0 0 0 1
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問9①母親の就労状況

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問９(2) 父親の就労状況（ＳＡ） 

・「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 93.8％で最も多くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.8

1.3

0.7

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育

休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労してい

ない

これまで就労したことがない

不明

父親の就労状況
（％）

n=307

合計 フルタイ

ムで就労

してお

り、産

休・育

休・介護

休業中で

はない

フルタイ

ムで就労

している

が、産

休・育

休・介護

休業中で

ある

パート・

アルバイ

ト等で就

労してお

り、産

休・育

休・介護

休業中で

はない

パート・

アルバイ

ト等で就

労してい

るが、産

休・育

休・介護

休業中で

ある

以前は就

労してい

たが、現

在は就労

していな

い

これまで

就労した

ことがな

い

無回答 非該当

307 288 4 2 0 0 0 13 17

100.0 93.8 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 4.2

50 47 1 1 0 0 0 1 1

100.0 94.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0

41 40 0 0 0 0 0 1 2

100.0 97.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

48 44 1 1 0 0 0 2 5

100.0 91.7 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 4.2

57 52 1 0 0 0 0 4 2

100.0 91.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0

56 54 1 0 0 0 0 1 3

100.0 96.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

53 49 0 0 0 0 0 4 3

100.0 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5

2 2 0 0 0 0 0 0 1
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問9②父親の就労状況

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 10(1)-1① 母親の就労日数・就労時間 

 

［母親の１週当たりの就労日数（ＮＡ）］ 

・母親の１週当たりの就労日数は、週に５日が 48.8％で最も多く、次いで４日が 9.6％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［母親の１日当たりの就労時間（ＮＡ）］ 

・１日当たりの就労時間は、８時間が 21.1％で最も多く、次いで 6 時間が 11.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

1.4

5.3

9.6

48.8

1.4

1.0

32.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

不明

⺟親の就労⽇数

（％）

n=209

4.8

10.5

11.0

10.5

21.1

3.3

3.8

1.0

0.0

34.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

不明

⺟親の就労時間 （％）

n=209
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問 10(1)-2① 母親が就労のために家を空けている時間帯（ＮＡ） 

・就労のために家を空けている時間は、9時～16時が 8割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

母親が就労のために家を空けている時間帯
（％）

n=206
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問 10(1)-1② 父親の就労日数・就労時間 

 

［父親の１週当たりの就労日数（ＮＡ）］ 

・父親の１週当たりの就労日数は、週に５日が 33.0％で最も多く、次いで 6 日が 26.5％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［父親の１日当たりの就労時間（ＮＡ）］ 

・１日当たりの就労時間は、８時間が 29.6％で最も多く、次いで 10 時間が 15.6％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.3

2.4

29.6

12.9

15.6

5.8

14.3

0.3

2.4

3.1

13.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間以上

不明

父親の就労時間 （％）

n=294

0.3

0.3

1.0

1.0

33.0

26.5

3.4

34.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

不明

父親の就労日数

（％）

n=294
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問 10(1)-2② 父親が就労のために家を空けている時間帯（ＮＡ） 

・就労のために家を空けている時間は、9時～17時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

0時

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

父親が就労のために家を空けている時間帯

n=263
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問 11(1) 母親のフルタイムへの転換希望（ＳＡ） 

（現在、パート・アルバイトの母親限定）  

・「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 45.9％で最も多く、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」が 31.2％、「パート・アルバイト等をや

めて子育てや家事に専念したい」が 8.3％の順となっています。 

・子どの年齢別にみると、「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」は 1 歳

の 18.2％が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11(2) 父親のフルタイムへの転換希望（ＳＡ）  

・パート・アルバイトと回答された父親は２人で、フルタイムへの転換希望については、全員が

「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」となっています。  

合計 フルタイ

ムへの転

換希望が

あり、実

現できる

見込みが

ある

フルタイ

ムへの転

換希望は

あるが、

実現でき

る見込み

はない

パート・

アルバイ

ト等の就

労を続け

ることを

希望

パート・

アルバイ

ト等をや

めて子育

てや家事

に専念し

たい

無回答 非該当

109 6 34 50 9 10 215

100.0 5.5 31.2 45.9 8.3 9.2

13 1 4 6 1 1 38

100.0 7.7 30.8 46.2 7.7 7.7

11 2 3 5 0 1 32

100.0 18.2 27.3 45.5 0.0 9.1

15 0 5 7 0 3 38

100.0 0.0 33.3 46.7 0.0 20.0

19 0 6 9 2 2 40

100.0 0.0 31.6 47.4 10.5 10.5

22 1 7 10 3 1 37

100.0 4.5 31.8 45.5 13.6 4.5

27 2 9 11 3 2 29

100.0 7.4 33.3 40.7 11.1 7.4

2 0 0 2 0 0 1
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

無回答

問11①母親のフルタイムへの転換希望

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

5.5

31.2

45.9

8.3

9.2

0.0 20.0 40.0 60.0

フルタイムへの転換希望があり、

実現できる⾒込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、

実現できる⾒込みはない

パート・アルバイト等の就労を

続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて

⼦育てや家事に専念したい

無回答

⺟親のフルタイムへの転換希望
（％）

n=109
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問 12(1) 母親の就労意向（ＳＡ）（現在、就労していない母親限定） 

・「今は子育てや家事などに専念したい」が 32.4％で最も多く、次いで「１年より先、一番下の

子どもが□歳になったころに就労したい」が 27.5％、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労

したい」が 19.6％の順となっています。 

・子どもの年齢別にみると、０歳では「１年より先、一番下の子どもが□歳になったころに就労

したい」、1 歳では「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.4

27.5

19.6

20.6

0.0 20.0 40.0

今は⼦育てや家事などに専念したい

１年より先、⼀番下の⼦どもが

□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

無回答

⺟親の就労意向
（％）

n=102

合計 今は子育

てや家事

などに専

念したい

１年より

先、一番

下の子ど

もが□歳

になった

ころに就

労したい

すぐにで

も、もし

くは１年

以内に就

労したい

無回答 非該当

102 33 28 20 21 222

100.0 32.4 27.5 19.6 20.6

23 5 7 6 5 28

100.0 21.7 30.4 26.1 21.7

20 5 4 6 5 23

100.0 25.0 20.0 30.0 25.0

13 6 4 3 0 40

100.0 46.2 30.8 23.1 0.0

19 5 4 3 7 40

100.0 26.3 21.1 15.8 36.8

15 8 6 0 1 44

100.0 53.3 40.0 0.0 6.7

12 4 3 2 3 44

100.0 33.3 25.0 16.7 25.0

0 0 0 0 0 3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問12(1)母親の就労意向

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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[一番下の子どもの年齢（ＮＡ）] 

・「１年より先、一番下の子どもが□歳になったころに就労したい」と回答した方の、一番下の

子どもの年齢は、「６歳」が 21.4％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[母親の希望する就労形態（ＳＡ）] 

・「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した方の希望する就労形態は、「パート

タイム、アルバイト等」が 70.0％、「フルタイム」が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0

70.0

20.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

⺟親の希望する就労形態
（％）

n=20

0.0

7.1

17.9

3.6

0.0

21.4

7.1

42.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

7歳以上

不明

⼀番下の⼦どもの年齢 （％）

n=28
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[パート・アルバイトを希望する母親の１週当たりの就労日数（ＮＡ）] 

・週当たり「3 日」が 21.4％で最も多く、次いで「４日」と「5 日」が 14.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[パート・アルバイトを希望する母親の 1 日当たりの就労時間（ＮＡ）] 

・１日当たり「６時間」が 35.7％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12(2) 父親の就労意向（ＳＡ）（現在、就労していない父親限定） 

・回答対象者はいません。 

 

 

0.0

0.0

21.4

14.3

14.3

0.0

0.0

50.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

不明

1週当たりの日数 （％）

n=14

21.4

21.4

35.7

14.3

0.0

7.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間以上

不明

1日当たりの就労時間 （％）

n=14
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４．平日の定期的な教育・保育事業の利用について 

 

問 13 教育・保育の利用の有無（ＳＡ） 

・「利用している」が 75.9％、「利用していない」が 23.1％となっています。 

・子どもの年齢別にみると、年齢が上がるにつれて「利用している」割合が高くなっており、０

歳では「利用していない」の方が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

75.9

23.1

0.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

利⽤している

利⽤していない

無回答

教育・保育の利⽤の有無
（％）

n=324

合計 利用して

いる

利用して

いない

無回答

324 246 75 3

100.0 75.9 23.1 0.9

51 16 34 1

100.0 31.4 66.7 2.0

43 22 20 1

100.0 51.2 46.5 2.3

53 36 17 0

100.0 67.9 32.1 0.0

59 56 3 0

100.0 94.9 5.1 0.0

59 59 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0

56 54 1 1

100.0 96.4 1.8 1.8

3 3 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0

無回答

問13教育・保育の利用の有無

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳
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問 13-1 利用している教育・保育の種類（ＭＡ）（教育・保育事業利用者限定） 

・「保育所」が 79.7％、「幼稚園（預かり保育の利用なし）」が 17.1％、「幼稚園（預かり保育

を定期的に利用）」が 1.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

1.6

79.7

0.4

0.0

1.2

0.0

0.0

0.4

0.8

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

幼稚園（預かり保育の利⽤なし）

幼稚園（預かり保育を定期的に利⽤）

保育所

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育所・院内保育所

その他の認可外の保育施設

ベビーシッターなど居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

利⽤している教育・保育の種類
（％）

n=246

合計 幼稚園

（預かり

保育の利

用なし）

幼稚園

（預かり

保育を定

期的に利

用）

保育所 認定こど

も園

家庭的保

育

事業所内

保育所・

院内保育

所

その他の

認可外の

保育施設

ベビー

シッター

など居宅

訪問型保

育

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他 無回答 非該当

246 42 4 196 1 0 3 0 0 1 2 0 78

100.0 17.1 1.6 79.7 0.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0

16 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 35

100.0 6.3 0.0 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22 0 0 20 0 0 2 0 0 1 0 0 21

100.0 0.0 0.0 90.9 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0

36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 17

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

56 12 1 43 0 0 0 0 0 0 1 0 3

100.0 21.4 1.8 76.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0

59 16 1 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 27.1 1.7 69.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

54 13 2 38 0 0 1 0 0 0 1 0 2

100.0 24.1 3.7 70.4 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0

3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問13-1利用している教育・保育の種類

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 13-2 利用状況と利用意向 

［１週当たりの利用日数（ＮＡ）］ 

・１週当たりの利用日数は、現在は５日が 93.9％、希望は５日が 73.2％で最も多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１日当たりの利用時間（ＮＡ）］ 

・1 日当たりの利用時間は、現在は８時間が 25.2％、希望は８時間が 20.3％で最も多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.8

0.4

0.8

93.9

4.1

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

73.2 

26.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1日

2日

3日

4日

5日

不明

1週当たりの利⽤⽇数

現在 希望

（％）

n=246

0.4

0.4

4.5

13.8

3.3

24.0

25.2

11.4

11.4

1.2

0.0

4.5

0.0

0.4

0.8

0.4

6.1

15.4

20.3

11.8

11.8

3.3

2.0

27.6 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

不明

1⽇当たりの利⽤時間

現在 希望

（％）

n=246
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［現在の利用時間帯（ＮＡ）］ 

・現在の利用時間帯は、９時～13時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

現在の利用時間帯

n=232
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［希望の利用時間帯（ＮＡ）］ 

・希望の利用時間帯は、９時～14時が９割以上となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13-3 教育・保育の利用場所（ＳＡ） 

・「京丹波町内」が 93.1％、「他の市町村」が 1.6％となっています。 

・「他の市町村」と回答された方の利用先は、幼稚園では南丹市が１人、保育所では綾部市と南

丹市がそれぞれ１人の記述がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.1

1.6

5.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

京丹波町内

他の市町村

無回答

教育・保育の利⽤場所
（％）

n=246

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

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

希望の利用時間帯

n=177
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問 14 定期的に利用したい教育・保育事業（ＭＡ） 

・利用したい事業は、「保育所」が 66.7％、「幼稚園（預かり保育の利用なし）」が 18.8％、「幼

稚園（預かり保育を定期的に利用）」が 12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 幼稚園

（預かり

保育の利

用なし）

幼稚園

（預かり

保育を定

期的に利

用）

保育所 認定こど

も園

小規模な

保育施設

家庭的保

育

事業所内

保育所・

院内保育

所

その他の

認可外の

保育施設

ベビー

シッター

など居宅

訪問型保

育

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他 無回答

324 61 39 216 20 19 13 8 3 3 12 6 21

100.0 18.8 12.0 66.7 6.2 5.9 4.0 2.5 0.9 0.9 3.7 1.9 6.5

51 11 8 28 4 6 4 1 1 0 2 2 7

100.0 21.6 15.7 54.9 7.8 11.8 7.8 2.0 2.0 0.0 3.9 3.9 13.7

43 6 6 32 5 4 1 1 0 0 2 2 4

100.0 14.0 14.0 74.4 11.6 9.3 2.3 2.3 0.0 0.0 4.7 4.7 9.3

53 10 3 41 3 0 2 1 1 2 0 0 3

100.0 18.9 5.7 77.4 5.7 0.0 3.8 1.9 1.9 3.8 0.0 0.0 5.7

59 10 8 41 4 2 3 2 1 0 1 1 2

100.0 16.9 13.6 69.5 6.8 3.4 5.1 3.4 1.7 0.0 1.7 1.7 3.4

59 12 4 39 3 5 3 2 0 1 4 0 2

100.0 20.3 6.8 66.1 5.1 8.5 5.1 3.4 0.0 1.7 6.8 0.0 3.4

56 12 9 34 1 2 0 1 0 0 3 1 2

100.0 21.4 16.1 60.7 1.8 3.6 0.0 1.8 0.0 0.0 5.4 1.8 3.6

3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

無回答

問14定期的に利用したい教育・保育事業

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

18.8

12.0

66.7

6.2

5.9

4.0

2.5

0.9

0.9

3.7

1.9

6.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

幼稚園（預かり保育の利⽤なし）

幼稚園（預かり保育を定期的に利⽤）

保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育所・院内保育所

その他の認可外の保育施設

ベビーシッターなど居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

定期的に利⽤したい教育・保育事業
（％）

n=324
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問 14-1 教育・保育の利用したい場所（ＳＡ） 

・「京丹波町内」が 93.２％、「他の市町村」が 1.5％となっています。 

・「他の市町村」と回答された方の利用先は、幼稚園では南丹市が１人、保育所では南丹市が３

人の記述がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14-2 平日に定期的に利用したい教育・保育事業の利用希望 

［１週当たりの希望日数（ＮＡ）］ 

・１週当たりの希望日数は、「５日」が 84.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.2

1.5

5.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

京丹波町内

他の市町村

無回答

教育・保育の利⽤したい場所
（％）

n=324

0.6

0.6

3.4

0.3

84.6

10.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1日

2日

3日

4日

5日

不明

1週当たりの希望日数 （％）

n=324
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［１日当たりの利用希望時間（ＮＡ）］ 

・1 日当たり利用希望時間は、「８時間」が 26.5％、「７時間」が 17.0％で、12 時間以上も

1.5％みられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

1.2

0.9

1.9

5.2

8.6

17.0

26.5

12.0

9.0

3.4

1.5

0.0

12.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間以上

不明

1日当たりの希望時間
（％）

n=324
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［希望の利用時間帯（ＮＡ）］ 

・希望の利用時間帯は、９時～14時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

希望時間帯

n=280
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問 14-3 教育・保育の利用したい理由（ＭＡ） 

・「子育てをしている方が現在就労している」が 51.9％で最も多く、次いで「子どもの教育や発

達を第一に考えているため」が 50.0％となっています。 

・子どもの年齢別にみると、０歳・１歳・３歳では「子どもの教育や発達を第一に考えているた

め」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0

51.9

13.6

1.2

1.5

0.6

1.9

7.7

0.0 20.0 40.0 60.0

子どもの教育や発達を第一に考えているため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方が就労予定である／

求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを

介護している

子育てをしている方が病気や障害がある

子育てをしている方が学生である

その他

無回答

教育・保育の利⽤したい理由

（％）

n=324

合計 子どもの

教育や発

達を第一

に考えて

いるため

子育てを

している

方が現在

就労して

いる

子育てを

している

方が就労

予定であ

る／求職

中である

子育てを

している

方が家

族・親族

などを介

護してい

る

子育てを

している

方が病気

や障害が

ある

子育てを

している

方が学生

である

その他 無回答

324 162 168 44 4 5 2 6 25

100.0 50.0 51.9 13.6 1.2 1.5 0.6 1.9 7.7

51 31 19 10 1 2 0 3 3

100.0 60.8 37.3 19.6 2.0 3.9 0.0 5.9 5.9

43 21 18 9 1 1 0 2 4

100.0 48.8 41.9 20.9 2.3 2.3 0.0 4.7 9.3

53 23 31 8 1 1 1 0 4

100.0 43.4 58.5 15.1 1.9 1.9 1.9 0.0 7.5

59 34 31 9 0 1 0 0 4

100.0 57.6 52.5 15.3 0.0 1.7 0.0 0.0 6.8

59 25 35 4 1 0 1 1 4

100.0 42.4 59.3 6.8 1.7 0.0 1.7 1.7 6.8

56 27 31 4 0 0 0 0 6

100.0 48.2 55.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7

3 1 3 0 0 0 0 0 0
100.0 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答

問14-3 教育・保育の利用したい理由

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳
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５．地域の子育て支援事業の利用状況について 
 

問 15 地域子育て支援拠点事業の利用状況（ＭＡ） 

・「利用していない」が 75.9％で最も多く、次いで「地域子育て支援拠点事業」が 11.1％、自

治体で実施している「その他の類似事業」が 2.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［月当たりの利用回数（ＮＡ）］ 

・月当たりの利用回数は、以下の表のとおりとなっており、“地域子育て支援拠点事業”、“その

他の事業”ともに「２日」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.1

2.5

75.9

12.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

地域子育て支援拠点事業

その他の類似事業

利⽤していない

無回答

地域⼦育て⽀援拠点事業の利⽤状況 （％）

n=324

ｎ % ｎ %

1 1日 5 13.9 2 25.0

2 2日 13 36.1 3 37.5

3 3日 2 5.6 1 12.5

4 4日 5 13.9 1 12.5

5 5日 3 8.3 0 0.0

6 6日 0 0.0 0 0.0

7 7日 0 0.0 0 0.0

8 8日 4 11.1 1 12.5

9 9日 0 0.0 0 0.0

10 10～19日 0 0.0 0 0.0

11 20～29日 0 0.0 0 0.0

12 30日以上 0 0.0 0 0.0

不明 4 11.1 0 0.0
全体 36 100.0 8 100.0

No. カテゴリー名
地域子育て支援拠点事業 その他の事業



- 40 - 

問 16 地域子育て支援拠点事業の利用意向（ＳＡ） 

・「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」が 54.0％で最も多く、次いで「利

用していないが、今後利用したい」が 16.4％、「すでに利用しているが、今後利用日数を増や

したい」が 9.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［月当たりの利用回数（ＮＡ）］ 

・月当たりの利用回数は、以下の表のとおりとなっており、“利用していないが今後利用したい”

は「２日」が 24.5％で最も多く、“すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい”は「８

日」が 29.0％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

  
ｎ % ｎ %

1 1日 10 18.9 1 3.2

2 2日 13 24.5 4 12.9

3 3日 2 3.8 1 3.2

4 4日 7 13.2 7 22.6

5 5日 1 1.9 1 3.2

6 6日 0 0.0 0 0.0

7 7日 0 0.0 0 0.0

8 8日 5 9.4 9 29.0

9 9日 0 0.0 0 0.0

10 10～19日 4 7.5 4 12.9

11 20～29日 0 0.0 0 0.0

12 30日以上 0 0.0 0 0.0
不明 11 20.8 4 12.9

全体 53 100.0 31 100.0

No. カテゴリー名

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

16.4

9.6

54.0

20.1

0.0 20.0 40.0 60.0

利⽤していないが、

今後利⽤したい

すでに利⽤しているが、

今後利⽤⽇数を増やしたい

新たに利⽤したり、利⽤⽇数を

増やしたいとは思わない

無回答

地域⼦育て⽀援拠点事業の利⽤意向
（％）

n=324
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問 17 子育て支援事業の認知度・利用経験・利用希望（ＳＡ） 

・認知度は、「保育所の園庭開放や子育て講座」が 77.5％で最も多く、次いで「子育ての相談窓

口」が 73.8％、「子育て支援情報誌」が 73.5％でいずれも７割以上となっています。 

・利用経験は、「子育て支援情報誌」が 41.7％で最も多く、次いで「保育所の園庭開放や子育て

講座」が 34.9％、「保健センターの情報・相談事業」が 34.3％となっています。 

・今後の利用希望は、「子育て支援情報誌」が 50.3％で最も多く、次いで「子育てに関する学級・

講座」が 46.6％、「子育ての相談窓口」が 45.7％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.5

62.3

43.5

33.0

64.8

77.5

73.8

73.5

40.7

27.5

32.4

24.7

34.3

18.2

5.6

25.0

34.9

28.4

41.7

9.0

1.5

8.0

34.6

45.1

46.6

38.0

33.6

45.1

45.7

50.3

34.0

27.8

45.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①⺟親学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③子育てに関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤幼稚園の園庭開放や子育て講座

⑥保育所の園庭開放や子育て講座

⑦子育ての相談窓口（発達相談等）

⑧子育て支援情報誌

⑨保健所の情報・相談事業

⑩児童相談所の情報・相談事業

⑪児童館の活動

⼦育て⽀援事業の認知度・利⽤経験・利⽤希望

認知度 利⽤経験 利⽤希望

（％）

n=324
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６．土日等の定期的な教育・保育事業の利用について 
 

問 18(1) 土曜日の利用希望（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 56.2％で最も多く、次いで「月に１～２回は利用したい」が 32.1％、

「ほぼ毎週利用したい」が 8.3％の順となっています。 

・利用したい事業別では、“家庭的保育”や“事業所内保育所・院内保育所”、“ベビーシッター

など居宅訪問型保育”等において「月に１～２回は利用したい」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.2

8.3

32.1

3.4

0.0 20.0 40.0 60.0

利⽤する必要はない

ほぼ毎週利⽤したい

⽉に１〜２回は利⽤したい

無回答

⼟曜⽇の利⽤希望
（％）

n=324

合計 利用する

必要はな

い

ほぼ毎週

利用した

い

月に１～

２回は利

用したい

無回答

324 182 27 104 11

100.0 56.2 8.3 32.1 3.4

61 48 2 9 2

100.0 78.7 3.3 14.8 3.3

39 19 7 13 0

100.0 48.7 17.9 33.3 0.0

216 107 21 81 7

100.0 49.5 9.7 37.5 3.2

20 11 3 5 1

100.0 55.0 15.0 25.0 5.0

19 9 1 9 0

100.0 47.4 5.3 47.4 0.0

13 5 1 7 0

100.0 38.5 7.7 53.8 0.0

8 3 0 5 0

100.0 37.5 0.0 62.5 0.0

3 2 0 1 0

100.0 66.7 0.0 33.3 0.0

3 0 0 3 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

12 5 2 5 0

100.0 41.7 16.7 41.7 0.0

6 2 2 2 0

100.0 33.3 33.3 33.3 0.0

21 17 1 1 2

100.0 81.0 4.8 4.8 9.5

無回答

家庭的保育

その他の認可外の保育

施設

ベビーシッターなど居

宅訪問型保育

ファミリー・サポー

ト・センター

その他

事業所内保育所・院内

保育所

問18(1)土曜日の利用希望

全体

問14定期

的に利用

したい事

業

幼稚園（預かり保育の

利用なし）

幼稚園（預かり保育を

定期的に利用）

保育所

認定こども園

小規模な保育施設
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問 18(2) 日曜・祝日の利用希望（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 76.2％で最も多く、次いで「月に１～２回は利用したい」が 18.2％、

「ほぼ毎週利用したい」が 1.9％の順となっています。 

・利用したい事業別では、“小規模な保育施設”と“その他の認可外の保育施設”で「月に１～

２回は利用したい」が最も多くなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 利用する

必要はな

い

ほぼ毎週

利用した

い

月に１～

２回は利

用したい

無回答

324 247 6 59 12

100.0 76.2 1.9 18.2 3.7

61 54 0 5 2

100.0 88.5 0.0 8.2 3.3

39 29 2 8 0

100.0 74.4 5.1 20.5 0.0

216 159 3 46 8

100.0 73.6 1.4 21.3 3.7

20 12 1 6 1

100.0 60.0 5.0 30.0 5.0

19 8 1 9 1

100.0 42.1 5.3 47.4 5.3

13 7 1 5 0

100.0 53.8 7.7 38.5 0.0

8 6 0 2 0

100.0 75.0 0.0 25.0 0.0

3 1 0 2 0

100.0 33.3 0.0 66.7 0.0

3 3 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

12 8 0 4 0

100.0 66.7 0.0 33.3 0.0

6 3 0 3 0

100.0 50.0 0.0 50.0 0.0

21 17 1 1 2

100.0 81.0 4.8 4.8 9.5

問14定期

的に利用

したい事

業

幼稚園（預かり保育の

利用なし）

幼稚園（預かり保育を

定期的に利用）

保育所

認定こども園

ベビーシッターなど居

宅訪問型保育

ファミリー・サポー

ト・センター

その他

無回答

全体

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育所・院内

保育所

その他の認可外の保育

施設

問18(2)日曜・祝日の利用希望

76.2

1.9

18.2

3.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

利⽤する必要はない

ほぼ毎週利⽤したい

⽉に１〜２回は利⽤したい

無回答

⽇曜・祝⽇の利⽤希望
（％）

n=324
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問 18-1 毎週利用したい理由（ＭＡ）（土曜日や日曜・祝日に毎週利用したい方限定） 

・「毎週仕事が入るため」が 59.3％で最も多く、次いで「平日に済ませられない用事をまとめて

済ませるため」が 18.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 長期休暇中の利用意向（ＳＡ）（幼稚園利用者限定） 

・「利用する必要はない」が 50.0％で最も多く、次いで「休みの期間中、週に数日利用したい」

が 34.8％、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が 13.0％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.0

13.0

34.8

2.2

0.0 20.0 40.0 60.0

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

⻑期休暇中の利⽤意向
（％）

n=46

59.3

18.5

0.0

7.4

14.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

毎週仕事が入るため

平日に済ませられない用事をまと

めて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

その他

不明

毎週利⽤したい理由
（％）

n=27
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[希望の利用時間帯（ＮＡ）] 

・希望の利用時間は 9時～11時が全員となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19-1 長期休暇中に毎日利用したい理由（ＭＡ）（毎日利用したい方限定） 

・「ほぼ毎日仕事が入るため」が 66.7％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.7

0.0

33.3

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

ほぼ毎日仕事が入るため

家族の介護や手伝いが必要なため

その他

不明

毎⽇利⽤したい理由
（％）

n=6

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

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

希望の利用時間帯

n=22
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７．病気の際の対応について（平日の定期的な教育・保育事業利用者限定） 
 

問 20 病気やケガで事業が利用できなかった経験（ＳＡ） 

・「あった」が 80.1％、「なかった」が 17.1％となっています。 

・子どもの年齢別にみると、「あった」は１歳の 90.9％が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.1

17.1

2.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

あった

なかった

無回答

病気やケガで事業が利⽤できなかった経験
（％）

n=246

合計 あった なかった 無回答 非該当

246 197 42 7 78

100.0 80.1 17.1 2.8

16 12 4 0 35

100.0 75.0 25.0 0.0

22 20 2 0 21

100.0 90.9 9.1 0.0

36 28 7 1 17

100.0 77.8 19.4 2.8

56 44 9 3 3

100.0 78.6 16.1 5.4

59 51 7 1 0

100.0 86.4 11.9 1.7

54 39 13 2 2

100.0 72.2 24.1 3.7

3 3 0 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0

無回答

問20病気やケガで事業が利用できなかっ

た経験

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳
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問 20-1 病欠時の対応（ＭＡ）（病気やケガで事業が利用できなかった経験がある方限定） 

・「母親が休んだ」が 65.0％で最も多く、次いで「親族・知人に子どもをみてもらった」が 26.9％、

「就労していない親が子どもをみた」が 24.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.4

15.2

65.0

26.9

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

就労していない親が子どもをみた

父親が休んだ

⺟親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

病児・病後児の保育を利⽤した

ベビーシッターを利⽤した

その他

無回答

病欠時の対応
（％）

n=197

合計 就労して

いない親

が子ども

をみた

父親が休

んだ

母親が休

んだ

親族・知

人に子ど

もをみて

もらった

病児・病

後児の保

育を利用

した

ベビー

シッター

を利用し

た

その他 無回答 非該当

197 48 30 128 53 0 0 0 21 127

100.0 24.4 15.2 65.0 26.9 0.0 0.0 0.0 10.7

12 2 4 11 4 0 0 0 0 39

100.0 16.7 33.3 91.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

20 4 6 16 8 0 0 0 1 23

100.0 20.0 30.0 80.0 40.0 0.0 0.0 0.0 5.0

28 4 7 18 10 0 0 0 4 25

100.0 14.3 25.0 64.3 35.7 0.0 0.0 0.0 14.3

44 12 5 26 11 0 0 0 6 15

100.0 27.3 11.4 59.1 25.0 0.0 0.0 0.0 13.6

51 14 4 30 14 0 0 0 6 8

100.0 27.5 7.8 58.8 27.5 0.0 0.0 0.0 11.8

39 12 4 24 6 0 0 0 4 17

100.0 30.8 10.3 61.5 15.4 0.0 0.0 0.0 10.3

3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答

問20-1病欠時の対応

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳
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[年間対処日数(ＮＡ)] 

・対処方法別の日数は、以下の表のとおりとなっており、対処方法で最も多かった母親が休んだ

日数は「10～19 日」が 20.3％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20-2 病児・病後児施設の利用意向（ＳＡ）（病欠時に父親又は母親が休んだ方限定） 

・「利用したいとは思わない」が 51.9％となっています。 

・子どもの年齢別にみると、０歳では、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」が「利

用したいとは思わない」と同率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 5 10.4 7 23.3 15 11.7 3 5.7

2 2日 8 16.7 7 23.3 15 11.7 6 11.3

3 3日 4 8.3 4 13.3 20 15.6 10 18.9

4 4日 3 6.3 0 0.0 1 0.8 2 3.8

5 5日 5 10.4 9 30.0 24 18.8 8 15.1

6 6日 1 2.1 0 0.0 4 3.1 0 0.0

7 7日 7 14.6 1 3.3 6 4.7 2 3.8

8 8日 0 0.0 0 0.0 2 1.6 1 1.9

9 9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 10～19日 12 25.0 1 3.3 26 20.3 17 32.1

11 20～29日 2 4.2 0 0.0 8 6.3 4 7.5

12 30日以上 1 2.1 1 3.3 7 5.5 0 0.0

不明 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
全体 48 100.0 30 100.0 128 100.0 53 100.0

No. カテゴリー名

就労していない

親がみた
父親が休んだ 母親が休んだ

親族・知人に

みてもらった

33.6

51.9

14.5

0.0 20.0 40.0 60.0

できれば病児・病後児保育

施設等を利⽤したい

利⽤したいとは思わない

不明

病児・病後児施設の利⽤意向
（％）

n=131
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[利用希望日数（ＮＡ）（病児・病後児施設の利用意向がある方限定）] 

・利用希望日数は、「５日」が 25.0％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 できれば

病児・病

後児保育

施設等を

利用した

い

利用した

いとは思

わない

不明 非該当

131 44 68 19 193

100.0 33.6 51.9 14.5

12 5 5 2 39

100.0 41.7 41.7 16.7

16 6 7 3 27

100.0 37.5 43.8 18.8

19 7 9 3 34

100.0 36.8 47.4 15.8

27 9 16 2 32

100.0 33.3 59.3 7.4

30 10 14 6 29

100.0 33.3 46.7 20.0

24 7 14 3 32

100.0 29.2 58.3 12.5

3 0 3 0 0
100.0 0.0 100.0 0.0

問20-2病児・病後児施設の利用意向

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

不明

4.5

11.4

2.3

0.0

25.0

2.3

11.4

2.3

0.0

22.7

4.5

4.5

9.1

0.0 10.0 20.0 30.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10〜19日

20〜29日

30日以上

不明

利⽤希望⽇数 （％）

n=44
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８．不定期の教育・保育事業の利用について 
 

問 21 不定期に利用している事業（ＭＡ） 

・「利用していない」が 81.2％で最も多くなっています。 

・利用している事業としては、「幼稚園の預かり保育」が 4.0％、「一時預かり」が 1.9％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[利用日数（ＮＡ）] 

・各事業別の利用日数は、以下の表のとおりとなっており、最も利用が多かった“幼稚園の預か

り保育”は、「30 日以上」が 30.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.9

4.0

1.2

0.0

0.0

0.6

81.2

11.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利⽤していない

無回答

不定期に利⽤している事業
（％）

n=324

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2 2日 0 0.0 2 15.4 1 25.0 2 100.0

3 3日 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0

4 4日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 5日 0 0.0 2 15.4 1 25.0 0 0.0

6 6日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

7 7日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

8 8日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

10 10～19日 0 0.0 2 15.4 1 25.0 0 0.0

11 20～29日 0 0.0 2 15.4 0 0.0 0 0.0

12 30日以上 0 0.0 4 30.8 0 0.0 0 0.0

不明 6 100.0 0 0.0 1 25.0 0 0.0
全体 6 100.0 13 100.0 4 100.0 2 100.0

No. カテゴリー名
一時預かり その他の事業幼稚園の預かり保育

ファミリー・サ

ポート・センター
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問 22 不定期事業の利用意向（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 53.1％、「利用したい」が 38.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[利用目的（ＭＡ）] 

・利用目的としては、「冠婚葬祭、学校行事、通院等」が 59.3％で最も多く、次いで「私用、リ

フレッシュ目的」が 58.5％となっています。 

・子どもの年齢別にみると、０歳では「私用、リフレッシュ目的」が 80.0％と多くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.0

53.1

9.0

0.0 20.0 40.0 60.0

利⽤したい

利⽤する必要はない

無回答

不定期事業の利⽤意向

（％）

n=324

58.5

59.3

37.4

4.9

4.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校⾏事、通院等

不定期の就労

その他

無回答

利⽤目的

（％）

n=123
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[利用目的別日数（ＮＡ）] 

・利用目的別日数は、以下の表のとおりとなっており、最も目的で多かった“冠婚葬祭、学校行

事、通院等”は、「5 日」が 24.7％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 私用、リ

フレッ

シュ目的

冠婚葬

祭、学校

行事、子

どもや親

の通院

等

不定期の

就労

その他 無回答 非該当

123 72 73 46 6 6 201

100.0 58.5 59.3 37.4 4.9 4.9

20 16 13 4 0 1 31

100.0 80.0 65.0 20.0 0.0 5.0

17 9 10 8 0 1 26

100.0 52.9 58.8 47.1 0.0 5.9

19 14 12 8 1 0 34

100.0 73.7 63.2 42.1 5.3 0.0

24 11 13 9 2 2 35

100.0 45.8 54.2 37.5 8.3 8.3

26 14 14 11 1 2 33

100.0 53.8 53.8 42.3 3.8 7.7

17 8 11 6 2 0 39

100.0 47.1 64.7 35.3 11.8 0.0

0 0 0 0 0 0 3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問22利用目的

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 4 5.6 4 5.5 2 4.3 0 0.0

2 2日 8 11.1 9 12.3 1 2.2 0 0.0

3 3日 7 9.7 7 9.6 9 19.6 0 0.0

4 4日 5 6.9 5 6.8 1 2.2 0 0.0

5 5日 18 25.0 18 24.7 12 26.1 3 50.0

6 6日 3 4.2 3 4.1 0 0.0 0 0.0

7 7日 3 4.2 3 4.1 2 4.3 0 0.0

8 8日 2 2.8 2 2.7 0 0.0 0 0.0

9 9日 1 1.4 1 1.4 0 0.0 0 0.0

10 10～19日 15 20.8 15 20.5 10 21.7 1 16.7

11 20～29日 5 6.9 5 6.8 3 6.5 1 16.7

12 30日以上 1 1.4 1 1.4 6 13.0 1 16.7

不明 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
全体 72 100.0 73 100.0 46 100.0 6 100.0

No. カテゴリー名

私用や

リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、

子どもや親の通院　等
不定期の就労 その他
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問 23 宿泊を伴う一時預かり等の必要性（ＳＡ） 

・「なかった」が 74.7％、「あった」が 20.7％となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[対処方法（ＭＡ）（宿泊を伴う一時預かり等の必要性があった方限定）] 

・対処方法は、「親族・知人にみてもらった」が 83.6％で最も多く、次いで「子どもを同行させ

た」が 11.9％となっています。 

・年齢別にみると、1 歳・２歳は「親族・知人にみてもらった」が 100.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.7

74.7

4.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

あった

なかった

無回答

宿泊を伴う一時預かりの必要性

（％）

n=324

83.6

0.0

0.0

11.9

1.5

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

親族・知人にみてもらった

短期⼊所⽣活援助事業を利⽤した

イ以外の保育事業を利⽤した

⼦どもを同⾏させた

その他

無回答

対処方法
（％）

n=67
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[年間対処日数(ＮＡ)] 

・対処方法別の日数は、以下の表のとおりとなっており、対処方法で最も多かった“親族・知人

がみた”は「1 日」が 25.0％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 14 25.0 1 12.5 0 0.0

2 2日 10 17.9 4 50.0 0 0.0

3 3日 2 3.6 1 12.5 0 0.0

4 4日 2 3.6 2 25.0 0 0.0

5 5日 5 8.9 0 0.0 0 0.0

6 6日 5 8.9 0 0.0 0 0.0

7 7日 3 5.4 0 0.0 0 0.0

8 8日 1 1.8 0 0.0 0 0.0

9 9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0

10 10～19日 9 16.1 0 0.0 1 100.0

11 20～29日 1 1.8 0 0.0 0 0.0

12 30日以上 4 7.1 0 0.0 0 0.0

不明 0 0.0 0 0.0 0 0.0
全体 56 100.0 8 100.0 1 100.0

No. カテゴリー名
親族・知人がみた 子どもを同行 その他

合計 親族・知

人にみて

もらった

短期入所

生活援助

事業を利

用した

イ以外の

保育事業

を利用し

た

子どもを

同行させ

た

その他 無回答 非該当

67 56 0 0 8 1 3 257

100.0 83.6 0.0 0.0 11.9 1.5 4.5

7 6 0 0 0 0 1 44

100.0 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

8 8 0 0 0 0 0 35

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 12 0 0 0 0 0 41

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 8 0 0 5 0 0 47

100.0 66.7 0.0 0.0 41.7 0.0 0.0

14 13 0 0 0 0 1 45

100.0 92.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1

11 7 0 0 2 1 1 45

100.0 63.6 0.0 0.0 18.2 9.1 9.1

3 2 0 0 1 0 0 0
100.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

問23対処方法

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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９．就学後における放課後の過ごし方について（５歳児限定） 
 

問 24(1) 低学年時に希望する居場所（ＭＡ） 

・「自宅」が 46.4％で最も多く、次いで「放課後児童クラブ（学童保育）」が 44.6％、「習い事

（スポーツ、塾など）」が 35.7％となっています。 

・地区別にみると、「放課後児童クラブ」は瑞穂地区と和知地区では半数以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 自宅 祖父母宅

や友人・

知人宅

習い事

（スポー

ツ、塾な

ど）

児童館 放課後子

ども教室

放課後児

童クラブ

〔学童保

育〕

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他

（公民

館、公園

など）

無回答 非該当

56 26 18 20 3 15 25 1 6 5 268

100.0 46.4 32.1 35.7 5.4 26.8 44.6 1.8 10.7 8.9

28 18 13 12 3 7 10 0 5 1 156

100.0 64.3 46.4 42.9 10.7 25.0 35.7 0.0 17.9 3.6

20 7 4 6 0 7 11 1 1 2 74

100.0 35.0 20.0 30.0 0.0 35.0 55.0 5.0 5.0 10.0

8 1 1 2 0 1 4 0 0 2 37

100.0 12.5 12.5 25.0 0.0 12.5 50.0 0.0 0.0 25.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問24(1)低学年時に希望する居場所

全体

問1住ま

いの地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

無回答

46.4

32.1

35.7

5.4

26.8

44.6

1.8

10.7

8.9

0.0 20.0 40.0 60.0

⾃宅

祖⽗⺟宅や友⼈・知⼈宅

習い事（スポーツ、塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公⺠館、公園など）

無回答

低学年時に希望する居場所

（％）

n=56
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[週当たりの希望日数（ＮＡ）] 

・週当たりの希望日数は、以下の表のとおりとなっており、最も多かった“自宅”は、「５日」

が 38.5％で最も多くなっています。 

・“放課後児童クラブ”は「5 日」が 80.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[放課後児童クラブの希望終了時間（ＮＡ）（放課後児童クラブ希望者限定）] 

・希望終了時間は、「18時」が 44.0％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 1 3.8 5 27.8 14 70.0 0 0.0
2 2日 6 23.1 9 50.0 6 30.0 2 66.7

3 3日 6 23.1 1 5.6 0 0.0 0 0.0

4 4日 3 11.5 0 0.0 0 0.0 1 33.3

5 5日 10 38.5 3 16.7 0 0.0 0 0.0
全体 26 100.0 18 100.0 20 100.0 3 100.0

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 7 46.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 2日 3 20.0 1 4.0 0 0.0 4 66.7

3 3日 2 13.3 1 4.0 0 0.0 1 16.7

4 4日 1 6.7 3 12.0 0 0.0 0 0.0
5 5日 2 13.3 20 80.0 1 100.0 1 16.7
全体 15 100.0 25 100.0 1 100.0 6 100.0

No.
自宅 児童館

No. カテゴリー名
放課後子ども教室 放課後児童クラブ

ファミリー・サ

ポート・センター
その他

カテゴリー名

祖父母宅や

友人・知人宅
習い事

4.0

32.0

44.0

20.0

0.0

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

16時

17時

18時

19時

20時以降

不明

放課後児童クラブの希望終了時間
（％）

n=25
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問 24(2) 高学年時に希望する居場所（ＭＡ） 

・「自宅」が 51.8％で最も多く、次いで「習い事（スポーツ、塾など）」が 33.9％、「放課後児

童クラブ（学童保育）」が 28.6％となっています。 

・地区別にみると、「放課後児童クラブ」は丹波地区の 32.1％が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 自宅 祖父母宅

や友人・

知人宅

習い事

（スポー

ツ、塾な

ど）

児童館 放課後子

ども教室

放課後児

童クラブ

〔学童保

育〕

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他

（公民

館、公園

など）

無回答 非該当

56 29 14 19 3 13 16 1 4 11 268

100.0 51.8 25.0 33.9 5.4 23.2 28.6 1.8 7.1 19.6

28 17 10 12 3 6 9 0 3 3 156

100.0 60.7 35.7 42.9 10.7 21.4 32.1 0.0 10.7 10.7

20 9 3 6 0 6 5 1 1 5 74

100.0 45.0 15.0 30.0 0.0 30.0 25.0 5.0 5.0 25.0

8 3 1 1 0 1 2 0 0 3 37

100.0 37.5 12.5 12.5 0.0 12.5 25.0 0.0 0.0 37.5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問24(2)高学年時に希望する居場所

全体

問1住ま

いの地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

無回答

51.8

25.0

33.9

5.4

23.2

28.6

1.8

7.1

19.6

0.0 20.0 40.0 60.0

⾃宅

祖⽗⺟宅や友⼈・知⼈宅

習い事（スポーツ、塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公⺠館、公園など）

無回答

⾼学年時に希望する居場所

（％）

n=56
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[週当たりの希望日数（ＮＡ）] 

・週当たりの希望日数は、以下の表のとおりとなっており、最も多かった“自宅”は、「５日」

が 48.3％で最も多くなっています。 

・“放課後児童クラブ”は「5 日」が 75.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[放課後児童クラブの希望終了時間（ＮＡ）（放課後児童クラブ希望者限定）] 

・希望終了時間は、「18時」が 43.8％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 1 3.4 5 35.7 12 63.2 1 33.3
2 2日 5 17.2 4 28.6 6 31.6 1 33.3

3 3日 6 20.7 3 21.4 1 5.3 1 33.3

4 4日 3 10.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 5日 14 48.3 2 14.3 0 0.0 0 0.0
全体 29 0.0 14 0.0 19 100.0 3 100.0

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 6 46.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 2日 4 30.8 2 12.5 0 0.0 2 50.0

3 3日 1 7.7 1 6.3 0 0.0 1 25.0

4 4日 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0
5 5日 2 15.4 12 75.0 1 100.0 1 25.0

全体 13 100.0 16 100.0 1 100.0 4 0.0

ファミリー・サ

ポート・センター
その他

No. カテゴリー名
放課後子ども教室

自宅

放課後児童クラブ

祖父母宅や

友人・知人宅
習い事 児童館

No. カテゴリー名

0.0

31.3

43.8

25.0

0.0

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

16時

17時

18時

19時

20時以降

不明

放課後児童クラブの希望終了時間
（％）

n=16
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問 25(1) 土曜日の放課後児童クラブの利用希望（ＳＡ）（放課後児童クラブ希望者限定） 

・「利用する必要はない」が 56.0％で最も多く、次いで「高学年になっても利用したい」が 12.0％、

「低学年の間だけ利用したい」が 4.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[希望の利用時間帯（ＮＡ）] 

・希望の利用時間帯は、8時～16時が全員となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

4.0

12.0

56.0

28.0

0.0 20.0 40.0 60.0

低学年の間だけ利⽤したい

⾼学年になっても利⽤したい

利⽤する必要はない

無回答

⼟曜⽇の放課後児童クラブの利⽤希望

（％）

n=25

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

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

希望の利用時間帯

n=4
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問 25(2) 日曜・祝日の放課後児童クラブの利用希望（ＳＡ） 

（放課後児童クラブ希望者限定） 

・「利用する必要はない」が 60.0％で最も多く、次いで「高学年になっても利用したい」と「低

学年の間だけ利用したい」が同率の 8.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[希望の利用時間帯（ＮＡ）] 

・希望の利用時間帯は、８時～17時が全員となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

8.0

8.0

60.0

24.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

低学年の間だけ利⽤したい

⾼学年になっても利⽤したい

利⽤する必要はない

無回答

⽇曜・祝⽇の放課後児童クラブの利⽤希望

（％）

n=25

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

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

希望の利用時間帯

n=4
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問 25(3) 長期休暇中の放課後児童クラブの利用希望（ＳＡ） 

・「高学年になっても利用したい」が 56.0％で最も多く、次いで「低学年の間だけ利用したい」

が 20.0％となり、「利用する必要はない」は 0.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[希望の利用時間帯（ＮＡ）] 

・希望の利用時間帯は、９時～16時が全員となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.0

56.0

0.0

24.0

0.0 20.0 40.0 60.0

低学年の間だけ利⽤したい

⾼学年になっても利⽤したい

利⽤する必要はない

無回答

⻑期休暇中の放課後児童クラブの利⽤希望

（％）

n=25

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

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

希望の利用時間帯

n=18
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10．職場の両立支援制度について 
 

問 26 仕事と子育ての両立で大変なこと（ＭＡ） 

・「子どもが急病時の対応」が 52.2％で最も多く、次いで「子どもと接する時間が少ない」が

22.2％、「急な残業が入ってしまう」が 16.4％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4

52.2

7.1

1.2

22.2

2.8

14.5

10.2

0.0 20.0 40.0 60.0

急な残業が入ってしまう

子どもが急病時の対応

職場の理解が得られない

保育所が⾒つからない

子どもと接する時間が少ない

その他

特にない

無回答

仕事と⼦育ての両⽴で⼤変なこと

（％）

n=324

合計 急な残業

が入って

しまう

子どもが

急病時の

対応

職場の理

解が得ら

れない

保育所が

見つから

ない

子どもと

接する時

間が少な

い

その他 特にない 無回答

324 53 169 23 4 72 9 47 33

100.0 16.4 52.2 7.1 1.2 22.2 2.8 14.5 10.2

51 10 29 7 1 10 0 4 7

100.0 19.6 56.9 13.7 2.0 19.6 0.0 7.8 13.7

43 7 26 0 1 8 0 3 4

100.0 16.3 60.5 0.0 2.3 18.6 0.0 7.0 9.3

53 12 31 3 1 16 0 4 3

100.0 22.6 58.5 5.7 1.9 30.2 0.0 7.5 5.7

59 4 29 3 1 14 4 15 4

100.0 6.8 49.2 5.1 1.7 23.7 6.8 25.4 6.8

59 9 31 6 0 12 1 6 6

100.0 15.3 52.5 10.2 0.0 20.3 1.7 10.2 10.2

56 11 23 4 0 11 4 14 8

100.0 19.6 41.1 7.1 0.0 19.6 7.1 25.0 14.3

3 0 0 0 0 1 0 1 1
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3

問26仕事と子育ての両立で大変なこと

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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11．子育て支援対策の全般について 
 

問 27 地域の子育ての環境や支援の満足度（ＳＡ） 

・「３」が 41.0％で最も多く、次いで「２」が 23.5％、「４」が 19.4％となっており、全体で

は平均値が 2.79 となっています。 

・年齢別にみると、２歳が最も高い 2.92、1 歳が最も低い 2.52 となっています。 

・地区別では、それほど大きな差異はありませんが、瑞穂地区で最も高い 2.90 となっています。 

 

 

 

低い 

         ↑ 

 

 

 

        ↓ 

高い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

23.5

41.0

19.4

2.2

3.7

0.0 20.0 40.0 60.0

１

２

３

４

５

無回答

地域の⼦育ての環境や⽀援の満⾜度
（％）

n=324

合計 1 2 3 4 5 不明 平均値

324 33 76 133 63 7 12

100.0 10.2 23.5 41.0 19.4 2.2 3.7 2.79

184 20 53 64 38 3 6

100.0 10.9 28.8 34.8 20.7 1.6 3.3 2.72

94 9 12 50 15 3 5

100.0 9.6 12.8 53.2 16.0 3.2 5.3 2.90

45 4 11 18 10 1 1

100.0 8.9 24.4 40.0 22.2 2.2 2.2 2.84

1 0 0 1 0 0 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 3.00

51 4 11 25 7 3 1

100.0 7.8 21.6 49.0 13.7 5.9 2.0 2.88

43 8 11 17 5 1 1

100.0 18.6 25.6 39.5 11.6 2.3 2.3 2.52

53 7 7 21 15 1 2

100.0 13.2 13.2 39.6 28.3 1.9 3.8 2.92

59 7 16 23 11 1 1

100.0 11.9 27.1 39.0 18.6 1.7 1.7 2.71

59 5 17 23 11 1 2

100.0 8.5 28.8 39.0 18.6 1.7 3.4 2.75

56 2 14 22 13 0 5

100.0 3.6 25.0 39.3 23.2 0.0 8.9 2.90

3 0 0 2 1 0 0
100.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 3.33

問27地域の子育ての環境や支援の満足度

全体

問1住まいの

地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

不明

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

不明
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問 27-1 望ましい子育て支援策（ＭＡ） 

・「子育てにおける経済的負担の軽減」が 71.3％で最も多く、次いで「子育てのための安心、安

全な環境整備」が 48.8％、「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しの促進」が 46.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.9

71.3

48.8

24.7

20.4

9.9

18.5

5.2

3.4

1.5

1.5

2.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

仕事と家庭の両⽴⽀援と働き⽅の⾒直しの促進

子育てにおける経済的負担の軽減

子育てのための安心、安全な環境整備

地域における子育て支援

妊娠・出産の支援

若者の⾃⽴とたくましい⼦どもの育ちの推進

健診など子どもの健康の支援

⽣命の⼤切さ、家庭の役割についての理解を促進させる施策

その他

特にない

わからない

無回答

望ましい子育て支援策
（％）

n=324

合計 仕事と家
庭の両立
支援と働
き方の見
直しの促
進

子育てに
おける経
済的負担
の軽減

子育ての
ための安
心、安全
な環境整
備

地域にお
ける子育
て支援

妊娠・出
産の支援

若者の自
立とたく
ましい子
どもの育
ちの推進

健診など
子どもの
健康の支
援

生命の大
切さ、家
庭の役割
について
の理解を
促進させ
る施策

その他 特にない わからな
い

無回答

324 152 231 158 80 66 32 60 17 11 5 5 8
100.0 46.9 71.3 48.8 24.7 20.4 9.9 18.5 5.2 3.4 1.5 1.5 2.5
51 26 37 24 16 17 5 16 3 2 1 1 1

100.0 51.0 72.5 47.1 31.4 33.3 9.8 31.4 5.9 3.9 2.0 2.0 2.0
43 20 36 21 15 9 2 7 3 0 0 0 1

100.0 46.5 83.7 48.8 34.9 20.9 4.7 16.3 7.0 0.0 0.0 0.0 2.3
53 22 34 30 16 16 9 10 3 0 1 0 1

100.0 41.5 64.2 56.6 30.2 30.2 17.0 18.9 5.7 0.0 1.9 0.0 1.9
59 29 42 34 11 8 5 9 4 3 0 2 1

100.0 49.2 71.2 57.6 18.6 13.6 8.5 15.3 6.8 5.1 0.0 3.4 1.7
59 31 42 27 6 11 4 9 3 3 3 1 0

100.0 52.5 71.2 45.8 10.2 18.6 6.8 15.3 5.1 5.1 5.1 1.7 0.0
56 24 38 19 15 5 6 9 1 3 0 1 4

100.0 42.9 67.9 33.9 26.8 8.9 10.7 16.1 1.8 5.4 0.0 1.8 7.1
3 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 66.7 100.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問27-1望ましい子育て支援策

全体

問2子どもの
年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 27-2 子育て情報の入手先（ＭＡ） 

・「保育所、幼稚園、学校」が 53.1％で最も多く、次いで「市町村の広報やパンフレット」が

50.6％、「友人・知人」が 44.1％の順となっています。 

・子どもの年齢別にみると、０歳は「友人・知人」、1 歳と４歳は「市町村の広報やパンフレッ

ト」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.6

13.3

32.7

10.5

13.6

44.1

6.2

4.6

53.1

0.9

3.1

4.6

0.0 20.0 40.0 60.0

市町村の広報やパンフレット

保健センターなどの市町村の機関

インターネット

子育て雑誌・育児書

テレビ、ラジオ、新聞

友人・知人

隣近所・地域の⼈

子育てサークルの仲間

保育所、幼稚園、学校

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

無回答

子育て情報の入手先

（％）

n=324

合計 市町村の

広報やパ

ンフレッ

ト

保健セン

ターなど

の市町村

の機関

インター

ネット

子育て雑

誌・育児

書

テレビ、

ラジオ、

新聞

友人・知

人

隣近所・

地域の人

子育て

サークル

の仲間

保育所、

幼稚園、

学校

情報の入

手先がな

い

情報の入

手手段が

わからな

い

無回答

324 164 43 106 34 44 143 20 15 172 3 10 15

100.0 50.6 13.3 32.7 10.5 13.6 44.1 6.2 4.6 53.1 0.9 3.1 4.6

51 21 8 19 8 7 27 5 7 21 1 1 3

100.0 41.2 15.7 37.3 15.7 13.7 52.9 9.8 13.7 41.2 2.0 2.0 5.9

43 25 7 17 4 1 22 3 2 17 0 1 1

100.0 58.1 16.3 39.5 9.3 2.3 51.2 7.0 4.7 39.5 0.0 2.3 2.3

53 27 9 22 10 11 24 5 3 30 0 0 2

100.0 50.9 17.0 41.5 18.9 20.8 45.3 9.4 5.7 56.6 0.0 0.0 3.8

59 31 11 14 6 7 25 2 1 37 2 3 2

100.0 52.5 18.6 23.7 10.2 11.9 42.4 3.4 1.7 62.7 3.4 5.1 3.4

59 33 3 18 2 10 24 4 2 31 0 1 1

100.0 55.9 5.1 30.5 3.4 16.9 40.7 6.8 3.4 52.5 0.0 1.7 1.7

56 27 4 14 4 7 19 1 0 35 0 4 6

100.0 48.2 7.1 25.0 7.1 12.5 33.9 1.8 0.0 62.5 0.0 7.1 10.7

3 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0
100.0 0.0 33.3 66.7 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

問27-2子育て情報の入手先

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 28 受益者負担について（ＳＡ） 

・「事業・サービスの内容や利用状況に応じて、公費負担と受益者負担との割合を適切に定める

ことが必要だと思う」が 46.9％で最も多く、次いで「受益者負担するのは当然だと思う」が

25.0％、「わからない」が 17.6％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.0

4.0

46.9

17.6

6.5

0.0 20.0 40.0 60.0

受益者負担するのは当然だと思う

サービスを利⽤しない⼈も含め、みんなで負担

（公費負担）すべきだと思う

事業・サービスの内容や利⽤状況に応じて、公費負担と

受益者負担との割合を適切に定めることが必要だと思う

わからない

無回答

受益者負担について
（％）

n=324

合計 受益者負

担するの

は当然だ

と思う

サービス

を利用し

ない人も

含め、み

んなで負

担（公費

負担）す

べきだと

思う

事業・

サービス

の内容や

利用状況

に応じ

て、公費

負担と受

益者負担

との割合

を適切に

定めるこ

とが必要

だと思う

わからな

い

無回答

324 81 13 152 57 21

100.0 25.0 4.0 46.9 17.6 6.5

51 14 2 26 5 4

100.0 27.5 3.9 51.0 9.8 7.8

43 9 3 22 7 2

100.0 20.9 7.0 51.2 16.3 4.7

53 16 2 25 9 1

100.0 30.2 3.8 47.2 17.0 1.9

59 10 1 33 14 1

100.0 16.9 1.7 55.9 23.7 1.7

59 18 3 23 12 3

100.0 30.5 5.1 39.0 20.3 5.1

56 14 2 22 10 8

100.0 25.0 3.6 39.3 17.9 14.3

3 0 0 1 0 2
100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7

問28受益者負担について

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 29 以前（３～５年前）と比べた子育て環境（ＳＡ） 

・「わからない」が 33.6％で最も多く、次いで「あまり変わらない」が 32.7％、「どちらかと

いえば良くなったと思う」が 22.2％となっています。 

・子どもの年齢別にみると、３歳以上は「あまり変わらない」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

22.2

32.7

4.3

0.3

33.6

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

とても良くなったと思う

どちらかといえば良くなったと思う

あまり変わらない

どちらかといえば悪くなったと思う

とても悪くなったと思う

わからない

無回答

以前（３〜５年前）と⽐べた⼦育て環境

（％）

n=324

合計 とても良

くなった

と思う

どちらか

といえば

良くなっ

たと思う

あまり変

わらない

どちらか

といえば

悪くなっ

たと思う

とても悪

くなった

と思う

わからな

い

無回答

324 11 72 106 14 1 109 11

100.0 3.4 22.2 32.7 4.3 0.3 33.6 3.4

51 2 11 8 1 0 26 3

100.0 3.9 21.6 15.7 2.0 0.0 51.0 5.9

43 1 5 17 1 0 18 1

100.0 2.3 11.6 39.5 2.3 0.0 41.9 2.3

53 1 16 13 2 0 20 1

100.0 1.9 30.2 24.5 3.8 0.0 37.7 1.9

59 1 12 26 3 0 16 1

100.0 1.7 20.3 44.1 5.1 0.0 27.1 1.7

59 3 19 22 3 0 11 1

100.0 5.1 32.2 37.3 5.1 0.0 18.6 1.7

56 3 8 20 4 1 16 4

100.0 5.4 14.3 35.7 7.1 1.8 28.6 7.1

3 0 1 0 0 0 2 0
100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0

問29以前（３～５年前）と比べた子育て環境

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 30 子育てしやすいまちとなるために必要なこと（ＭＡ） 

・「小児救急医療体制の充実」が 72.2％で最も多く、次いで「保育所や幼稚園の費用や教育費の

負担軽減」が 67.6％、「子どもが安心して暮らせる環境の整備」が 52.5％の順となっていま

す。 

・子どもの年齢別にみると、1 歳、２歳、４歳では「保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減」

が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.2

38.9

25.0

6.8

6.5

67.6

25.9

14.2

11.7

52.5

17.9

20.4

1.2

27.5

4.3

7.7

2.5

2.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

⼩児救急医療体制の充実

保育所・放課後児童クラブなどの充実

児童館・児童センターなどの整備

子育てについて学ぶ機会の促進

男⼥が共に⼦育てに関わるための意識啓発

保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減

出産や医療に係る費⽤の負担軽減

⼦育ての不安や悩みの相談窓⼝の充実

発達などに関する専門相談体制の充実

子どもが安心して暮らせる環境の整備

子どもの創造性や感性をのばす教育機会の普及

いじめや差別をなくす教育の推進

お産や妊娠に関する学習機会の促進

親⼦が交流できる場などの整備

ファミリー・サポート・センターの会員確保

特別支援が必要な子どもへの事業推進

その他

無回答

子育てしやすいまちとなるために必要なこと
（％）

n=324
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合計 小児救急
医療体制
の充実

保育所・
放課後児
童クラブ

などの充
実

児童館・
児童セン
ターなど

の整備

子育てに
ついて学
ぶ機会の

促進

男女が共
に子育て
に関わる

ための意
識啓発

保育所や
幼稚園の
費用や教

育費の負
担軽減

出産や医
療に係る
費用の負

担軽減

子育ての
不安や悩
みの相談

窓口の充
実

発達など
に関する
専門相談

体制の充
実

324 234 126 81 22 21 219 84 46 38

100.0 72.2 38.9 25.0 6.8 6.5 67.6 25.9 14.2 11.7
51 38 18 13 7 6 28 16 9 7

100.0 74.5 35.3 25.5 13.7 11.8 54.9 31.4 17.6 13.7

43 30 18 10 4 3 35 10 3 4
100.0 69.8 41.9 23.3 9.3 7.0 81.4 23.3 7.0 9.3

53 37 22 17 2 0 38 13 9 6
100.0 69.8 41.5 32.1 3.8 0.0 71.7 24.5 17.0 11.3
59 46 23 12 2 3 43 17 8 9

100.0 78.0 39.0 20.3 3.4 5.1 72.9 28.8 13.6 15.3
59 42 24 11 4 4 45 18 7 5

100.0 71.2 40.7 18.6 6.8 6.8 76.3 30.5 11.9 8.5

56 39 21 18 2 5 30 10 10 7
100.0 69.6 37.5 32.1 3.6 8.9 53.6 17.9 17.9 12.5

3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
100.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 子どもが
安心して

暮らせる
環境の整

備

子どもの
創造性や

感性をの
ばす教育

機会の普
及

いじめや
差別をな

くす教育
の推進

お産や妊
娠に関す

る学習機
会の促進

親子が交
流できる

場などの
整備

ファミ
リー・サ

ポート・
センター

の会員確
保

特別支援
が必要な

子どもへ
の事業推

進

その他 無回答

324 170 58 66 4 89 14 25 8 8
100.0 52.5 17.9 20.4 1.2 27.5 4.3 7.7 2.5 2.5
51 30 13 6 2 21 5 4 3 2

100.0 58.8 25.5 11.8 3.9 41.2 9.8 7.8 5.9 3.9
43 21 5 7 0 13 4 0 0 1

100.0 48.8 11.6 16.3 0.0 30.2 9.3 0.0 0.0 2.3

53 29 12 15 1 17 1 3 1 1
100.0 54.7 22.6 28.3 1.9 32.1 1.9 5.7 1.9 1.9

59 32 13 8 1 15 0 6 1 1
100.0 54.2 22.0 13.6 1.7 25.4 0.0 10.2 1.7 1.7
59 25 8 17 0 14 3 5 1 0

100.0 42.4 13.6 28.8 0.0 23.7 5.1 8.5 1.7 0.0
56 31 6 11 0 8 0 7 2 3

100.0 55.4 10.7 19.6 0.0 14.3 0.0 12.5 3.6 5.4

3 2 1 2 0 1 1 0 0 0
100.0 66.7 33.3 66.7 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0

全体

問2子どもの

年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

全体

問2子どもの
年齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

問30子育てしやすいまちとなるために必要なこと

問30子育てしやすいまちとなるために必要なこと
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子育ての環境や支援に関して（ＦＡ） 

 

・自由記述については、92 人から 150 件の意見がありました。意見分類ごとの意見数と主な

意見は以下のとおりです。 

 

意見分類 意見数 

保育サービスの充実（延長、一時保育、預かりなど） 47 

 

・保育所の保育規程など、子どもや家庭にとって保育を必要としている場合でも預か

ってもらえなかったり、気負いしながら預けるような対応があるので子育て家庭を

安心して支えてもらえるようにして欲しいです。 

・年末年始は保育所が休みなのはわかりますが、お盆は休みにしないでほしいです。

希望保育というかたちですが、実際は利用される方がなく毎年家族で交代に仕事を

休んでいる状況です。 

生活環境の整備（遊び場、公園、道路整備など） 25 

 

・雨天時や冬場・休日など、屋内で遊べる施設がないので整備していただけると非常

に嬉しいです。 

・車社会と呼ばれていますが、車の免許がない親にとっては、非常に住みにくい町で

す。坂道もたくさんあり・・・。バスの利用方法もわからず、１時間の量も少ない。

町営バスをもっと小型にして利用しやすい方法にしてほしい。 

経済的支援 25 

 

・母子に対する制度をもっと良くしてほしい。例えば、手当、住居など。京丹波には

母子シェルターなどもなく本当に住む所がない。町外に出て行くのは当然だと思う。

母子手当も今の額では足りない。本当に何とかしてもらわないと生活できない。 

・子育てにおける経済的負担をなくしてほしい。消費税増税に伴い、子ども一人につ

きいくらか町から負担してほしい。 

地域における子育て支援 22 

 

・各家庭条件が異なるので、支援内容も難しいとは思いますが、町外からも移住した

くなるような魅力的な子育ての環境づくりを続けて下さることを願います。子供の

いない家庭、身近に子供のいない大人も含めて、みんなで子供を育てる意識のある

町になってもらいたいです。 

・親子が安心して、集まって交流が出来る場をたくさん作って欲しい。主にお母さん

達が子育てをする中で、お母さん達が話をできる場、いこいの場所提供してほしい。 
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意見分類 意見数 

健康の確保及び増進 8 

 

・子供の人数が減っている中、子供が欲しいと思っておられる方はいらっしゃると思

います。しかし、治療するには高額な費用が必要です。これからの将来にも子ども

は多い方が良いだろうし、京丹波町にとっても子供が増えることは良い事だと思い

ます。子育て支援では、やはり医療面での費用の軽減、医療施設の充実をお願いし

たいです。 

・予防接種など一部自費があり受けさせたいけど経済負担が大きく受けさせにくいと

思う所があります。町の補助などあれば子供の病気予防になると思います。 

・夜間に急病時の小児科の救急対応が充実されていない為、休日京丹波町外の病院へ

行かないといけないのが大変です。京丹波病院で、休日・夜間でも診察がうけられ

る様になると大変助かります。 

学校教育環境の整備 7 

 
・少人数のよさをいかして教育をほどこしてほしい。 

・いじめ問題については十分な対策をとってほしい。 

職場と家庭の両立 5 

 

・保育環境の整備が整い就労しやすい環境になる事はとても良い事だと思いますが、

就労に時間が多くなり家庭での親子の触れ合う時間が少なくなってしまうことが心

配です。 

・町政のうごきか、男性主導、女性の考えといっても高齢女性の考え方ばかり。働い

て子育てもしている女性の意見もとりいれてほしいなぁと思います。 

安全の確保 ５ 

 

・みずほ保育所は川に近く、立地面で不安をおぼえます。最善なかたちで安全面の強

化をお願いします。 

・保育所に通わせるようになって思うのは、保育所の駐車場の狭さと危険。通ってく

る時間帯はだいたい決まっており、一斉に駐車場は混雑するのに停めるスペースが

なく書かれている駐車場の枠（白線）以外の所に停める人も多く、出入りする車も

朝夕ともに忙しいから強引に行こうとする人が多いので大変危険。 

その他 6 

 

・今回のアンケート、1 家庭に 1 回答で済むような設問・回答様式にして欲しいで

す。 

・アンケート結果を全体に公表してください。 
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Ⅲ 小学生調査 

 

１．お子さんと家族の状況について 
 

問１ 住まいの地区（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

24.5

19.3

1.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

無回答

住まいの地区
（％）

n=441

合計 丹波地区 瑞穂地区 和知地区 無回答

441 243 108 85 5

100.0 55.1 24.5 19.3 1.1

72 33 26 13 0

100.0 45.8 36.1 18.1 0.0

71 43 14 14 0

100.0 60.6 19.7 19.7 0.0

69 34 21 14 0

100.0 49.3 30.4 20.3 0.0

78 44 14 20 0

100.0 56.4 17.9 25.6 0.0

72 48 13 11 0

100.0 66.7 18.1 15.3 0.0

73 40 20 13 0

100.0 54.8 27.4 17.8 0.0

6 1 0 0 5
100.0 16.7 0.0 0.0 83.3

問1住まいの地区

全体

問2学年 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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問２ 子どもの学年（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 回答者（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 配偶関係（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.8

8.6

0.2

1.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

⺟親

父親

その他

無回答

回答者
（％）

n=441

91.5

7.4

0.5

0.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配偶者がいる

配偶者はいない

事実婚である

無回答

配偶関係
（％）

n=434

16.3

16.1

15.6

17.7

16.3

16.6

1.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

１年⽣

２年⽣

３年⽣

４年⽣

５年⽣

６年⽣

無回答

⼦どもの学年
（％）

n=441
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問５ 母親、父親の年齢階層（ＳＡ） 

・母親、父親の年齢は、ともに 40 歳代が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.9

45.8

50.0

1.4

0.0

0.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳以上

無回答

⺟親の年齢
（％）

n=430

0.7

35.2

51.7

6.2

1.5

4.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳以上

無回答

⽗親の年齢
（％）

n=406



- 76 - 

問６ 同居家族（ＭＡ） 

・「父母同居」が 86.4％で最も多く、次いで「祖母同居」が 32.9％、「祖父同居」が 23.1％の

順となっています。 

・「母同居（ひとり親家庭）」は 5.4％、「父同居（ひとり親家庭）」は 1.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

問７ 祖父母の居住状況（ＳＡ） 

・祖父母が近所に住んでいるかどうかについては、「住んでいる」が 76.4％、「住んでいない」

が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.4

1.4

5.4

23.1

32.9

11.6

12.5

9.3

1.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

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

無回答

同居家族
（％）

n=441

76.4

16.3

7.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

住んでいる

住んでいない

無回答

祖⽗⺟の居住状況
（％）

n=441
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問８ 主な子育て者（ＳＡ） 

・「主に母親」が 48.5％で最も多く、次いで「父母ともに」が 46.9％、「主に祖父母」が 1.1％

の順となっています。 

・子どもの学年別でみると、1 年生と６年生では「父母ともに」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.9

48.5

0.7

1.1

0.0

2.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

⽗⺟ともに

主に⺟親

主に父親

主に祖⽗⺟

その他

無回答

主な子育て者
（％）

n=441

合計 父母とも

に

主に母親 主に父親 主に祖父

母

その他 無回答

441 207 214 3 5 0 12

100.0 46.9 48.5 0.7 1.1 0.0 2.7

72 44 27 0 0 0 1

100.0 61.1 37.5 0.0 0.0 0.0 1.4

71 33 36 0 1 0 1

100.0 46.5 50.7 0.0 1.4 0.0 1.4

69 32 35 0 2 0 0

100.0 46.4 50.7 0.0 2.9 0.0 0.0

78 29 45 2 1 0 1

100.0 37.2 57.7 2.6 1.3 0.0 1.3

72 31 38 1 1 0 1

100.0 43.1 52.8 1.4 1.4 0.0 1.4

73 38 32 0 0 0 3

100.0 52.1 43.8 0.0 0.0 0.0 4.1

6 0 1 0 0 0 5
100.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 83.3

問8主な子育て者

全体

問2学年 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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２．子どもの育ちをめぐる環境について 
 

問９ 子育ての感想（ＳＡ） 

・「楽しい」が 43.5％で最も多く、次いで「少し不安又は負担を感じる」が 28.8％、「とても

楽しい」が 13.6％となっています。 

・「とても楽しい」と「楽しい」を合わせた肯定的評価は 57.1％、「少し不安又は負担を感じる」

と「とても不安又は負担を感じる」を合わせた否定的評価は 31.3％で、肯定的評価の方が 20

ポイント以上多くなっています。 

・子どもの学年別にみると、肯定的評価は 1 年生の 69.５％が最も高く、2 年生の 49.3％が最

も低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.6

43.5

28.8

2.5

9.1

2.5

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

どちらとも言えない

無回答

子育ての感想
（％）

n=441

合計 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

どちらと

も言えな

い

無回答

441 60 192 127 11 40 11

100.0 13.6 43.5 28.8 2.5 9.1 2.5

72 13 37 15 1 4 2

100.0 18.1 51.4 20.8 1.4 5.6 2.8

71 6 29 24 3 9 0

100.0 8.5 40.8 33.8 4.2 12.7 0.0

69 9 29 18 2 10 1

100.0 13.0 42.0 26.1 2.9 14.5 1.4

78 10 41 19 1 6 1

100.0 12.8 52.6 24.4 1.3 7.7 1.3

72 8 29 23 1 7 4

100.0 11.1 40.3 31.9 1.4 9.7 5.6

73 11 26 27 3 4 2

100.0 15.1 35.6 37.0 4.1 5.5 2.7

6 3 1 1 0 0 1
100.0 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0 16.7

問9子育ての感想

全体

問2学年 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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問 10 子育ての悩みや不安（ＭＡ） 

・「子どもの教育や将来の教育費」が 44.0％で最も多く、次いで「子どもを叱りすぎているよう

な気がする」が 38.1％、「友達づきあい」が 33.6％の順となっています。 

・子どもの学年別では、１年生～３年生では「子どもを叱りすぎているような気がする」が最も

多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.8

18.8

12.9

19.0

22.4

44.0

33.6

1.4

13.2

12.9

9.8

2.9

15.2

38.1

3.4

2.5

6.6

22.7

3.4

2.5

0.0 20.0 40.0 60.0

病気や発育・発達

食事や栄養

育児の方法

子どもとの時間がとれない

子どもとの接し方

子どもの教育や将来の教育費

友達づきあい

登校拒否・不登校

子どもの生活リズムの乱れ

仕事や自分のやりたいことができない

配偶者・パートナーの協⼒が少ない

話し相⼿や相談相⼿、協⼒者がいない

保護者同⼠の交流・つきあいが難しい

子どもを叱りすぎているような気がする

ストレスがたまり子どもに手をあげたりしてしまう

地域の子育て支援サービスの内容等がよくわからない

家族の中での子育て方針の違い

特にない

その他

無回答

⼦育ての悩みや不安

（％）

n=441

お
子

さ
ん
の
こ
と
 

保
護
者
の
こ

と
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合計 病気や発
育・発達

食事や栄
養

育児の方
法

子どもと
の時間が
とれない

子どもと
の接し方

子どもの
教育や将
来の教育
費

友達づき
あい

登校拒
否・不登
校

子どもの
生活リズ
ムの乱れ

仕事や自
分のやり
たいこと
ができな
い

441 118 83 57 84 99 194 148 6 58 57
100.0 26.8 18.8 12.9 19.0 22.4 44.0 33.6 1.4 13.2 12.9
72 18 15 13 14 15 29 17 1 6 9

100.0 25.0 20.8 18.1 19.4 20.8 40.3 23.6 1.4 8.3 12.5
71 26 14 13 14 18 31 25 2 13 11

100.0 36.6 19.7 18.3 19.7 25.4 43.7 35.2 2.8 18.3 15.5
69 12 12 9 16 17 26 27 0 8 8

100.0 17.4 17.4 13.0 23.2 24.6 37.7 39.1 0.0 11.6 11.6
78 18 17 7 14 16 40 25 0 7 10

100.0 23.1 21.8 9.0 17.9 20.5 51.3 32.1 0.0 9.0 12.8
72 24 11 9 15 17 30 24 0 9 10

100.0 33.3 15.3 12.5 20.8 23.6 41.7 33.3 0.0 12.5 13.9
73 19 13 6 11 16 37 27 3 15 9

100.0 26.0 17.8 8.2 15.1 21.9 50.7 37.0 4.1 20.5 12.3
6 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0

100.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 50.0 0.0 0.0 0.0

合計 配偶者・
パート
ナーの協
力が少な
い

話し相手
や相談相
手、協力
者がいな
い

保護者同
士の交
流・つき
あいが難
しい

子どもを
叱りすぎ
ているよ
うな気が
する

ストレス
がたまっ
て、子ど
もに手を
あげた
り、世話
をしな
かったり
してしま
う

地域の子
育て支援
サービス
の内容や
利用・申
し込み方
法がよく
わからな
い

家族の中
での子育
て方針の
違い

特にない その他 無回答

441 43 13 67 168 15 11 29 100 15 11
100.0 9.8 2.9 15.2 38.1 3.4 2.5 6.6 22.7 3.4 2.5
72 5 2 11 30 4 3 3 14 4 2

100.0 6.9 2.8 15.3 41.7 5.6 4.2 4.2 19.4 5.6 2.8
71 6 0 12 41 3 2 9 8 2 1

100.0 8.5 0.0 16.9 57.7 4.2 2.8 12.7 11.3 2.8 1.4
69 8 1 11 28 1 3 4 20 2 1

100.0 11.6 1.4 15.9 40.6 1.4 4.3 5.8 29.0 2.9 1.4
78 9 3 13 23 5 1 5 18 1 2

100.0 11.5 3.8 16.7 29.5 6.4 1.3 6.4 23.1 1.3 2.6
72 6 3 9 28 0 0 4 16 5 3

100.0 8.3 4.2 12.5 38.9 0.0 0.0 5.6 22.2 6.9 4.2
73 9 4 11 18 2 2 4 22 1 1

100.0 12.3 5.5 15.1 24.7 2.7 2.7 5.5 30.1 1.4 1.4
6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 16.7

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

全体

問10子育ての悩みや不安

問10子育ての悩みや不安
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問 11 相談相手の有無（ＳＡ） 

・「いる／ある」が 88.4％、「いない／ない」が９.１％となっています。 

・子どもの学年別にみると、「いない／ない」は６年生で最も多い 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88.4

9.1

2.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

いる／ある

いない／ない

無回答

相談相手の有無

（％）

n=441

合計 いる／あ

る

いない／

ない

無回答

441 390 40 11

100.0 88.4 9.1 2.5

72 68 4 0

100.0 94.4 5.6 0.0

71 63 7 1

100.0 88.7 9.9 1.4

69 60 6 3

100.0 87.0 8.7 4.3

78 71 5 2

100.0 91.0 6.4 2.6

72 62 8 2

100.0 86.1 11.1 2.8

73 61 10 2

100.0 83.6 13.7 2.7

6 5 0 1
100.0 83.3 0.0 16.7

問11相談相手の有無

全体

問2学年 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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問 11-1 相談先（ＭＡ） 

・「友人や知人」が 86.2％で最も多く、次いで「祖父母等の親族」が 73.1％、「学校の先生」

が 22.6％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.1

86.2

14.9

22.6

3.6

0.5

0.0

0.8

0.0

0.3

0.0

3.8

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

祖⽗⺟等の親族

友人や知人

近所の人

学校の先生

医師など医療関係者

⺠⽣委員・児童委員

家庭児童相談室

教育相談室

⺟⼦⾃⽴⽀援員

児童相談所

⺠間の電話相談

その他

無回答

相談先

（％）

n=390

合計 祖父母等

の親族

友人や知

人

近所の人 学校の先

生

医師など

医療関係

者

民生委

員・児童

委員

家庭児童

相談室

教育相談

室

母子自立

支援員

390 285 336 58 88 14 2 0 3 0

100.0 73.1 86.2 14.9 22.6 3.6 0.5 0.0 0.8 0.0

68 53 62 8 20 2 0 0 0 0

100.0 77.9 91.2 11.8 29.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0

63 49 57 8 16 3 0 0 0 0

100.0 77.8 90.5 12.7 25.4 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0

60 46 52 10 11 1 0 0 1 0

100.0 76.7 86.7 16.7 18.3 1.7 0.0 0.0 1.7 0.0

71 50 61 11 13 2 1 0 0 0

100.0 70.4 85.9 15.5 18.3 2.8 1.4 0.0 0.0 0.0

62 40 51 9 12 3 1 0 1 0

100.0 64.5 82.3 14.5 19.4 4.8 1.6 0.0 1.6 0.0

61 42 49 9 12 3 0 0 1 0

100.0 68.9 80.3 14.8 19.7 4.9 0.0 0.0 1.6 0.0

5 5 4 3 4 0 0 0 0 0
100.0 100.0 80.0 60.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 児童相談

所

民間の電

話相談

その他 無回答 非該当

390 1 0 15 3 51

100.0 0.3 0.0 3.8 0.8

68 0 0 4 1 4

100.0 0.0 0.0 5.9 1.5

63 0 0 4 0 8

100.0 0.0 0.0 6.3 0.0

60 0 0 0 0 9

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

71 0 0 1 0 7

100.0 0.0 0.0 1.4 0.0

62 0 0 4 1 10

100.0 0.0 0.0 6.5 1.6

61 1 0 2 1 12

100.0 1.6 0.0 3.3 1.6

5 0 0 0 0 1
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

６年生

無回答

問11-1相談先

問11-1相談先

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

全体

問2学年 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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問 12 近所付き合い（ＳＡ） 

・「付き合いがありやや親しい」が 35.4％で最も多く、次いで「少々付き合いがある」が 28.1％、

「親しい」が 19.5％の順となっています。 

・子どもの学年別にみると、5 年生では「少々付き合いがある」が 33.3％で最も多くなってい

ます。 

・地区別でみると、瑞穂地区では「少々付き合いがある」が 32.4％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5

35.4

28.1

13.2

0.9

2.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

親しい

付き合いがありやや親しい

少々付き合いがある

付き合いはほとんどなく、あいさつをする程度

わからない

無回答

近所付き合い

（％）

n=441

合計 親しい 付き合い

がありや

や親しい

少々付き

合いがあ

る

付き合い

はほとん

どなく、

あいさつ

をする程

度

わからな

い

無回答

441 86 156 124 58 4 13

100.0 19.5 35.4 28.1 13.2 0.9 2.9

72 14 27 20 10 1 0

100.0 19.4 37.5 27.8 13.9 1.4 0.0

71 11 30 21 5 1 3

100.0 15.5 42.3 29.6 7.0 1.4 4.2

69 15 20 18 12 0 4

100.0 21.7 29.0 26.1 17.4 0.0 5.8

78 17 27 16 16 0 2

100.0 21.8 34.6 20.5 20.5 0.0 2.6

72 15 22 24 9 1 1

100.0 20.8 30.6 33.3 12.5 1.4 1.4

73 13 26 25 6 1 2

100.0 17.8 35.6 34.2 8.2 1.4 2.7

6 1 4 0 0 0 1
100.0 16.7 66.7 0.0 0.0 0.0 16.7

243 51 79 70 32 2 9

100.0 21.0 32.5 28.8 13.2 0.8 3.7

108 17 34 35 17 2 3

100.0 15.7 31.5 32.4 15.7 1.9 2.8

85 17 39 19 9 0 1

100.0 20.0 45.9 22.4 10.6 0.0 1.2

5 1 4 0 0 0 0

100.0 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問1住ま

いの地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

無回答

問12近所付き合い

全体

問2学年 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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問 13 地域参加（ＭＡ） 

・地域参加の状況は、「地域伝統行事（祭り、地蔵盆など）」が 75.3％で最も多く、次いで「子

ども会等の青少年団体活動」が 53.5％、「スポーツ活動」が 34.2％の順となっています。 

・地区別でみると、「地域伝統行事（祭り、地蔵盆など）」は和知地区の 88.2％が最も多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 子育て支

援サーク

ルの活動

スポーツ

活動

文化・音

楽活動

キャンプ

等の野外

活動

子ども会

等の青少

年団体活

動

リサイク

ル等の環

境分野で

の社会貢

献活動

地域伝統

行事（祭

り、地蔵

盆など）

その他の

活動

無回答

441 14 151 36 7 236 38 332 8 22

100.0 3.2 34.2 8.2 1.6 53.5 8.6 75.3 1.8 5.0

72 3 11 4 1 39 5 57 1 6

100.0 4.2 15.3 5.6 1.4 54.2 6.9 79.2 1.4 8.3

71 1 24 5 0 35 6 54 3 3

100.0 1.4 33.8 7.0 0.0 49.3 8.5 76.1 4.2 4.2

69 2 29 8 2 40 5 52 0 1

100.0 2.9 42.0 11.6 2.9 58.0 7.2 75.4 0.0 1.4

78 1 28 8 1 39 7 59 2 5

100.0 1.3 35.9 10.3 1.3 50.0 9.0 75.6 2.6 6.4

72 1 31 5 1 44 6 49 1 3

100.0 1.4 43.1 6.9 1.4 61.1 8.3 68.1 1.4 4.2

73 5 25 5 2 37 9 59 1 3

100.0 6.8 34.2 6.8 2.7 50.7 12.3 80.8 1.4 4.1

6 1 3 1 0 2 0 2 0 1
100.0 16.7 50.0 16.7 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 16.7

243 7 79 19 3 142 22 166 4 14

100.0 2.9 32.5 7.8 1.2 58.4 9.1 68.3 1.6 5.8

108 4 44 5 2 59 9 89 4 7

100.0 3.7 40.7 4.6 1.9 54.6 8.3 82.4 3.7 6.5

85 2 25 11 2 33 7 75 0 1

100.0 2.4 29.4 12.9 2.4 38.8 8.2 88.2 0.0 1.2

5 1 3 1 0 2 0 2 0 0

100.0 20.0 60.0 20.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0

問1住ま

いの地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

無回答

問13地域参加

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

3.2

34.2

8.2

1.6

53.5

8.6

75.3

1.8

5.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

子育て支援サークルの活動

スポーツ活動

文化・音楽活動

キャンプ等の野外活動

⼦ども会等の⻘少年団体活動

リサイクル等の環境分野での社会貢献活動

地域伝統⾏事（祭り、地蔵盆など）

その他の活動

無回答

地域参加
（％）

n=441
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問 14 急病時の対応（ＳＡ） 

・「休日救急診療所」が 65.5％で最も多く、次いで「かかりつけ医」が 20.2％となっています。 

・「受診できる医療機関を知らない」も 1.8％ですがみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65.5

20.2

2.3

5.0

1.8

5.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

休⽇救急診療所

かかりつけ医

電話相談

その他

受診できる医療機関を知らない

無回答

急病時の対応
（％）

n=441

合計 休日救急

診療所

かかりつ

け医

電話相談 その他 受診でき

る医療機

関を知ら

ない

無回答

441 289 89 10 22 8 23

100.0 65.5 20.2 2.3 5.0 1.8 5.2

72 48 14 1 4 0 5

100.0 66.7 19.4 1.4 5.6 0.0 6.9

71 44 12 2 6 2 5

100.0 62.0 16.9 2.8 8.5 2.8 7.0

69 47 12 4 3 1 2

100.0 68.1 17.4 5.8 4.3 1.4 2.9

78 54 14 2 5 1 2

100.0 69.2 17.9 2.6 6.4 1.3 2.6

72 49 14 1 2 1 5

100.0 68.1 19.4 1.4 2.8 1.4 6.9

73 43 22 0 2 3 3

100.0 58.9 30.1 0.0 2.7 4.1 4.1

6 4 1 0 0 0 1
100.0 66.7 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7

問14急病時の対応

全体

問2学年 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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３．保護者の就労状況について 
 

問 15(1) 母親の就労状況（ＳＡ） 

・「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 40.2％で最も多く、次い

で「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 38.1％、

「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 15.1％の順となっています。 

・子どもの学年別にみると、2 年生と３年生では「パート・アルバイト等で就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 フルタイ

ムで就労

してお

り、産

休・育

休・介護

休業中で

はない

フルタイ

ムで就労

している

が、産

休・育

休・介護

休業中で

ある

パート・

アルバイ

ト等で就

労してお

り、産

休・育

休・介護

休業中で

はない

パート・

アルバイ

ト等で就

労してい

るが、産

休・育

休・介護

休業中で

ある

以前は就

労してい

たが、現

在は就労

していな

い

これまで

就労した

ことがな

い

無回答 非該当

430 173 5 164 2 65 8 13 11

100.0 40.2 1.2 38.1 0.5 15.1 1.9 3.0

72 29 1 26 0 13 1 2 0

100.0 40.3 1.4 36.1 0.0 18.1 1.4 2.8

70 19 1 33 1 12 3 1 1

100.0 27.1 1.4 47.1 1.4 17.1 4.3 1.4

68 25 2 30 0 10 1 0 1

100.0 36.8 2.9 44.1 0.0 14.7 1.5 0.0

75 37 1 19 1 13 1 3 3

100.0 49.3 1.3 25.3 1.3 17.3 1.3 4.0

71 33 0 26 0 5 2 5 1

100.0 46.5 0.0 36.6 0.0 7.0 2.8 7.0

73 30 0 30 0 12 0 1 0

100.0 41.1 0.0 41.1 0.0 16.4 0.0 1.4

1 0 0 0 0 0 0 1 5
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

問15①母親の就労状況

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

40.2

1.2

38.1

0.5

15.1

1.9

3.0

0.0 20.0 40.0 60.0

フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育

休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労してい

ない

これまで就労したことがない

無回答

⺟親の就労状況
（％）

n=430
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問 15(2) 父親の就労状況（ＳＡ） 

・「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 92.6％で最も多く、次い

で「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 2.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 フルタイ

ムで就労

してお

り、産

休・育

休・介護

休業中で

はない

フルタイ

ムで就労

している

が、産

休・育

休・介護

休業中で

ある

パート・

アルバイ

ト等で就

労してお

り、産

休・育

休・介護

休業中で

はない

パート・

アルバイ

ト等で就

労してい

るが、産

休・育

休・介護

休業中で

ある

以前は就

労してい

たが、現

在は就労

していな

い

これまで

就労した

ことがな

い

無回答 非該当

406 376 2 3 0 9 0 16 35

100.0 92.6 0.5 0.7 0.0 2.2 0.0 3.9

71 70 0 0 0 0 0 1 1

100.0 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

65 61 0 0 0 2 0 2 6

100.0 93.8 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1

65 62 0 1 0 2 0 0 4

100.0 95.4 0.0 1.5 0.0 3.1 0.0 0.0

71 65 1 1 0 0 0 4 7

100.0 91.5 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 5.6

67 59 0 1 0 2 0 5 5

100.0 88.1 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 7.5

66 59 1 0 0 3 0 3 7

100.0 89.4 1.5 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5

1 0 0 0 0 0 0 1 5
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

問15②父親の就労状況

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

92.6

0.5

0.7

0.0

2.2

0.0

3.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育

休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労してい

ない

これまで就労したことがない

無回答

父親の就労状況
（％）

n=406
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問 15-1(1)-1① 母親の就労日数・就労時間 

 

［母親の１週当たりの就労日数（ＮＡ）］ 

・母親の１週当たりの就労日数は、週に５日が 68.9％で最も多く、次いで４日が 11.3％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［母親の１日当たりの就労時間（ＮＡ）］ 

・１日当たりの就労時間は、８時間が 41.3％で最も多く、次いで 7 時間が 13.7％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

0.3

7.0

11.3

68.9

9.0

0.6

2.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

⺟親の就労⽇数
（％）

n=344

0.0

1.2

0.9

5.8

9.9

12.5

13.7

41.3

4.9

4.9

1.5

0.6

0.0

0.0

0.3

2.6

0.0 20.0 40.0 60.0

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間以上

無回答

⺟親の就労時間

（％）

n=344
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問 15-1(1)-2① 母親が就労のために家を空けている時間帯（ＮＡ） 

・就労のために家を空けている時間は、10時～14時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

母親が就労のために家を空けている時間帯
（％）

n=332
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問 15-1(1)-1② 父親の就労日数・就労時間 

 

［父親の１週当たりの就労日数（ＮＡ）］ 

・父親の１週当たりの就労日数は、週に５日が 49.1％で最も多く、次いで 6 日が 41.5％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［父親の１日当たりの就労時間（ＮＡ）］ 

・１日当たりの就労時間は、８時間が 33.3％で最も多く、次いで 10 時間が 20.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

0.0

0.5

0.3

49.1

41.5

2.9

5.5

0.0 20.0 40.0 60.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

父親の就労日数
（％）

n=381

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

1.6

33.3

12.6

20.2

6.0

12.3

2.1

1.6

1.8

7.6

0.0 20.0 40.0

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間以上

無回答

父親の就労時間

（％）

n=381
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問 15-1(1)-2② 父親が就労のために家を空けている時間帯（ＮＡ） 

・就労のために家を空けている時間は、9時～17時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

0時

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

父親が就労のために家を空けている時間帯

n=349
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問 16(1) 母親のフルタイムへの転換希望（ＳＡ）（現在、パート・アルバイトの母親限定） 

・「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 60.8％で最も多く、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」が 20.5％、「フルタイムの転換希望があ

り、実現できる見込みがある」が 6.0％の順となっています。 

・子どもの学年別にみると、「フルタイムの転換希望があり、実現できる見込みがある」は 1 年

生の 11.5％が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 フルタイ

ムへの転

換希望が

あり、実

現できる

見込みが

ある

フルタイ

ムへの転

換希望は

あるが、

実現でき

る見込み

はない

パート・

アルバイ

ト等の就

労を続け

ることを

希望

パート・

アルバイ

ト等をや

めて子育

てや家事

に専念し

たい

無回答 非該当

166 10 34 101 7 14 275

100.0 6.0 20.5 60.8 4.2 8.4

26 3 4 14 2 3 46

100.0 11.5 15.4 53.8 7.7 11.5

34 1 14 17 2 0 37

100.0 2.9 41.2 50.0 5.9 0.0

30 2 3 21 1 3 39

100.0 6.7 10.0 70.0 3.3 10.0

20 1 3 15 1 0 58

100.0 5.0 15.0 75.0 5.0 0.0

26 1 3 17 0 5 46

100.0 3.8 11.5 65.4 0.0 19.2

30 2 7 17 1 3 43

100.0 6.7 23.3 56.7 3.3 10.0

0 0 0 0 0 0 6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問16①母親のフルタイムへの転換希望

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

6.0

20.5

60.8

4.2

8.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

フルタイムへの転換希望があり、実現でき

る⾒込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現で

きる⾒込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けること

を希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家

事に専念したい

無回答

⺟親のフルタイムへの転換希望
（％）

n=166



- 93 - 

問 16(2) 父親のフルタイムへの転換希望（ＳＡ） 

・パート・アルバイトと回答された父親は３人で、フルタイムへの転換希望については、2 人が

「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」、１人が無回答となっています。 

 

問 17(1) 母親の就労意向（ＳＡ）（現在、就労していない母親限定） 

・「今は子育てや家事などに専念したい」が 52.1％で最も多く、次いで「１年より先、一番下の

子どもが□歳になったころに就労したい」が 21.9％、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労

したい」が 19.2％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.1

21.9

19.2

6.8

0.0 20.0 40.0 60.0

今は⼦育てや家事などに専念したい

１年より先、⼀番下の⼦どもが□歳になっ

たころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内

に就労したい

無回答

⺟親の就労意向
（％）

n=73

合計 今は子育

てや家事

などに専

念したい

１年より

先、一番

下の子ど

もが□歳

になった

ころに就

労したい

すぐにで

も、もし

くは１年

以内に就

労したい

無回答 非該当

73 38 16 14 5 368

100.0 52.1 21.9 19.2 6.8

14 9 3 2 0 58

100.0 64.3 21.4 14.3 0.0

15 6 5 3 1 56

100.0 40.0 33.3 20.0 6.7

11 8 2 0 1 58

100.0 72.7 18.2 0.0 9.1

14 6 3 4 1 64

100.0 42.9 21.4 28.6 7.1

7 3 2 1 1 65

100.0 42.9 28.6 14.3 14.3

12 6 1 4 1 61

100.0 50.0 8.3 33.3 8.3

0 0 0 0 0 6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問17(1)母親の就労意向

全体

問2学年 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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[１番下の子どもの年齢（ＮＡ）] 

・「１年より先、一番下の子どもが□歳になったころに就労したい」と回答した方の、一番下の

子どもの年齢は、「３～５歳」が 43.8％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[母親の希望する就労形態（ＳＡ）] 

・「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した方の希望する就労形態は、「パート

タイム、アルバイト等」が 78.6％、「フルタイム」が 7.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.1

78.6

14.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

⺟親の希望する就労形態
（％）

n=14

6.3

43.8

18.8

18.8

6.3

0.0

6.3

0.0 20.0 40.0 60.0

0〜2歳

3〜5歳

6〜8歳

9〜11歳

12〜14歳

15歳以上

無回答

1番下の⼦どもの年齢
（％）

n=16
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[パート・アルバイトを希望する母親の週当たりの就労日数（ＮＡ）] 

・週当たり「５日」が 54.5％で最も多く、次いで「４日」が 36.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[パート・アルバイトを希望する母親の 1 日当たりの就労時間（ＮＡ）] 

・１日当たり「５時間」が 63.6％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17(2) 父親の就労意向（ＳＡ）（現在、就労していない父親限定） 

・現在就業していない父親は９人で、そのうち３人は「すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい」と回答しており、残りの６人は無回答となっています。 

 

0.0

0.0

9.1

36.4

54.5

0.0

0.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

1週当たりの日数
（％）

n=11

0.0

0.0

0.0

27.3

63.6

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

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

1日当たりの就労時間
（％）

n=11
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４．放課後の過ごし方について 
 

問 18 平日の放課後の居場所（ＭＡ） 

・「自宅」が 78.7％で最も多く、次いで「習い事（スポーツ・塾など）」が 36.7％、「祖父母宅

や友人・知人宅」が 24.0％となっています。 

・子どもの学年別でみると「放課後児童クラブ（学童保育）」は２年生の 25.4％が最も多く、地

区別でみると和知地区の 20.0％が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 自宅 祖父母宅

や友人・

知人宅

習い事

（スポー

ツ、塾な

ど）

児童館 放課後子

ども教室

放課後児

童クラブ

〔学童保

育〕

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他

（公民

館、公園

など）

無回答

441 347 106 162 1 1 64 0 31 12

100.0 78.7 24.0 36.7 0.2 0.2 14.5 0.0 7.0 2.7

72 55 12 26 0 0 18 0 4 0

100.0 76.4 16.7 36.1 0.0 0.0 25.0 0.0 5.6 0.0

71 42 23 23 1 0 18 0 6 3

100.0 59.2 32.4 32.4 1.4 0.0 25.4 0.0 8.5 4.2

69 58 16 30 0 0 11 0 3 2

100.0 84.1 23.2 43.5 0.0 0.0 15.9 0.0 4.3 2.9

78 61 21 28 0 0 12 0 6 1

100.0 78.2 26.9 35.9 0.0 0.0 15.4 0.0 7.7 1.3

72 62 13 29 0 0 2 0 3 4

100.0 86.1 18.1 40.3 0.0 0.0 2.8 0.0 4.2 5.6

73 63 19 21 0 1 3 0 9 2

100.0 86.3 26.0 28.8 0.0 1.4 4.1 0.0 12.3 2.7

6 6 2 5 0 0 0 0 0 0
100.0 100.0 33.3 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

243 197 78 82 0 1 30 0 22 8

100.0 81.1 32.1 33.7 0.0 0.4 12.3 0.0 9.1 3.3

108 88 13 45 0 0 17 0 2 2

100.0 81.5 12.0 41.7 0.0 0.0 15.7 0.0 1.9 1.9

85 57 14 31 1 0 17 0 7 2

100.0 67.1 16.5 36.5 1.2 0.0 20.0 0.0 8.2 2.4

5 5 1 4 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答

問18平日の放課後の居場所

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

問1住ま

いの地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

無回答

78.7

24.0

36.7

0.2

0.2

14.5

0.0

7.0

2.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

⾃宅

祖⽗⺟宅や友⼈・知⼈宅

習い事（スポーツ、塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公⺠館、公園など）

無回答

平日の放課後の居場所
（％）

n=441
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[週当たり希望日数（ＮＡ）] 

・希望する居場所別日数は、以下の表のとおりとなっており、最も居場所として多かった“自宅”

は、「５日」が 55.6％で最も多くなっています。 

・“放課後児童クラブ”は、「５日」が 60.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[放課後児童クラブの利用終了時間（ＮＡ）（放課後児童クラブ利用者限定）] 

・「18時」が 51.6％で最も多く、次いで「17時」が 42.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 18 5.2 34 32.1 82 50.6 0 0.0

2 2日 22 6.3 27 25.5 51 31.5 0 0.0

3 3日 51 14.7 17 16.0 21 13.0 0 0.0

4 4日 49 14.1 5 4.7 4 2.5 0 0.0

5 5日 193 55.6 21 19.8 1 0.6 1 100.0

無回答 14 4.0 2 1.9 3 1.9 0 0.0

全体 347 100.0 106 100.0 162 100.0 1 100.0

ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 0 0.0 0 0.0 11 35.5

2 2日 0 0.0 6 9.4 5 16.1

3 3日 0 0.0 6 9.4 8 25.8

4 4日 0 0.0 11 17.2 3 9.7

5 5日 1 100.0 39 60.9 3 9.7

無回答 0 0.0 2 3.1 1 3.2

全体 1 100.0 64 100.0 31 100.0

児童館

放課後子ども教室 放課後児童クラブ その他

No. カテゴリー名

No. カテゴリー名

自宅 祖父母宅や友人・知人宅 習い事

0.0

42.2

51.6

1.6

0.0

4.7

0.0 20.0 40.0 60.0

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

放課後児童クラブの利⽤終了時間
（％）

n=64
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[放課後児童クラブの時間数（ＮＡ）（放課後児童クラブ利用者限定）] 

・「２時間」が 28.1％で最も多く、次いで「３時間」が 21.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[土曜日の利用（ＮＡ）（放課後児童クラブ利用者限定）] 

・「ない」が 78.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0

9.4

28.1

21.9

3.1

37.5

0.0 20.0 40.0

1時間未満

1時間

2時間

3時間

4時間以上

無回答

放課後児童クラブの時間数
（％）

n=64

1.6

78.1

20.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

ある

ない

無回答

⼟曜⽇の利⽤
（％）

n=64
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問 19 放課後児童クラブの利用理由（ＭＡ）（放課後児童クラブ利用者限定） 

・「現在就労している」が 92.2％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 放課後児童クラブへの要望（ＭＡ）（放課後児童クラブ利用者限定） 

・「現在のままでよい」が 46.9％で最も多く、次いで「施設・設備を改善してほしい」が 20.3％、

「その他」が 17.2％の順となっています。 

・「その他」の内容としては、土曜日の保育希望や、周辺の道路の安全、利用料を安くしてほし

いなどの意見が挙げられています。 

・地区別にみると、「施設・設備を改善してほしい」は丹波地区の 33.3％が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.2

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

現在就労している

就労予定がある／求職中である

家族・親族などを介護しなければならない

病気や障がいがある

学生である

その他

無回答

放課後児童クラブの利⽤理由

（％）

n=64

0.0

15.6

20.3

10.9

17.2

46.9

7.8

0.0 20.0 40.0 60.0

定員を増やしてほしい

利⽤時間を延⻑してほしい

施設・設備を改善してほしい

指導内容を工夫してほしい

その他

現在のままでよい

無回答

放課後児童クラブへの要望
（％）

n=64
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問 21 放課後児童クラブ未利用の理由（ＭＡ）（放課後児童クラブ未利用者限定） 

・「その他」が 33.8％で最も多く、次いで「放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと

思うから」が 22.3％、「現在就労していないから」が 20.7％の順となっています。 

・「その他」の内容としては、祖父母がいるからが多く挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.7

0.3

1.9

0.0

1.9

7.1

3.8

22.3

0.0

33.8

16.9

0.0 20.0 40.0

現在就労していないから

就労しているが、放課後児童クラブを知らなかったから

就労しているが、近くに放課後児童クラブがないから

就労しているが、放課後児童クラブに空きがないから

就労しているが、放課後児童クラブの開所時間が短いから

就労しているが、利⽤料がかかるから

就労しているが、子どもは放課後の習い事をしているから

放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思うから

就労しているが、他の施設に預けているから

その他

無回答

放課後児童クラブ未利⽤の理由
（％）

n=367

合計 定員を増
やしてほ

しい

利用時間
を延長し

てほしい

施設・設
備を改善

してほし

い

指導内容
を工夫し

てほしい

その他 現在のま
までよい

無回答 非該当

全体 64 0 10 13 7 11 30 5 377

100.0 0.0 15.6 20.3 10.9 17.2 46.9 7.8

丹波地区 30 0 1 10 5 9 12 3 213
100.0 0.0 3.3 33.3 16.7 30.0 40.0 10.0

瑞穂地区 17 0 4 3 2 2 7 1 91
100.0 0.0 23.5 17.6 11.8 11.8 41.2 5.9

和知地区 17 0 5 0 0 0 11 1 68

100.0 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0 64.7 5.9
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問20放課後児童クラブへの要望

問1住ま
いの地区
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問 22 放課後児童クラブの利用意向（ＳＡ）（放課後児童クラブ未利用者限定） 

・「今後も利用しない」が 78.0％となっています。 

・子どもの学年別にみると「利用したい」は、2 年生の 16.0％が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 利用した

い

今後も利

用しない

無回答 非該当

368 29 287 52 73

100.0 7.9 78.0 14.1

54 8 37 9 18

100.0 14.8 68.5 16.7

50 8 36 6 21

100.0 16.0 72.0 12.0

57 2 46 9 12

100.0 3.5 80.7 15.8

67 6 51 10 11

100.0 9.0 76.1 14.9

66 3 54 9 6

100.0 4.5 81.8 13.6

68 2 58 8 5

100.0 2.9 85.3 11.8

6 0 5 1 0
100.0 0.0 83.3 16.7

４年生

５年生

６年生

無回答

問22放課後児童クラブの利用意向

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

7.9

78.0

14.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

利⽤したい

今後も利⽤しない

無回答

放課後児童クラブの利⽤意向

（％）

n=368
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[１週当たり希望日数（ＮＡ）（放課後児童クラブ利用希望者限定）] 

・１週当たりの希望日数は、「５日」が 46.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[１日当たり希望時間（ＮＡ）（放課後児童クラブ利用希望者限定）] 

・1 日当たり利用希望時間は、「２時間」が 33.3％、「３時間」が 23.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

6.7

0.0

13.3

13.3

46.7

20.0

0.0 20.0 40.0 60.0

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

1週当たりの日数
（％）

n=29

13.3

33.3

23.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

26.7

0.0 20.0 40.0

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

1日当たりの時間
（％）

n=29
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[希望の利用時間帯（ＮＡ）（放課後児童クラブ利用希望者限定）] 

・希望の利用時間帯は、15時～17時が過半数となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[土・日の利用希望時間（ＮＡ）（放課後児童クラブ利用希望者限定）] 

・1 日当たり利用希望時間は、「２時間」、「４時間」、「８時間以上」が 3.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

3.3

90.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

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

⼟・⽇の利⽤希望時間
（％）

n=29

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

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

希望の利用時間帯

n=22
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[土・日の希望時間帯（ＮＡ）（放課後児童クラブ利用希望者限定）] 

・希望の利用時間帯は、９時～15時が全員となっています。 

 

 

 

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

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

希望の利用時間帯

n=6
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問 22-1 放課後児童クラブを利用したい理由（ＳＡ）（放課後児童クラブ利用希望者限定） 

・「現在就労している」が 44.8％で最も多く、次いで「就労予定がある／求職中である」と「そ

のうち就労したいと考えている」が 13.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.8

13.8

13.8

6.9

10.3

0.0

6.9

3.4

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0

現在就労している

就労予定がある／求職中である

そのうち就労したいと考えている

家族・親族などを介護しなければならない

病気や障がいがある

学生である／就学したい

就労していないが、子どもの教育

などのために預けたい

その他

無回答

放課後児童クラブを利⽤したい理由
（％）

n=29
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問 23 放課後子ども教室の利用意向（ＳＡ） 

・「意向がない」が 46.5％で最も多く、次いで「利用できる放課後子ども教室がない」が 30.8％、

「意向がある」が 5.7％となっています。 

・子どもの学年別にみると、「意向がある」は２年生の 12.7％が最も多くなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 意向があ

る

意向がな

い

利用でき

る放課後

子ども教

室がない

無回答

441 25 205 136 75

100.0 5.7 46.5 30.8 17.0

72 4 28 27 13

100.0 5.6 38.9 37.5 18.1

71 9 25 23 14

100.0 12.7 35.2 32.4 19.7

69 4 31 23 11

100.0 5.8 44.9 33.3 15.9

78 5 40 21 12

100.0 6.4 51.3 26.9 15.4

72 2 43 19 8

100.0 2.8 59.7 26.4 11.1

73 1 36 21 15

100.0 1.4 49.3 28.8 20.5

6 0 2 2 2
100.0 0.0 33.3 33.3 33.3

問23放課後子ども教室の利用意向

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

5.7

46.5

30.8

17.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

意向がある

意向がない

利⽤できる放課後⼦ども教室がない

無回答

放課後⼦ども教室の利⽤意向
（％）

n=441
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問 24 高学年時に希望する放課後の居場所（ＭＡ） 

・「利用を希望するサービスは特にない」が 38.1％で最も多く、次いで「クラブ活動など習い事

をさせたい」が 20.2％、「放課後児童クラブを利用したい」が 15.2％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[放課後児童クラブを利用したい学年（ＮＡ）（放課後児童クラブ利用希望者限定）] 

・「６年生」までが 76.1％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.0

1.5

7.5

3.0

76.1

11.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

1年⽣

2年⽣

3年⽣

4年⽣

5年⽣

6年⽣

無回答

放課後児童クラブを利⽤したい学年
（％）

n=67

15.2

13.4

20.2

38.1

3.2

12.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

放課後児童クラブを利⽤したい

放課後⼦ども教室を利⽤したい

クラブ活動など習い事をさせたい

利⽤を希望するサービスは特にない

その他

無回答

⾼学年時に希望する放課後の居場所

（％）

n=441
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５．病気の際の対応について 

 

問 25 病気による学校を休んだ経験（ＳＡ） 

・「あった」が 60.1％、「なかった」が 35.1％となっています。 

・子どもの学年別にみると、「あった」は 2 年生の 66.2％が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.1

35.1

4.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

あった

なかった

無回答

病気による学校を休んだ経験
（％）

n=441

合計 あった なかった 無回答

441 265 155 21

100.0 60.1 35.1 4.8

72 40 27 5

100.0 55.6 37.5 6.9

71 47 23 1

100.0 66.2 32.4 1.4

69 43 24 2

100.0 62.3 34.8 2.9

78 48 28 2

100.0 61.5 35.9 2.6

72 41 25 6

100.0 56.9 34.7 8.3

73 42 26 5

100.0 57.5 35.6 6.8

6 4 2 0
100.0 66.7 33.3 0.0

問25病気による学校を休ん

だ経験

全体

問2学年 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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問 25-1 病欠時の対応（ＭＡ）（病気による学校を休んだ経験がある方限定） 

・「母親が休んだ」が 50.2％で最も多く、次いで「親族・知人に子どもをみてもらった」が 30.6％、

「就労していない親が子どもをみた」が 28.3％となっています。 

・子どもの学年別にみると、「就労していない親が子どもをみた」は、1 年生、２年生で３割以

上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.3

9.8

50.2

30.6

0.0

0.0

11.3

4.2

1.9

0.0 20.0 40.0 60.0

就労していない親が子どもをみた

父親が休んだ

⺟親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

病児・病後児の保育を利⽤した

ベビーシッターを利⽤した

子どもだけで家にいた

その他

無回答

病欠時の対応
（％）

n=265

合計 父親又は

母親のう

ち就労し

ていない

方が子ど

もをみた

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

病児・病

後児の保

育を利用

した

ベビー

シッター

を利用し

た

子どもだ

けで家に

いた

その他 無回答 非該当

265 75 26 133 81 0 0 30 11 5 176

100.0 28.3 9.8 50.2 30.6 0.0 0.0 11.3 4.2 1.9

40 15 4 19 16 0 0 0 1 0 32

100.0 37.5 10.0 47.5 40.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0

47 17 4 22 12 0 0 3 3 0 24

100.0 36.2 8.5 46.8 25.5 0.0 0.0 6.4 6.4 0.0

43 12 4 19 13 0 0 3 4 3 26

100.0 27.9 9.3 44.2 30.2 0.0 0.0 7.0 9.3 7.0

48 13 7 23 14 0 0 5 1 0 30

100.0 27.1 14.6 47.9 29.2 0.0 0.0 10.4 2.1 0.0

41 9 4 22 15 0 0 9 1 1 31

100.0 22.0 9.8 53.7 36.6 0.0 0.0 22.0 2.4 2.4

42 7 3 25 10 0 0 10 1 1 31

100.0 16.7 7.1 59.5 23.8 0.0 0.0 23.8 2.4 2.4

4 2 0 3 1 0 0 0 0 0 2
100.0 50.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問25-1病欠時の対応

全体

問2学年 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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[年間対処日数(ＮＡ)] 

・対処方法別の日数は、以下の表のとおりとなっており、対処方法で最も多かった母親が休んだ

日数は、「1 日」が 36.8％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 17 22.7 11 42.3 49 36.8 27 33.3

2 2日 13 17.3 7 26.9 23 17.3 18 22.2

3 3日 22 29.3 4 15.4 19 14.3 10 12.3

4 4日 2 2.7 1 3.8 0 0.0 4 4.9

5 5日 6 8.0 3 11.5 18 13.5 10 12.3

6 6日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2

7 7日 2 2.7 0 0.0 2 1.5 2 2.5

8 8日 2 2.7 0 0.0 1 0.8 0 0.0

9 9日 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0

10 10～19日 1 1.3 0 0.0 13 9.8 3 3.7

11 20～29日 0 0.0 0 0.0 2 1.5 1 1.2

12 30日以上 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0

無回答 8 10.7 0 0.0 6 4.5 5 6.2

全体 75 100.0 26 100.0 133 100.0 81 100.0

ｎ % ｎ %
1 1日 11 36.7 3 27.3
2 2日 5 16.7 1 9.1
3 3日 3 10.0 0 0.0

4 4日 2 6.7 1 9.1

5 5日 1 3.3 4 36.4

6 6日 0 0.0 0 0.0

7 7日 0 0.0 0 0.0

8 8日 0 0.0 0 0.0

9 9日 0 0.0 1 9.1

10 10～19日 6 20.0 0 0.0

11 20～29日 0 0.0 0 0.0

12 30日以上 0 0.0 0 0.0

無回答 2 6.7 1 9.1

全体 30 100.0 11 100.0

No. カテゴリー名

就労していない親

がみた
父親が休んだ 母親が休んだ

No. カテゴリー名

親族・知人にみて

もらった

子どもだけでいた その他
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問 25-2 病児・病後児施設の利用意向（ＳＡ）（病欠時に父親又は母親が休んだ方限定） 

・「利用したいとは思わない」が 71.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[利用希望日数（ＮＡ）（病児・病後児施設の利用意向がある方限定）] 

・利用希望日数は、「３日」が 30.0％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.4

71.4

7.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

できれば病児・病後児保

育施設等を利⽤したい

利⽤したいとは思わない

無回答

病児・病後児施設の利⽤意向
（％）

n=140

20.0

23.3

30.0

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

20.0

0.0 20.0 40.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10〜19日

無回答

利⽤希望⽇数
（％）

n=30
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６．宿泊を伴う一時預かり等について 

 

問 26 宿泊を伴う一時預かり等の必要性（ＳＡ） 

・「なかった」が 62.4％、「あった」が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[対処方法（ＭＡ）（宿泊を伴う一時預かり等の必要性があった方限定）] 

・対処方法は、「親族・知人にみてもらった」が 75.8％で最も多く、次いで「子どもを同行させ

た」が 25.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.1

62.4

23.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

あった

なかった

無回答

宿泊を伴う一時預かりの必要性

（％）

n=441

75.8

0.0

0.0

25.8

3.2

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

親族・知人にみてもらった

短期⼊所⽣活援助事業を利⽤した

認可外保育施設等を利⽤した

⼦どもを同⾏させた

その他

無回答

対処方法

（％）

n=62



- 113 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[年間対処日数(ＮＡ)（宿泊を伴う一時預かり等の必要性があった方限定）] 

・対処方法別の日数は、以下の表のとおりとなっており、対処方法で最も多かった親族・知人が

みた日数は、「1 日」が 42.6％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ % ｎ % ｎ %

1 1日 20 42.6 4 25.0 0 0.0

2 2日 6 12.8 3 18.8 0 0.0

3 3日 3 6.4 3 18.8 0 0.0

4 4日 1 2.1 1 6.3 1 50.0

5 5日 4 8.5 1 6.3 0 0.0

6 6日 2 4.3 0 0.0 0 0.0

7 7日 2 4.3 0 0.0 0 0.0

8 8日 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0

10 10～19日 4 8.5 0 0.0 0 0.0

11 20～29日 2 4.3 0 0.0 0 0.0

12 30日以上 2 4.3 0 0.0 0 0.0

無回答 1 2.1 4 25.0 1 50.0

全体 47 100.0 16 100.0 2 100.0

カテゴリー名
親族・知人にみて

もらった

子どもを

同行させた
その他

No.

合計 親族・知

人にみて

もらった

短期入所

生活援助

事業を利

用した

認可外保

育施設等

を利用し

た

子どもを

同行させ

た

その他 無回答 非該当

62 47 0 0 16 2 0 379

100.0 75.8 0.0 0.0 25.8 3.2 0.0

7 6 0 0 1 0 0 65

100.0 85.7 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0

11 6 0 0 4 1 0 60

100.0 54.5 0.0 0.0 36.4 9.1 0.0

11 9 0 0 2 0 0 58

100.0 81.8 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0

11 8 0 0 3 0 0 67

100.0 72.7 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0

12 9 0 0 4 0 0 60

100.0 75.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

9 8 0 0 2 1 0 64

100.0 88.9 0.0 0.0 22.2 11.1 0.0

1 1 0 0 0 0 0 5
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問26泊りがけの対処方法

全体

問2学年 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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問 26-1 親族・知人への頼みやすさ（ＳＡ）（親族・知人にみてもらった方限定） 

・「頼みやすい」が 76.6％、「どちらかというと頼みにくい」が 21.3％となっており、「大変頼

みにくい」は一人もいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0

21.3

76.6

2.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

大変頼みにくい

どちらかというと頼みにくい

頼みやすい

無回答

親族・知人への頼みやすさ

（％）

n=47

合計 大変頼み

にくい

どちらか

というと

頼みにく

い

頼みやす

い

無回答 非該当

47 0 10 36 1 394

100.0 0.0 21.3 76.6 2.1

6 0 2 4 0 66

100.0 0.0 33.3 66.7 0.0

6 0 0 6 0 65

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

9 0 1 8 0 60

100.0 0.0 11.1 88.9 0.0

8 0 3 5 0 70

100.0 0.0 37.5 62.5 0.0

9 0 1 7 1 63

100.0 0.0 11.1 77.8 11.1

8 0 3 5 0 65

100.0 0.0 37.5 62.5 0.0

1 0 0 1 0 5
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

問26-1親族・知人への頼みやすさ

全体

問2学年 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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７．子育て支援対策の全般について 

 

問 27 地域の子育ての環境や支援の満足度（ＳＡ） 

・「３」が 37.9％で最も多く、次いで「２」が 20.4％、「４」が 11.8％となっており、全体で

は平均値が 2.70 となっています。 

・地区別では、和知地区で最も高い 2.81、丹波地区で最も低い 2.65 となっています。 

・学年別にみると、それほど大きな差異はありませんが、２・３年生で最も高い 2.78 となって

います。 

 

 

 

 

低い 

        ↑ 

 

 

            ↓ 

         高い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.5

20.4

37.9

11.8

1.8

18.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

１

２

３

４

５

無回答

地域の⼦育ての環境や⽀援の満⾜度
（％）

n=441

合計 1 2 3 4 5 不明 平均値

441 42 90 167 52 8 82

100.0 9.5 20.4 37.9 11.8 1.8 18.6 2.70

243 18 67 80 25 5 48

100.0 7.4 27.6 32.9 10.3 2.1 19.8 2.65

108 13 12 43 16 0 24

100.0 12.0 11.1 39.8 14.8 0.0 22.2 2.74

85 10 11 40 11 3 10

100.0 11.8 12.9 47.1 12.9 3.5 11.8 2.81

5 1 0 4 0 0 0
100.0 20.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 2.60

72 13 12 18 15 1 13

100.0 18.1 16.7 25.0 20.8 1.4 18.1 2.64

71 6 13 29 8 2 13

100.0 8.5 18.3 40.8 11.3 2.8 18.3 2.78

69 7 12 27 11 1 11

100.0 10.1 17.4 39.1 15.9 1.4 15.9 2.78

78 5 18 35 3 1 16

100.0 6.4 23.1 44.9 3.8 1.3 20.5 2.63

72 4 21 20 8 3 16

100.0 5.6 29.2 27.8 11.1 4.2 22.2 2.73

73 5 14 34 7 0 13

100.0 6.8 19.2 46.6 9.6 0.0 17.8 2.72

6 2 0 4 0 0 0
100.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 2.33

問27地域の子育ての環境や支援の満足度

全体

問1住まいの

地区

丹波地区

瑞穂地区

和知地区

無回答

問2学年 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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問 28 望ましい子育て支援策（ＭＡ） 

・「子育てにおける経済的負担の軽減」が 55.6％で最も多く、次いで「子育てのための安心、安

全な環境整備」が 36.7％、「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しの促進」が 32.2％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 仕事と家

庭の両立

支援と働

き方の見
直しの促

進

子育てに

おける経

済的負担

の軽減

子育ての

ための安

心、安全

な環境整
備

地域にお

ける子育

て支援

妊娠・出

産の支援

若者の自

立とたく

ましい子

どもの育
ちの推進

健診など

子どもの

健康の支

援

生命の大

切さ、家

庭の役割

について
の理解を

促進させ

る施策

その他 特にない わからな

い

無回答

441 142 245 162 76 25 56 67 37 12 14 9 79

100.0 32.2 55.6 36.7 17.2 5.7 12.7 15.2 8.4 2.7 3.2 2.0 17.9

72 22 43 36 17 6 9 14 3 1 2 1 12

100.0 30.6 59.7 50.0 23.6 8.3 12.5 19.4 4.2 1.4 2.8 1.4 16.7

71 28 42 30 11 5 8 11 5 1 2 0 14

100.0 39.4 59.2 42.3 15.5 7.0 11.3 15.5 7.0 1.4 2.8 0.0 19.7

69 23 40 26 15 3 12 11 3 3 2 3 8
100.0 33.3 58.0 37.7 21.7 4.3 17.4 15.9 4.3 4.3 2.9 4.3 11.6

78 21 47 30 12 5 12 11 8 2 1 0 16

100.0 26.9 60.3 38.5 15.4 6.4 15.4 14.1 10.3 2.6 1.3 0.0 20.5

72 24 34 20 9 3 6 12 7 2 2 4 15

100.0 33.3 47.2 27.8 12.5 4.2 8.3 16.7 9.7 2.8 2.8 5.6 20.8

73 20 36 18 9 3 9 8 9 3 5 1 14

100.0 27.4 49.3 24.7 12.3 4.1 12.3 11.0 12.3 4.1 6.8 1.4 19.2

6 4 3 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0
100.0 66.7 50.0 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

問28望ましい子育て支援策

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

32.2

55.6

36.7

17.2

5.7

12.7

15.2

8.4

2.7

3.2

2.0

17.9

0.0 20.0 40.0 60.0

仕事と家庭の両⽴⽀援と働き⽅の⾒直しの促進

子育てにおける経済的負担の軽減

子育てのための安心、安全な環境整備

地域における子育て支援

妊娠・出産の支援

若者の⾃⽴とたくましい⼦どもの育ちの推進

健診など子どもの健康の支援

⽣命の⼤切さ、家庭の役割についての理解を促進させる施策

その他

特にない

わからない

無回答

望ましい子育て支援策
（％）

n=441
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問 29 子育て情報の入手先（ＭＡ） 

・「市町村の広報やパンフレット」が 52.4％で最も多く、次いで「友人・知人」が 49.4％、「小

学校」が 42.2％の順となっています。 

・子どもの年齢別にみると、1 年生は「友人・知人」が最も多くなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.4

12.9

24.0

3.9

14.7

49.4

12.2

42.2

2.3

4.8

3.2

0.0 20.0 40.0 60.0

市町村の広報やパンフレット

保健センターなどの市町村の機関

インターネット（ホームページ、ブログ、ＳＮＳ）

子育て雑誌

テレビ、ラジオ、新聞

友人・知人

隣近所・地域の⼈

小学校

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

無回答

子育て情報の入手先

（％）

n=441

合計 市町村の

広報やパ

ンフレッ

ト

保健セン

ターなど

の市町村

の機関

インター

ネット

（ホーム

ページ、

ブログ、

ＳＮＳ）

子育て雑

誌

テレビ、

ラジオ、

新聞

友人・知

人

隣近所・

地域の人

小学校 情報の入

手先がな

い

情報の入

手手段が

わからな

い

無回答

441 231 57 106 17 65 218 54 186 10 21 14

100.0 52.4 12.9 24.0 3.9 14.7 49.4 12.2 42.2 2.3 4.8 3.2

72 39 9 19 4 14 43 4 35 1 3 1

100.0 54.2 12.5 26.4 5.6 19.4 59.7 5.6 48.6 1.4 4.2 1.4

71 40 9 17 4 7 32 9 32 1 3 1

100.0 56.3 12.7 23.9 5.6 9.9 45.1 12.7 45.1 1.4 4.2 1.4

69 37 8 14 0 11 32 8 32 1 5 1

100.0 53.6 11.6 20.3 0.0 15.9 46.4 11.6 46.4 1.4 7.2 1.4

78 36 11 27 4 12 34 13 31 1 2 3

100.0 46.2 14.1 34.6 5.1 15.4 43.6 16.7 39.7 1.3 2.6 3.8

72 34 7 15 4 10 33 11 24 2 2 6

100.0 47.2 9.7 20.8 5.6 13.9 45.8 15.3 33.3 2.8 2.8 8.3

73 42 13 11 1 10 40 9 29 3 5 2

100.0 57.5 17.8 15.1 1.4 13.7 54.8 12.3 39.7 4.1 6.8 2.7

6 3 0 3 0 1 4 0 3 1 1 0
100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 16.7 66.7 0.0 50.0 16.7 16.7 0.0

問29子育て情報の入手先

全体

問2学年 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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問 30 受益者負担について（ＳＡ） 

・「事業・サービスの内容や利用状況に応じて、公費負担と受益者負担との割合を適切に定める

ことが必要だと思う」が 48.8％で最も多く、次いで「受益者負担するのは当然だと思う」が

26.3％、「わからない」が 15.0％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.3

4.1

48.8

15.0

5.9

0.0 20.0 40.0 60.0

受益者負担するのは当然だと思う

サービスを利⽤しない⼈も含め、みんなで負

担すべきだと思う

事業・サービスの内容や利⽤状況に応じて、公費負担と

受益者負担との割合を適切に定めることが必要だと思う

わからない

無回答

受益者負担について
（％）

n=441

合計 受益者負

担するの

は当然だ

と思う

サービス

を利用し

ない人も

含め、み

んなで負

担（公費

負担）す

べきだと

思う

事業・

サービス

の内容や

利用状況

に応じ

て、公費

負担と受

益者負担

との割合

を適切に

定めるこ

とが必要

だと思う

わからな

い

無回答

441 116 18 215 66 26

100.0 26.3 4.1 48.8 15.0 5.9

72 26 3 29 11 3

100.0 36.1 4.2 40.3 15.3 4.2

71 17 2 40 10 2

100.0 23.9 2.8 56.3 14.1 2.8

69 12 2 39 11 5

100.0 17.4 2.9 56.5 15.9 7.2

78 23 3 32 12 8

100.0 29.5 3.8 41.0 15.4 10.3

72 14 5 37 12 4

100.0 19.4 6.9 51.4 16.7 5.6

73 20 3 37 10 3

100.0 27.4 4.1 50.7 13.7 4.1

6 4 0 1 0 1
100.0 66.7 0.0 16.7 0.0 16.7

問30受益者負担について

全体

問2学年 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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問 31 以前（３～５年前）と比べた子育て環境（ＳＡ） 

・「あまり変わらない」が 47.6％で最も多く、次いで「どちらかといえば良くなったと思う」が

26.3％、「わからない」が 17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 とても良

くなった

と思う

どちらか

といえば

良くなっ

たと思う

あまり変

わらない

どちらか

といえば

悪くなっ

たと思う

とても悪

くなった

と思う

わからな

い

無回答

441 8 116 210 16 3 78 10

100.0 1.8 26.3 47.6 3.6 0.7 17.7 2.3

72 1 18 29 6 1 16 1

100.0 1.4 25.0 40.3 8.3 1.4 22.2 1.4

71 1 21 33 1 1 13 1

100.0 1.4 29.6 46.5 1.4 1.4 18.3 1.4

69 1 16 35 4 0 12 1

100.0 1.4 23.2 50.7 5.8 0.0 17.4 1.4

78 0 17 45 1 0 11 4

100.0 0.0 21.8 57.7 1.3 0.0 14.1 5.1

72 2 20 35 3 1 9 2

100.0 2.8 27.8 48.6 4.2 1.4 12.5 2.8

73 3 21 30 1 0 17 1

100.0 4.1 28.8 41.1 1.4 0.0 23.3 1.4

6 0 3 3 0 0 0 0
100.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問31以前（３～５年前）と比べた子育て環境

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

1.8

26.3

47.6

3.6

0.7

17.7

2.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

とても良くなったと思う

どちらかといえば良くなったと思う

あまり変わらない

どちらかといえば悪くなったと思う

とても悪くなったと思う

わからない

無回答

以前（３〜５年前）と⽐べた⼦育て環境

（％）

n=441
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問 32 子育てしやすいまちとなるために必要なこと（ＭＡ） 

・「小児救急医療体制の充実」が 67.3％で最も多く、次いで「道路等子どもが安心して暮らせる

環境の整備」が 51.7％、「保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減」が 38.8％の順となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.3

25.6

20.0

7.0

8.2

38.8

23.4

15.2

13.6

51.7

25.2

28.8

0.7

16.8

5.0

15.0

3.4

2.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

⼩児救急医療体制の充実

保育所・放課後児童クラブなどの充実

児童館・児童センターなどの整備

子育てについて学ぶ機会の促進

男⼥が共に⼦育てに関わるための意識啓発

保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減

出産や医療に係る費⽤の負担軽減

⼦育ての不安や悩みの相談窓⼝の充実

発達などに関する専門相談体制の充実

道路等⼦どもが安⼼して暮らせる環境の整備

子どもの創造性や感性をのばす教育機会の普及

いじめや差別をなくす教育の推進

お産や妊娠に関する学習機会の促進

親⼦が集まって交流できる場などの整備

ファミリー・サポート・センターの会員確保

特別支援が必要な子どもへの事業推進

その他

無回答

子育てしやすいまちとなるために必要なこと
（％）

n=441
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合計 小児救急
医療体制
の充実

保育所・
放課後児
童クラブ
などの充
実

児童館・
児童セン
ターなど
の整備

子育てに
ついて学
ぶ機会の
促進

男女が共
に子育て
に関わる
ための意
識啓発

保育所や
幼稚園の
費用や教
育費の負
担軽減

出産や医
療に係る
費用の負
担軽減

子育ての
不安や悩
みの相談
窓口の充
実

発達など
に関する
専門相談
体制の充
実

441 297 113 88 31 36 171 103 67 60
100.0 67.3 25.6 20.0 7.0 8.2 38.8 23.4 15.2 13.6
72 49 25 17 5 6 34 16 10 8

100.0 68.1 34.7 23.6 6.9 8.3 47.2 22.2 13.9 11.1
71 46 25 8 3 3 29 17 9 11

100.0 64.8 35.2 11.3 4.2 4.2 40.8 23.9 12.7 15.5
69 49 13 18 4 5 28 17 9 4

100.0 71.0 18.8 26.1 5.8 7.2 40.6 24.6 13.0 5.8
78 55 20 12 6 8 26 15 14 15

100.0 70.5 25.6 15.4 7.7 10.3 33.3 19.2 17.9 19.2
72 46 11 18 6 6 27 15 10 9

100.0 63.9 15.3 25.0 8.3 8.3 37.5 20.8 13.9 12.5
73 48 15 12 5 6 25 22 13 12

100.0 65.8 20.5 16.4 6.8 8.2 34.2 30.1 17.8 16.4
6 4 4 3 2 2 2 1 2 1

100.0 66.7 66.7 50.0 33.3 33.3 33.3 16.7 33.3 16.7

合計 道路等子
どもが安
心して暮
らせる環
境の整備

子どもの
創造性や
感性をの
ばす教育
機会の普
及

いじめや
差別をな
くす教育
の推進

お産や妊
娠に関す
る学習機
会の促進

親子が集
まって交
流できる
場などの
整備

ファミ
リー・サ
ポート・
センター
の会員確
保

特別支援
が必要な
子どもへ
の事業推
進

その他 無回答

441 228 111 127 3 74 22 66 15 11
100.0 51.7 25.2 28.8 0.7 16.8 5.0 15.0 3.4 2.5
72 46 19 19 0 13 5 6 2 2

100.0 63.9 26.4 26.4 0.0 18.1 6.9 8.3 2.8 2.8
71 41 17 24 0 13 3 10 2 2

100.0 57.7 23.9 33.8 0.0 18.3 4.2 14.1 2.8 2.8
69 35 19 22 0 13 3 10 1 0

100.0 50.7 27.5 31.9 0.0 18.8 4.3 14.5 1.4 0.0
78 38 22 22 1 11 3 14 2 1

100.0 48.7 28.2 28.2 1.3 14.1 3.8 17.9 2.6 1.3
72 29 19 21 0 13 4 9 2 3

100.0 40.3 26.4 29.2 0.0 18.1 5.6 12.5 2.8 4.2
73 36 15 17 1 8 4 16 6 3

100.0 49.3 20.5 23.3 1.4 11.0 5.5 21.9 8.2 4.1
6 3 0 2 1 3 0 1 0 0

100.0 50.0 0.0 33.3 16.7 50.0 0.0 16.7 0.0 0.0

問32子育てしやすいまちとなるために必要なこと

問32子育てしやすいまちとなるために必要なこと

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

全体

問2学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答



- 122 - 

子育ての環境や支援に関して（ＦＡ） 

・自由記述については、93 人から 139 件の意見がありました。意見分類ごとの意見数と主な

意見は以下のとおりです。 

意見内容 件数 

教育・保育の充実 34 

 

・教育（学業）に対する意識が低く、中学校からの学力の低下が心配。あまり良い環境

とは思わない。 

・教師の研修など、どのようなものを受けておられるのか知らせて欲しい。個々の質の

向上や、学校の取り組みなど、成果は余り感じられない。特に和知、瑞穂地域は、年々

教師の配置も減っており、単に人数だけとらえているようで、不公平感がある。教師

の質の向上を特に希望します 

・のびのび児童クラブや、夏休みだけの児童クラブをしてもらっていても、丹波町に 1

ヶ所ではどうしても不便で利用出来ませんでした。各小学校であれば、利用者もぐっ

と増え、昼からのプール利用も増えるのではないかと思っています。 

・保育所の０歳児保育を充実、０歳児の定員を増やし、母親の職場への復帰や、就職活

動や就職の援助に繋げてほしい。 

生活環境の整備 24 

 

・近くに須知公園があるのにそこでは全く遊ばないのでもったいないなあと思います。

もっと遊びたくなるような公園があればいいなと思います。 

・小学生の子供達が自由に安全に遊べる施設が、各地域にあればいいなと思います 

・地域に子供が少ない状況であるが、公園の遊具は古く、さびついており、子供を遊ば

せるには危険を感じる。 

地域における子育て支援 21 

 
・地域がみんなで町を大切にするボランティア活動の定期的な開催があればいいですね 

・同学年でも人数が少ないので、町内の交流、異学年の交流をさかんにして欲しい。 

経済的支援 17 

 

・教育費の支援 

・病院受診の費用負担を軽減していただいていること（1ヶ月 200円の）とてもあり

がたいです。助かっています。 

安全等の確保 13 

 

・子供の通学路など安全面に関してはもっと見直しをしてほしいなと思います。 

・子供の通学路の整備をして欲しい。狭い道に車の往来、自転車、徒歩の子供達など、

朝はとても危険を感じます。特に須知の通学班、蒲生通学班、蒲生野通学班の通学路

は歩道もなく危険です。 

健康の確保及び増進 10 

 

・子供が小学生になってから、夜病院へ行こうと思っても、京丹波町には夜診している

小児科がない。カゼで笠次病院に電話したが断られ、今は園部まで行っている。 

・足腰を鍛えたいとは思うのですが、地域が違うだけで近所なのに、徒歩通学とバスに

分かれてしまっています。歩かせたいと思う親や、子供があるのになかなか願いが叶

いません。 
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意見内容 件数 

学校教育環境の整備 10 

 

・少数でも地域とのコミュニケーションを保ちながらやっているが、この先合併して 1

つに小学校をまとめても良いのではないかと思う。多くの人の中で協調性や自分の個性

を伸ばす機会を子ども達に与える事で、対人関係など充実すると思う。 

職場と家庭の両立 ５ 

 

・まだまだ女性（母親）が担う育児、家事に関する負担は多い。特に仕事を持つ母にとっ

て、仕事、家事、育児の両立は難しい問題であり、これに趣味やスポーツの時間をとる

ことが非常に困難である。そのため、体調不良やストレスが重なり、子供への対応影響

も考えられる。 

・この子は小さい時から喘息を持っていて、小さい時はたびたび入院という事もあって、

仕事場にお休みお願いしていたけども、キツク言われた事もあったので、子育てに優し

い職場になってほしいと思っています。 

その他 5 

 

・図書館を充実させて欲しい。（南丹市のような。また、南丹市の図書館の本を借りられ

るように）中高生の居場所を作るためにも、将来の京丹波町を担う人間を育てるために

も、ちゃんとした図書館を作るべき。 
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