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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

「第二期近江八幡市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：平成 32 年度～平成 36 年度）」

を策定するにあたって、子ども・子育てに関する利用意向や意見を聞き、その調査結果を計画策

定の基礎資料として活用するために実施しました。 

 

２ 調査対象 

市内在住の就学前児童がいる世帯 

 

３ 調査期間 

平成 30年 11月 26日（月）～ 平成 30年 12月 14日（金） 

 

４ 調査方法 

郵送法（郵送による配布・回収） 

 

５ 調査件数 

（１）就学前児童がいる世帯数 

３，４７２世帯 （子ども数：4,639人） 平成 30年 11月 1日現在 

    ＜参考＞ 前回実績： ３，７１１世帯（4,963人） 平成 25年 9月 1日現在 

 

（２）学区別調査件数 

①就学前児童がいる世帯数                平成 30年 11月 1日現在 

学区 
八

幡 
島 

沖

島 

岡

山 

金

田 

桐

原 

馬

淵 

北

里 

武

佐 

安

土 

老

蘇 
合計 

世帯数 577 52 1 391 695 736 122 220 141 417 120 3,472 

児童数 758 73 3 526 927 972 168 292 189 560 171 4,639 

 

②上記①のうち、就学児童（小学生）もいる世帯      平成 30年 11月 1日現在 

学区 
八

幡 
島 

沖

島 

岡

山 

金

田 

桐

原 

馬

淵 

北

里 

武

佐 

安

土 

老

蘇 
合計 

世帯数 218 20 0 210 223 263 40 86 49 171 32 1,312 
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６ 回収状況 

地区別の調査件数と有効回収数、回収率、児童数は、以下になります。 

N=1969 

 八幡 島 沖島 岡山 金田 桐原 桐原東 

調査件数 577 52 1 391 695 382 354 

回
収
結
果 

有効回収数 311 38 1 211 410 242 164 

回収率 53.9％ 73.1％ 100.0％ 54.0％ 59.0％ 63.4％ 46.3％ 

児童数 566 70 3 407 717 422 279 

 
就学前児童数 421 53 3 271 555 324 218 

小学生児童数 145 17 0 136 162 98 61 

 

 馬淵 北里 武佐 安土 老蘇 無回答 合計 

調査件数 122 220 141 417 120 ― 3,472世帯 

回
収
結
果 

有効回収数 71 119 62 250 60 30 1,969世帯 

回収率 58.2％ 54.1％ 44.0％ 60.0％ 50.0％ ― 56.7％ 

児童数 127 235 111 457 110 25 3,529人 

 
就学前児童数 91 166 82 339 91 25 2,639人 

小学生児童数 36 69 29 118 19 0 890人 

 

   ＜参考＞ 前回実績： 回収数１，８７１世帯／３，７１１世帯（５０．４％） 

 

 

 

７ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

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

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

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

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを中心に、

注目すべき項目について  で網かけをしています。（無回答を除く） 
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Ⅱ 調査結果 

１ お子さんと家族の状況について 

問１ 現在の状況などをお答えください。 

（１）お答えいただく方（１つに○） 

「母親」の割合が 83.4％、「父親」の割合

が 15.2％となっています。 

「その他」としては、父母ともに、祖父

母、兄弟といった回答がありました。 

 

 

 

 

 

 

（２）お答えいただく方の年齢（１つに○） 

「30代」の割合が 64.2％と最も高く、次

いで「40 代」の割合が 23.9％、「20 代」の

割合が 10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）お答えいただく方の本市に住んでいる期間 

「５年～10年未満」の割合が 27.9％と最

も高く、次いで「20年以上」の割合が 26.9％

となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

母親(1,642)

父親(299)

その他(5)

無回答(23)

83.4

15.2

0.3

1.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,969 ％

10代(4)

20代(200)

30代(1,265)

40代(471)

50代以上(16)

無回答(13)

0.2

10.2

64.2

23.9

0.8

0.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,969 ％

１年未満(71)

１年～３年未満(191)

３年～５年未満(254)

５年～10年未満(550)

10年～20年未満(352)

20年以上(530)

無回答(21)

3.6

9.7

12.9

27.9

17.9

26.9

1.1

0 20 40 60 80 100
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【回答者の年齢×居住期間】 

回答者の年齢別でみると、他に比べ、20 代で「１年～３年未満」「３年～５年未満」の割合が

高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

１
年
未
満 

１
年
～
３
年
未
満 

３
年
～
５
年
未
満 

５
年
～
10
年
未
満 

10
年
～
20
年
未
満 

20
年
以
上 

無
回
答 

10 代 4 － － 25.0 25.0 50.0 － － 

20 代 200 9.5 20.0 21.0 16.0 3.5 29.0 1.0 

30 代 1,265 3.6 10.5 14.1 31.4 14.7 25.4 0.3 

40 代 471 1.3 3.6 7.0 24.4 32.5 30.6 0.6 

50 代以上 16 － 6.3 － 25.0 25.0 43.8 － 

 

 

 

【地区×居住期間】 

地区別でみると、他に比べ、「５年未満」の割合が、桐原で 33.9％、桐原東で 33.5％と高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

１
年
未
満 

１
年
～
３
年
未
満 

３
年
～
５
年
未
満 

５
年
～
10
年
未
満 

10
年
～
20
年
未
満 

20
年
以
上 

無
回
答 

八幡 311 3.5 9.3 10.3 27.7 23.5 25.1 0.6 

島 39 5.1 7.7 5.1 23.1 15.4 43.6 － 

岡山 211 2.8 3.3 7.1 35.1 22.3 28.9 0.5 

金田 410 3.2 13.4 14.1 29.0 16.8 23.4 － 

桐原 242 5.0 9.9 19.0 27.3 13.2 25.6 － 

桐原東 164 1.8 11.0 20.7 25.6 18.3 20.7 1.8 

馬淵 71 4.2 14.1 14.1 18.3 15.5 33.8 － 

北里 119 5.0 10.9 11.8 22.7 16.0 33.6 － 

武佐 62 1.6 8.1 9.7 21.0 11.3 48.4 － 

安土 250 4.0 6.4 10.8 30.8 20.4 27.2 0.4 

老蘇 60 1.7 11.7 13.3 35.0 10.0 28.3 － 

※沖島は回答者数が１件のため、島に含む 
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（４）お子さんの人数 

「２人」の割合が 46.2％と最も高く、次

いで「１人」の割合が 31.9％、「３人」の割

合が 17.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答者の年齢×お子さんの人数】 

回答者の年齢別でみると、20 代では「１人」の割合が高く、30 代以降では「２人」の割合が

高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人 

５
人
以
上 

無
回
答 

10 代 4 25.0 25.0 25.0 － － 25.0 

20 代 200 55.0 35.5 8.0 1.0 0.5 － 

30 代 1,265 29.6 48.6 18.4 2.5 0.2 0.7 

40 代 471 29.9 45.0 18.3 5.3 0.6 0.8 

50 代以上 16 18.8 62.5 6.3 － － 12.5 

  

回答者数 = 1,969 ％

１人(629)

２人(909)

３人(338)

４人(58)

５人以上(7)

無回答(28)

31.9

46.2

17.2

2.9

0.4

1.4

0 20 40 60 80 100
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（５）お子さん全員の年齢・学年（該当する欄に○） 

「５歳」の割合が 25.7％と最も高く、次

いで「４歳」の割合が 25.4％、「３歳」の割

合が 22.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）お子さんの保護者（１つに○） 

「両親」の割合が 95.2％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

０歳(338)

１歳(413)

２歳(434)

３歳(446)

４歳(501)

５歳(507)

１年生（６歳）(240)

２年生（７歳）(213)

３年生（８歳）(180)

４年生（９歳）(121)

５年生（10歳）(75)

６年生（11歳）(61)

中学生以上(121)

無回答(15)

17.2

21.0

22.0

22.7

25.4

25.7

12.2

10.8

9.1

6.1

3.8

3.1

6.1

0.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,969 ％

両親(1,874)

父親のみ（ひとり親家庭）(8)

母親のみ（ひとり親家庭）(70)

その他(1)

無回答(16)

95.2

0.4

3.6

0.1

0.8

0 20 40 60 80 100
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（７）同居されている方（あてはまる答えすべてに○）お子さんからみた関係でお答えください。 

同居されている方は、「母」の割合が 93.8％と最も高く、次いで「父」の割合が 91.0％、「兄

弟・姉妹」の割合が 49.9％となっています。 

世帯構成は、「二世代世帯」の割合が 81.1％と最も高く、次いで「三世代世帯」の割合が 14.1％、

となっています。 

 

【同居されている方】    【世帯構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）同居している人数 

「４人」の割合が 39.9％と最も高く、次

いで「３人」の割合が 27.2％、「５人」の割

合が 18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

父(1,791)

母(1,847)

祖父(235)

祖母(290)

兄弟・姉妹(982)

その他(73)

無回答(57)

91.0

93.8

11.9

14.7

49.9

3.7

2.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,969 ％

２人(24)

３人(535)

４人(785)

５人(354)

６人(147)

７人(46)

８人以上(42)

無回答(36)

1.2

27.2

39.9

18.0

7.5

2.3

2.1

1.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,969 ％

二世代世帯(1,597)

三世代世帯(277)

父親のみ（ひとり親家庭）
(8)

母親のみ（ひとり親家庭）

(70)

その他(1)

無回答(16)

無回答(57)

81.1

14.1

0.4

3.6

0.1

0.8

2.9

0 20 40 60 80 100

※二世代世帯は、（６）で両親と回答し、（７）で祖

父、祖母いずれも回答していない人。 

三世代世帯は、（６）で両親と回答し、（７）で祖

父、祖母いずれか回答した人。 
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【地区×同居している人数】 

地区別でみると、他に比べ、金田、桐原、桐原東で「３人」の割合が高く、３割を超えていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

２
人 

３
人 

４
人 

５
人 

６
人 

７
人 

８
人
以
上 

無
回
答 

八幡 311  1.0  28.9  40.2  17.4  7.1  2.9  1.6  1.0  

島 39  － 15.4 23.1 28.2 12.8 10.3 10.3 － 

岡山 211  0.5  16.6  45.5  21.8  9.0  3.8  1.9  0.9  

金田 410  0.5  32.2  39.8  17.1  4.6  2.4  1.5  2.0  

桐原 242  1.2  31.8  43.8  15.7  5.4  0.4  0.8  0.8  

桐原東 164  2.4  37.2  34.1  14.6  9.8  － 0.6  1.2  

馬淵 71  1.4  26.8  33.8  19.7  11.3  2.8  4.2  － 

北里 119  － 23.5  34.5  21.8  7.6  4.2  6.7  1.7  

武佐 62  3.2  24.2  38.7  16.1  16.1  － － 1.6  

安土 250  1.6  21.2  41.2  20.0  8.8  2.4  3.2  1.6  

老蘇 60  1.7  20.0  53.3  16.7  6.7  － 1.7  － 

※沖島は回答者数が１件のため、島に含む 

 

 

 

（９）お子さんの子育て（教育）を主にしている方（１つに○） 

「父母ともに」の割合が 52.6％と最も高

く、次いで「主に母親」の割合が 44.3％と

なっています。 

平成 25年度調査と比較すると、大きな変

化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

  

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

52.6

44.3

0.5

0.5

0.3

1.8

0.0

50.9

46.5

0.2

1.7

0.6

0.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,969)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,871)



9 

 

（10）お住まいの小学校区（１つに○） 

「金田」の割合が 20.8％と最も高く、次

いで「八幡」の割合が 15.8％、「安土」の割

合が 12.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※沖島は回答者数が１件のため、島に含む 

 

 

 

問２ 日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「②緊急時もしくは用事の時には、祖父

母等の親族にみてもらえる」の割合が

63.3％と最も高く、次いで「①いつも祖父

母等の親族にみてもらえる」の割合が

22.5％、「④緊急時もしくは用事の時には、

子どもをみてもらえる友人・知人がいる」

の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

①いつも祖父母等の親族にみ
てもらえる

②緊急時もしくは用事の時に

は、祖父母等の親族にみてもら
える

③いつも子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

④緊急時もしくは用事の時に
は、子どもをみてもらえる友人・

知人がいる

⑤いずれもいない

無回答

22.5

63.3

2.1

14.5

11.6

3.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,969 ％

八幡(311)

島(39)

岡山(211)

金田(410)

桐原(242)

桐原東(164)

馬淵(71)

北里(119)

武佐(62)

安土(250)

老蘇(60)

無回答(30)

15.8

2.0

10.7

20.8

12.3

8.3

3.6

6.0

3.1

12.7

3.0

1.5

0 20 40 60 80 100
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【世帯構成×日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人の有無】 

世帯構成別でみると、他に比べ、三世代世帯で「①いつも祖父母等の親族にみてもらえる」の

割合がとなっています。また、二世代世帯、母親のみ（ひとり親家庭）で「⑤いずれもいない」

の割合が約１割となっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
い
つ
も
祖
父
母
等

の
親
族
に
み
て
も
ら

え
る 

②
緊
急
時
も
し
く
は

用
事
の
時
に
は
、
祖
父

母
等
の
親
族
に
み
て

も
ら
え
る 

③
い
つ
も
子
ど
も
を

み

て

も

ら

え

る

友

人
・
知
人
が
い
る 

④
緊
急
時
も
し
く
は

用
事
の
時
に
は
、
子
ど

も
を
み
て
も
ら
え
る

友
人
・
知
人
が
い
る 

⑤
い
ず
れ
も
い
な
い 

無
回
答 

二世代世帯 1,597 15.4 67.4 2.0 16.0 13.5 3.3 

三世代世帯 277 59.6 46.6 3.6 7.6 2.2 4.0 

父親のみ（ひとり親家庭） 8  12.5  62.5  － 12.5  － 12.5  

母親のみ（ひとり親家庭） 70  32.9  48.6  － 8.6  7.1  7.1  

その他 1  － － － － 100.0  － 

 

 

【地区×日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人の有無】 

地区別でみると、他に比べ、八幡、金田、桐原、桐原東、武佐で「⑤いずれもいない」の割合

が１割を超えています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
い
つ
も
祖
父
母
等

の
親
族
に
み
て
も
ら

え
る 

②
緊
急
時
も
し
く
は

用
事
の
時
に
は
、
祖
父

母
等
の
親
族
に
み
て

も
ら
え
る 

③
い
つ
も
子
ど
も
を

み

て

も

ら

え

る

友

人
・
知
人
が
い
る 

④
緊
急
時
も
し
く
は

用
事
の
時
に
は
、
子
ど

も
を
み
て
も
ら
え
る

友
人
・
知
人
が
い
る 

⑤
い
ず
れ
も
い
な
い 

無
回
答 

八幡 311  21.2  61.4  1.6  12.5  15.1  5.5  

島 39 38.5 53.8 2.6 7.7 5.1 7.7 

岡山 211  24.2  65.4  4.3  22.7  6.6  2.4  

金田 410  16.1  63.9  2.4  14.4  15.6  2.9  

桐原 242  20.7  64.0  － 17.4  12.0  3.3  

桐原東 164  15.9  62.8  3.0  17.1  15.2  3.7  

馬淵 71  33.8  63.4  4.2  18.3  4.2  1.4  

北里 119  30.3  65.5  2.5  11.8  7.6  4.2  

武佐 62  29.0  56.5  1.6  9.7  12.9  1.6  

安土 250  30.0  64.4  1.6  11.6  7.2  3.6  

老蘇 60  13.3  75.0  1.7  3.3  8.3  3.3  

※沖島は回答者数が１件のため、島に含む 
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２ 保護者の就労状況について 

問３ 現在の働いている状況をお答えください。（父母それぞれ１つに◯） 

母親では、「⑤以前は働いていたが、現在は働いていない」の割合が 35.5％と最も高く、次

いで「①フルタイムで働いている（産休・育休・介護休業中ではない）」の割合が 28.0％、「③

パート・アルバイト等で働いている（産休・育休・介護休業中ではない）」の割合が 24.3％と

なっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「③パート・アルバイト等で働いている（産休・育休・介護

休業中ではない）」の割合が増加しています。一方、「⑤以前は働いていたが、現在は働いてい

ない」の割合が減少しています。 

父親では、「①フルタイムで働いている（産休・育休・介護休業中ではない）」の割合が 97.1％

と最も高くなっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親（平成 25年）】    【父親（平成 25年）】 

 

 

 

  

回答者数 = 1,961 ％

①フルタイムで働いている（産

休・育休・介護休業中ではない）
(549)

②フルタイムで働いている（産
休・育休・介護休業中）(153)

③パート・アルバイト等で働いて
いる（産休・育休・介護休業中で
はない）(476)

④パート・アルバイト等で働いて
いる（産休・育休・介護休業中）
(37)

⑤以前は働いていたが、現在は

働いていない(696)

⑥これまでに働いたことがない
(21)

無回答(29)

28.0

7.8

24.3

1.9

35.5

1.1

1.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,899 ％

①フルタイムで働いている（産

休・育休・介護休業中ではない）
(1,843)

②フルタイムで働いている（産
休・育休・介護休業中）(7)

③パート・アルバイト等で働いて
いる（産休・育休・介護休業中で
はない）(6)

④パート・アルバイト等で働いて
いる（産休・育休・介護休業中）
(1)

⑤以前は働いていたが、現在は

働いていない(6)

⑥これまでに働いたことがない
(1)

無回答(35)

97.1

0.4

0.3

0.1

0.3

0.1

1.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,871 ％

①フルタイムで働いている（産
休・育休・介護休業中ではない）

②フルタイムで働いている（産
休・育休・介護休業中）

③パート・アルバイト等で働いて
いる（産休・育休・介護休業中で
はない）

④パート・アルバイト等で働いて
いる（産休・育休・介護休業中）

⑤以前は働いていたが、現在は

働いていない

⑥これまでに働いたことがない

無回答

23.4

7.6

16.8

1.5

44.0

3.4

3.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,871 ％

①フルタイムで働いている（産
休・育休・介護休業中ではない）

②フルタイムで働いている（産
休・育休・介護休業中）

③パート・アルバイト等で働いて
いる（産休・育休・介護休業中で
はない）

④パート・アルバイト等で働いて
いる（産休・育休・介護休業中）

⑤以前は働いていたが、現在は

働いていない

⑥これまでに働いたことがない

無回答

66.2

0.0

0.8

0.1

0.4

0.1

32.3

0 20 40 60 80 100
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【末子の年齢×母親の就労状況】 

末子の年齢別でみると、他に比べ、０～３歳で「⑤以前は働いていたが、現在は働いていない」

の割合が高く、４、５歳で「③パート・アルバイト等で働いている（産休・育休・介護休業中で

はない）」の割合が高くなっています。また、他に比べ、０歳で「②フルタイムで働いている（産

休・育休・介護休業中）」の割合が高くなっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、全ての年齢で「以前は働いていたが、現在は働いていない」

の割合が減少しており、結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び

上昇するといういわゆるＭ字カーブが緩やかになっていると考えられます。 

 

単位：％（上段：平成 30年度調査、下段：平成 25年度調査） 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る

（
産
休
・
育
休
・
介
護
休
業
中
で

は
な
い
） 

②
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る

（
産
休
・
育
休
・
介
護
休
業
中
） 

③
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で
働

い
て
い
る
（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
は
な
い
） 

④
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で
働

い
て
い
る
（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
） 

⑤
以
前
は
働
い
て
い
た
が
、
現
在

は
働
い
て
い
な
い 

⑥
こ
れ
ま
で
に
働
い
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

０歳 
338  13.3  26.9  11.5  5.0  41.1  0.9  1.2  

390 12.3 24.6 5.6 1.8 51.0 2.1 2.6 

１歳 
400  30.8  9.0  12.8  2.0  42.8  1.8  1.0  

385 28.3 6.2 12.2 2.1 46.8 1.8 2.6 

２歳 
341  32.3  4.1  21.1  0.9  39.9  － 1.8  

303 27.1 3.3 15.2 0.7 46.2 3.0 4.6 

３歳 
285  28.4  2.5  28.4  0.7  36.5  1.4  2.1  

283 25.8 2.5 18.4 0.7 46.3 3.5 2.8 

４歳 
280  34.3  0.7  36.1  1.4  25.4  1.1  1.1  

259 30.1 0.8 20.5 1.5 38.6 4.2 4.2 

５歳 
292  31.2  0.3  41.4  1.0  22.9  1.4  1.7  

249 18.9 1.2 37.8 2.0 29.7 7.6 2.8 
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【世帯構成×母親の就労状況】 

世帯構成別でみると、他に比べ、母親のみ（ひとり親家庭）で「①フルタイムで働いている（産

休・育休・介護休業中ではない）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る

（
産
休
・
育
休
・
介
護
休
業
中
で

は
な
い
） 

②
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る

（
産
休
・
育
休
・
介
護
休
業
中
） 

③
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で
働

い
て
い
る
（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
は
な
い
） 

④
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で
働

い
て
い
る
（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
） 

⑤
以
前
は
働
い
て
い
た
が
、
現
在

は
働
い
て
い
な
い 

⑥
こ
れ
ま
で
に
働
い
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

二世代世帯 1,597 26.7 8.1 23.5 1.9 37.8 0.9 1.2 

三世代世帯 277 27.8 7.6 28.5 2.5 28.9 2.2 2.5 

父親のみ（ひとり親家庭） － － － － － － － － 

母親のみ（ひとり親家庭） 70 61.4 2.9 22.9 － 10.0 － 2.9 

その他 1 100.0 － － － － － － 

 

 

 

問３で「１～４」（働いている）のいずれかに◯をつけた方におうかがいします。 

問３-１ １週間の「働いている日数」、１日の「働いている時間（残業時間を含む）」を、

もっとも多いパターンでお答えください。□内に数字をお書きください。 

（１） １週当たり就労日数 

母親では、「５日」の割合が 61.0％と最も高く、次いで「４日」が 12.0％となっています。 

父親では、「５日」の割合が 62.7％と最も高く、次いで「６日」が 29.3％となっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,215 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.4

3.8

7.2

12.0

61.0

8.6

1.6

4.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,857 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.1

0.1

0.6

0.8

62.7

29.3

3.2

3.2

0 20 40 60 80 100
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（２） １日当たり就労時間 

母親では、「８時間～９時間未満」の割合が 26.1％と最も高く、次いで「６時間～７時間未

満」の割合が 14.9％、「７時間～８時間未満」の割合が 13.2％となっています。 

父親では、「10時間～11時間未満」の割合が 27.6％と最も高く、次いで「８時間～９時間未

満」の割合が 17.8％、「12時間～13時間未満」の割合が 15.3％となっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,215 ％

２時間未満

２時間～３時間未満

３時間～４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間～13時間未満

13時間～14時間未満

14時間～15時間未満

15時間～16時間未満

16時間～17時間未満

17時間以上

無回答

0.7

1.6

4.0

9.1

7.3

14.9

13.2

26.1

6.8

5.3

2.0

1.0

0.7

0.2

0.2

0.0

1.1

5.8

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,857 ％

２時間未満

２時間～３時間未満

３時間～４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間～13時間未満

13時間～14時間未満

14時間～15時間未満

15時間～16時間未満

16時間～17時間未満

17時間以上

無回答

0.1

0.2

0.2

0.3

0.2

0.1

0.9

17.8

11.5

27.6

8.9

15.3

3.9

3.5

1.4

0.5

1.9

5.6

0 10 20 30 40 50
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問３で「３．」「４．」（パート・アルバイト等で働いている）に◯をつけた方におうかがい

します。 

問３-２ フルタイムで働く希望はありますか。（父母それぞれ１つに◯） 

母親では、「③パート・アルバイト等で働き続けることを希望」の割合が 47.4％と最も高く、

次いで「②フルタイムで働く希望はあるが、実現できる見込みはない」の割合が 30.8％、「①

フルタイムで働く希望があり、実現できる見込みがある」の割合が 14.2％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「②フルタイムで働く希望はあるが、実現できる見込みはな

い」の割合が増加しています。 

父親では、「①フルタイムで働く希望があり、実現できる見込みがある」、「②フルタイムで

働く希望はあるが、実現できる見込みはない」が 3件となっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親（平成 25年度）】    【父親（平成 25年度）】 

 

 

  

回答者数 = 7 ％

フルタイムで働く希望があり、実
現できる見込みがある(3)

フルタイムで働く希望はあるが、
実現できる見込みはない(3)

パート・アルバイト等で働き続け
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(1)

42.9

42.9

0.0

0.0

14.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 513 ％

①フルタイムで働く希望があり、
実現できる見込みがある

②フルタイムで働く希望はある
が、実現できる見込みはない

③パート・アルバイト等で働き続
けることを希望

④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

14.2

30.8

47.4

2.5

5.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 342 ％

①フルタイムで働く希望があり、
実現できる見込みがある

②フルタイムで働く希望はある
が、実現できる見込みはない

③パート・アルバイト等で働き続
けることを希望

④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

9.4

25.7

49.7

2.3

12.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 17 ％

①フルタイムで働く希望があり、
実現できる見込みがある

②フルタイムで働く希望はある
が、実現できる見込みはない

③パート・アルバイト等で働き続
けることを希望

④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

23.5

5.9

11.8

0.0

58.8

0 20 40 60 80 100
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問３で「５．以前は働いていたが、現在は働いていない」または「６．これまで働いたこ

とがない」に◯をつけた方におうかがいします。 

問３-３ 働きたいという希望はありますか。当てはまる番号（１～３）および、記号（ア・

イ）、それぞれ１つに◯をつけ、当てはまる数字を□内にお書きください。 

母親では、「②将来的に、一番下の子どもが  歳になったころに働きたい」の割合が 64.9％

と最も高く、次いで「③すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい」の割合が 21.3％、「①子

育てや家事などに専念したい（働く予定はない）」の割合が 11.6％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「②将来的に、一番下の子どもが  歳になったころに働き

たい」の割合が増加しています。一方、「③すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい」の割

合が減少しています。 

父親では、「①子育てや家事などに専念したい（働く予定はない）」が 3件、「③すぐにでも、

もしくは１年以内に働きたい」が 1件となっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親（平成 25年度）】    【父親（平成 25年度）】 

 

 

 

  

回答者数 = 717 ％

①子育てや家事などに専念した
い（働く予定はない）(83)

②将来的に、一番下の子どもが
歳になったころに働きたい(465)

③すぐにでも、もしくは１年以内
に働きたい(153)

無回答(16)

11.6

64.9

21.3

2.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 7 ％

①子育てや家事などに専念した
い（働く予定はない）(3)

②将来的に、一番下の子どもが
歳になったころに働きたい(-)

③すぐにでも、もしくは１年以内
に働きたい(1)

無回答(3)

42.9

0.0

14.3

42.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 888 ％

①子育てや家事などに専念した
い（働く予定はない）

②将来的に、一番下の子どもが
歳になったころに働きたい

③すぐにでも、もしくは１年以内
に働きたい

無回答

14.8

50.0

30.9

4.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 10 ％

①子育てや家事などに専念した
い（働く予定はない）

②将来的に、一番下の子どもが
歳になったころに働きたい

③すぐにでも、もしくは１年以内
に働きたい

無回答

0.0

0.0

80.0

20.0

0 20 40 60 80 100
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【末子の年齢×母親の今後の就労希望】 

末子の年齢別みると、他に比べ、３歳以上で「①子育てや家事などに専念したい（働く予定は

ない）」の割合が高くなっている一方で、２歳、４歳、５歳で「③すぐにでも、もしくは１年以

内に働きたい」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 将来的に、一番下の子どもが何歳になったころに就労したいか 

母親では、「小学校就学以降」の割合が

45.8%と最も高く、次いで「３歳」の割合が

27.1％、「６歳」の割合が 22.8％となってい

ます。 

平成 25年度調査と比較すると、「３歳」「４

歳」の割合が増加しています。一方、「小学

校就学以降」の割合が減少しています。 

父親では、有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

  

％

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

小学校就学以降

無回答

1.7

3.7

27.1

14.2

4.3

45.8

3.2

0.0

3.2

2.5

17.8

8.8

4.5

59.7

3.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 465)

平成25年度調査

(回答者数 = 444)

回答者数 =

０歳 142

１歳 178

２歳 136

３歳 108

４歳 74

５歳 71

8.5

7.3

8.1

16.7

20.3

15.5

71.8

74.2

63.2

61.1

45.9

56.3

18.3

16.3

26.5

19.4

29.7

26.8

1.4

2.2

2.2

2.8

4.1

1.4

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

【母親】 

①子育てや家事などに専念したい（働く予定はない）

②将来的に、一番下の子どもが 歳になったころに働きたい

③すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい

無回答
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イ 希望する働き方 

母親では、「フルタイム」の割合が 9.9％、

「パートタイム、アルバイト等」の割合が

87.2％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「パート

タイム、アルバイト等」の割合が増加して

います。一方、「フルタイム」の割合が減少

しています。 

父親では、「フルタイム」が 1件となって

います。 

 

ウ １週当たり希望就労日数 

母親では、「３日」の割合が 34.8％と最も

高く、次いで「４日」の割合が 29.1％、「５

日」の割合が 28.5％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「３日」

の割合が増加しています。 

父親では、「５日」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

エ １日当たり希望就労時間 

母親では、「５時間～６時間未満」の割合

が 31.7％と最も高く、次いで「４時間～５

時間未満」の割合が 30.4％、「６時間～７時

間未満」の割合が 15.4％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、大きな変

化はみられません。 

父親では、「８時間以上」が 1件となって

います。 

 

 

 

 

  

％

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

9.9

87.2

2.9

0.0

19.4

80.7

0.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 618)

平成25年度調査

(回答者数 = 221)

平成30年度調査

(回答者数 = 618)

平成25年度調査

(回答者数 = 221)

平成30年度調査

(回答者数 = 618)

平成25年度調査

(回答者数 = 274)

％

２時間未満

２時間～３時間未満

３時間～４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間以上

無回答

0.0

0.0

6.1

30.4

31.7

15.4

2.9

7.9

5.5

0.0

0.0

0.5

5.4

26.7

34.8

17.2

2.3

3.6

9.5

0 10 20 30 40 50

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.5

1.9

34.8

29.1

28.5

0.2

0.0

5.0

0.0

0.5

2.3

27.1

31.7

28.1

0.5

0.0

10.0

0 10 20 30 40 50

【母親】 

【母親】 

【母親】 
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３ 育児休業制度など職場の両立支援について 

問４ 母親または父親が、育児休業制度を利用しましたか。（父母それぞれ１つに◯）  

何度も取った場合、末子のお子さんの場合についてお答えください。 

母親では、「取った(取得中である）」の割合が 40.9％と最も高く、次いで「働いていなかっ

た」の割合が 30.6％、「取っていない」の割合が 25.7％となっています。 

父親では、「取っていない」の割合が 93.8％と最も高くなっています。 

平成 25年度調査と比較すると、母親では、「取った(取得中である）」の割合が減少していま

す。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親（平成 25年度）】    【父親（平成 25年度）】 

 

  

回答者数 = 1,899 ％

取っていない(1,781)

取った( 取得中である）(61)

働いていなかった(4)

無回答(53)

93.8

3.2

0.2

2.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,961 ％

取っていない(503)

取った( 取得中である）(802)

働いていなかった(601)

無回答(55)

25.7

40.9

30.6

2.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 922 ％

取っていない

取った( 取得中である）

働いていなかった

無回答

17.6

58.1

20.9

3.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,256 ％

取っていない

取った( 取得中である）

働いていなかった

無回答

89.6

1.6

0.5

8.4

0 20 40 60 80 100
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問４ 母親または父親が「１．取っていない」に◯をつけた方におうかがいします。 

問４-１ 育児休業を取っていない理由は何ですか。 

（父母それぞれ当てはまる番号すべてに◯） 

母親では、「⑩子育てや家事に専念するため退職した」の割合が 45.9％と最も高く、次いで

「⑪職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）」の割合が 18.9％となっ

ています。 

父親では、「②仕事が忙しかった」の割合が 36.5％と最も高く、次いで「⑨配偶者が家事に

専念できる、親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった」の割合が 32.5％、「①

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」の割合が 31.7％となっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 503 ％

①職場に育児休業を取りにくい

雰囲気があった

②仕事が忙しかった

③（産休後に）仕事に早く復帰し
たかった

④取ってしまうと、仕事に戻るの
が難しそうだった

⑤昇給・昇格などが遅れそう

だった

⑥収入が減って、経済的に苦し

くなる

⑦保育所（園）などに預けること

ができた

⑧配偶者が育児休業制度を利
用した

⑨配偶者が家事に専念できる、

親族にみてもらえるなど、制度
を利用する必要がなかった

⑩子育てや家事に専念するた

め退職した

⑪職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな
かった）

⑫有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

⑬育児休業を取れることを知ら
なかった

⑭産前産後の休暇（産前６週

間、産後８週間）を取れることを
知らず、退職した

⑮その他

無回答

9.9

4.6

2.8

4.2

0.2

3.4

4.8

0.0

2.4

45.9

18.9

8.7

0.6

2.2

15.1

4.4

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 1,781 ％

①職場に育児休業を取りにくい

雰囲気があった

②仕事が忙しかった

③（産休後に）仕事に早く復帰し
たかった

④取ってしまうと、仕事に戻るの
が難しそうだった

⑤昇給・昇格などが遅れそう

だった

⑥収入が減って、経済的に苦し

くなる

⑦保育所（園）などに預けること

ができた

⑧配偶者が育児休業制度を利
用した

⑨配偶者が家事に専念できる、

親族にみてもらえるなど、制度
を利用する必要がなかった

⑩子育てや家事に専念するた

め退職した

⑪職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな
かった）

⑫有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

⑬育児休業を取れることを知ら
なかった

⑭産前産後の休暇（産前６週

間、産後８週間）を取れることを
知らず、退職した

⑮その他

無回答

31.7

36.5

0.3

8.6

8.6

27.1

2.8

28.0

32.5

0.3

9.8

0.2

1.9

0.0

4.9

5.7

0 10 20 30 40 50
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問４で、母親または父親が「２．取った（取得中である）」に◯をつけた方におうかがい

します。 

問４-２ 育児休業を取った後、職場に復帰しましたか。（父母それぞれ１つに◯） 

母親では、「育児休業を取った後、職場復帰した」の割合が 72.4％と最も高く、次いで「現

在も育児休業中である」の割合が 18.5％となっています。 

父親では、「育児休業を取った後、職場復帰した」の割合が 91.8％と最も高くなっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 802 ％

育児休業を取った後、職場復帰
した(581)

現在も育児休業中である(148)

育児休業中に離職した(69)

無回答(4)

72.4

18.5

8.6

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 61 ％

育児休業を取った後、職場復帰
した(56)

現在も育児休業中である(2)

育児休業中に離職した(-)

無回答(3)

91.8

3.3

0.0

4.9

0 20 40 60 80 100
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問４-２で「１．育児休業を取った後、職場に復帰した」に◯をつけた方におうかがいし

ます。 

問４-３ 「実際」には、お子さんが何歳何か月のときに職場復帰しましたか。また、「希

望」としては、お子さんが何歳何か月のときまで育児休業を取りたかったですか。□

内に数字でお書きください。 

（１）実際の取得期間 

母親では、「１歳０か月～１歳６か月未満」の割合が 44.6％と最も高く、次いで「０歳６か

月～１歳０か月未満」の割合が 29.8％、「１歳６か月～２歳０か月未満」の割合が 12.4％とな

っています。 

父親では、「０歳０か月～０歳６か月未満」の割合が 46.4％と最も高く、次いで「１歳０か

月～１歳６か月未満」の割合が 10.7％となっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 581 ％

０歳０か月～０歳６か月未満

０歳６か月～１歳０か月未満

１歳０か月～１歳６か月未満

１歳６か月～２歳０か月未満

２歳０か月～２歳６か月未満

２歳６か月～３歳０か月未満

３歳０か月～３歳６か月未満

３歳６か月～４歳０か月未満

４歳０か月～４歳６か月未満

４歳６か月～５歳０か月未満

５歳０か月～５歳６か月未満

５歳６か月～６歳０か月未満

６歳０か月

無回答

2.9

29.8

44.6

12.4

4.1

1.9

1.0

0.2

0.0

0.2

0.3

0.0

0.5

2.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 56 ％

０歳０か月～０歳６か月未満

０歳６か月～１歳０か月未満

１歳０か月～１歳６か月未満

１歳６か月～２歳０か月未満

２歳０か月～２歳６か月未満

２歳６か月～３歳０か月未満

３歳０か月～３歳６か月未満

３歳６か月～４歳０か月未満

４歳０か月～４歳６か月未満

４歳６か月～５歳０か月未満

５歳０か月～５歳６か月未満

５歳６か月～６歳０か月未満

６歳０か月

無回答

46.4

7.1

10.7

1.8

5.4

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

23.2

0 20 40 60 80 100
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（２）希望の取得期間 

母親では、「１歳０か月～１歳６か月未満」の割合が 30.5％と最も高く、次いで「３歳０か

月～３歳６か月未満」の割合が 19.3％、「１歳６か月～２歳０か月未満」の割合が 12.0％とな

っています。 

父親では、「０歳０か月～０歳６か月未満」の割合が 39.3％と最も高くなっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）実際と希望の差 

母親では、「希望より短い」の割合が 53.4％と最も高く、次いで「希望通り」の割合が 16.7％、

「希望より遅い」の割合が 11.2％となっています。 

父親では、「希望より短い」の割合が 28.6％と最も高く、次いで「希望通り」の割合が 21.4％

となっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

  

回答者数 = 581 ％

希望より短い

希望通り

希望より長い

無回答

53.4

16.7

11.2

18.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 56 ％

希望より短い

希望通り

希望より長い

無回答

28.6

21.4

5.4

44.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 581 ％

０歳０か月～０歳６か月未満

０歳６か月～１歳０か月未満

１歳０か月～１歳６か月未満

１歳６か月～２歳０か月未満

２歳０か月～２歳６か月未満

２歳６か月～３歳０か月未満

３歳０か月～３歳６か月未満

３歳６か月～４歳０か月未満

４歳０か月～４歳６か月未満

４歳６か月～５歳０か月未満

５歳０か月～５歳６か月未満

５歳６か月～６歳０か月未満

６歳０か月

無回答

1.4

3.6

30.5

12.0

11.7

1.7

19.3

0.9

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

18.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 56 ％

０歳０か月～０歳６か月未満

０歳６か月～１歳０か月未満

１歳０か月～１歳６か月未満

１歳６か月～２歳０か月未満

２歳０か月～２歳６か月未満

２歳６か月～３歳０か月未満

３歳０か月～３歳６か月未満

３歳６か月～４歳０か月未満

４歳０か月～４歳６か月未満

４歳６か月～５歳０か月未満

５歳０か月～５歳６か月未満

５歳６か月～６歳０か月未満

６歳０か月

無回答

39.3

7.1

5.4

3.6

3.6

0.0

5.4

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

33.9

0 20 40 60 80 100
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問４-３で、希望より早く仕事に復帰した方におうかがいします。 

問４-４ 希望より早く復帰した理由は何ですか。 

（父母それぞれ当てはまる番号すべてに◯） 

母親では、「⑤職場の復帰希望・態勢、人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」の割

合が 41.0％と最も高く、次いで「①希望する保育所に早く入るため」の割合が 34.8％、「④経

済的な理由で、早く仕事に復帰する必要があるため」の割合が 21.9％となっています。 

父親では、「⑤職場の復帰希望・態勢、人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」の割

合が 37.5％と最も高く、次いで「④経済的な理由で、早く仕事に復帰する必要があるため」の

割合が 31.3％、「⑥子どもをみてくれる人がいるため」の割合が 12.5％となっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 310 ％

①希望する保育所に早く入るた

め

②保育施設に通っている兄姉
が退所しなければならないため

③配偶者や家族の希望がある
ため

④経済的な理由で、早く仕事に
復帰する必要があるため

⑤職場の復帰希望・態勢、人事
異動や業務の節目の時期に合
わせるため

⑥子どもをみてくれる人がいる
ため

⑦その他

無回答

34.8

21.6

3.9

21.9

41.0

3.9

13.9

7.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 16 ％

①希望する保育所に早く入るた

め

②保育施設に通っている兄姉
が退所しなければならないため

③配偶者や家族の希望がある
ため

④経済的な理由で、早く仕事に
復帰する必要があるため

⑤職場の復帰希望・態勢、人事
異動や業務の節目の時期に合
わせるため

⑥子どもをみてくれる人がいる
ため

⑦その他

無回答

6.3

6.3

0.0

31.3

37.5

12.5

18.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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問４-２で「２．現在も育児休業中である」に◯をつけた方に、おうかがいします。 

問４-５ もし希望する時期に、希望する保育施設に入れる場合、どの時期に保育施設へ

の入所を希望しますか。（父母それぞれ１つに◯） 

母親では、「2019 年４月～2020 年３月の時に入所を希望する」の割合が 45.9％と最も高く、

次いで「2019 年（平成 31 年）３月までに入所を希望する」の割合が 26.4％、「2020 年４月～

2021年３月の時に入所を希望する」の割合が 18.2％となっています。 

父親では、「2019 年（平成 31 年）３月までに入所を希望する」、「2020 年４月～2021 年３月

の時に入所を希望する」が 1件となっています。 

 

【母親】      【父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢×入所希望時期】 

母親では、子どもの年齢別でみると、２歳で「３歳の時期に入所希望する」の割合が、３歳で

「４歳の時期に入所希望する」の割合が、５歳で「５歳の時期に入所希望する」の割合が高くな

っています。 

父親では、子どもの年齢別でみると、１歳で「１歳の時期に入所希望する」が１件、「３歳の

時期に入所希望する」が１件、２歳で「４歳の時期に入所希望する」が１件、５歳で「５歳の時

期に入所希望する」が１件となっています。 

 

【母親】  

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 148 ％

2019年（平成31年）３月までに
入所を希望する

2019年４月～2020年３月の時に

入所を希望する

2020年４月～2021年３月の時に
入所を希望する

2021年４月以降に入所を希望
する

無回答

26.4

45.9

18.2

5.4

4.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

2019年（平成31年）３月までに
入所を希望する

2019年４月～2020年３月の時に

入所を希望する

2020年４月～2021年３月の時に
入所を希望する

2021年４月以降に入所を希望
する

無回答

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％ ％ ％ ％ ％ ％

０歳

１歳 １歳

２歳 ２歳 ２歳

３歳以降 ３歳 ３歳 ３歳

４歳以降 ４歳 ４歳 ４歳

５歳以降 ５歳 ５歳 ５歳

６歳以降 ６歳以降 ６歳以降

無回答 無回答 無回答 無回答 無回答 無回答

回答者数 = 98 回答者数 = 39 回答者数 = 31 回答者数 = 27 回答者数 = 21 回答者数 = 9

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

27.6

45.9

18.4

6.1

－

－

－

2.0

0 50 100

－

25.6

46.2

17.9

2.6

－

－

7.7

0 50 100

－

－

12.9

54.8

19.4

6.5

－

6.5

0 50 100

－

－

－

29.6

55.6

11.1

0.0

3.7

0 50 100

－

－

－

－

19.0

42.9

38.1

0.0

0 50 100

－

－

－

－

－

55.6

33.3

11.1

0 50 100
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４ 就学前のお子さんの幼稚園・保育所（園）・子どもセンターなどの利用に

ついて 

問５ 子どもセンター、子育て支援センター、ファミリーサポートセンター等について、

どの施設をどのくらい利用していますか。年間を通じて「定期的に」利用している（し

たい）ものを、すべてお答えください。 

（１）利用状況 

「②子どもセンター」の割合が 14.8％と最も高く、次いで「③子育て支援センター」の割合が

13.0％、「④つどいの広場」の割合が 8.8％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「②子どもセンター」「③子育て支援センター」「④つどいの広

場」の割合が減少しています。 

 

【平成 30年度調査】    【平成 25年度調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢×利用状況】 

子どもの年齢別でみると、「②子どもセンター」「③子育て支援センター」「④つどいの広場」

では、０歳で利用している割合が最も高く、年齢が上がるにつれ、利用している割合は減少して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％ ％

①ファミリーサポートセンター

②子どもセンター

③子育て支援センター

④つどいの広場

⑤児童発達支援施設

回答者数 = 338 回答者数 = 413 回答者数 = 434 回答者数 = 446 回答者数 = 501 回答者数 = 507

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

0.9

24.9

30.8

19.8

0.6

0 50 100

2.2

21.5

22.8

14.0

1.2

0 50 100

0.5

19.1

17.5

10.4

3.5

0 50 100

0.9

13.7

10.5

8.1

4.0

0 50 100

1.0

12.4

4.2

4.6

3.6

0 50 100

0.6

6.1

3.4

1.4

5.1

0 50 100

回答者数 = 1,944 ％

①ファミリーサポートセンター
(18)

②子どもセンター(287)

③子育て支援センター(253)

④つどいの広場(171)

⑤児童発達支援施設(66)

0.9

14.8

13.0

8.8

3.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 864 ％

①ファミリーサポートセンター

②子どもセンター

③子育て支援センター

④つどいの広場

0.9

33.6

24.0

16.2

0 20 40 60 80 100
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【地区×利用状況】 

地区別でみると、他に比べ、桐原、桐原東で「②子どもセンター」、安土で「③子育て支援セ

ンター」、金田、老蘇で「④つどいの広場」を利用しているの割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①ファミリーサポ

ートセンター 
②子どもセンター 

③子育て支援 

センター 
④つどいの広場 

⑤児童発達支援 

施設 

利
用
し
て

い
る 

利
用
し
て

い
な
い 

無
回
答 

利
用
し
て

い
る 

利
用
し
て

い
な
い 

無
回
答 

利
用
し
て

い
る 

利
用
し
て

い
な
い 

無
回
答 

利
用
し
て

い
る 

利
用
し
て

い
な
い 

無
回
答 

利
用
し
て

い
る 

利
用
し
て

い
な
い 

無
回
答 

八幡 308  1.3  81.2  17.5  14.6  68.5  16.9  13.6  71.4  14.9  8.8  74.4  16.9  3.6  79.5  16.9  

島 39  － 82.1 17.9  10.3  71.8  17.9 2.6  79.5  17.9  2.6  79.5  17.9  5.1  79.5  15.4  

岡山 208  0.5  85.6  13.9  11.1  76.4  12.5  7.7  79.3  13.0  5.3  81.7  13.0  7.2  80.8  12.0  

金田 408  1.2  83.1  15.7  16.9  69.6  13.5  15.4  70.6  14.0  15.9  68.9  15.2  3.7  79.9  16.4  

桐原 240  0.4  85.0  14.6  25.4  64.2  10.4  10.8  76.7  12.5  5.4  80.0  14.6  2.5  82.9  14.6  

桐原東 164  0.6  84.8  14.6  22.6  67.1  10.4  10.4  74.4  15.2  5.5  79.9  14.6  3.0  79.9  17.1  

馬淵 70  1.4  87.1  11.4  7.1  84.3  8.6  7.1  82.9  10.0  5.7  82.9  11.4  1.4  88.6  10.0  

北里 119  0.8  83.2  16.0  9.2  75.6  15.1  11.8  74.8  13.4  5.9  80.7  13.4  1.7  81.5  16.8  

武佐 62  3.2  75.8  21.0  11.3  69.4  19.4  3.2  75.8  21.0  － 79.0  21.0  3.2  79.0  17.7  

安土 248  0.8  79.0  20.2  7.3  73.8  19.0  23.4  65.3  11.3  9.7  73.8  16.5  1.6  77.8  20.6  

老蘇 60  － 83.3  16.7  8.3  78.3  13.3  11.7  73.3  15.0  15.0  73.3  11.7  5.0  78.3  16.7  

※沖島は回答者数が１件のため、島に含む 

 

【母親の就労状況×利用状況】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、②フルタイムで働いている（産休・育休・介護休業中）、

④パート・アルバイト等で働いている（産休・育休・介護休業中）、⑤以前は働いていたが、現

在は働いていないで「②子どもセンター」、「③子育て支援センター」「④つどいの広場」を利用

している割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％ ％

①ファミリーサポートセンター

②子どもセンター

③子育て支援センター

④つどいの広場

⑤児童発達支援施設

これまでに働い

たことがない

回答者数 = 546 回答者数 = 151 回答者数 = 465 回答者数 = 37 回答者数 = 688 回答者数 = 21

フルタイムで働

いている（産

休・育休・介護

休業中ではな

い）

フルタイムで働

いている（産

休・育休・介護

休業中）

パート・アルバ

イト等で働いて

いる（産休・育

休・介護休業中

ではない）

パート・アルバ

イト等で働いて

いる（産休・育

休・介護休業

中）

以前は働いて

いたが、現在は

働いていない

0.4

4.6

2.4

1.3

1.8

0 50 100

2.6

31.1

35.8

21.2

0.7

0 50 100

1.1

9.5

4.5

2.4

4.3

0 50 100

0.0

18.9

18.9

16.2

2.7

0 50 100

1.0

22.5

22.5

16.3

4.8

0 50 100

0.0

19.0

4.8

0.0

0.0

0 50 100

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
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ア 月当たり利用日数 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
～
４
日 

５
～
７
日 

８
～
14
日 

15
日
～ 

無
回
答 

①ファミリーサポートセンター 18 55.6 － 11.1 － 33.3 

②子どもセンター 287 78.7 4.9 5.9 2.8 7.7 

③子育て支援センター 253 73.9 13.0 6.7 0.4 5.9 

④つどいの広場 171 75.4 8.2 12.9 0.6 2.9 

⑤児童発達支援施設 66 78.8 3.0 7.6 － 10.6 

 

イ 利用開始時刻 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

８
時
よ
り
前 

８
時
台 

９
時
台 

10
時
台 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
以
降 

無
回
答 

①ファミリー 
サポートセンター 

18 - 11.1 16.7 - - - 11.1 5.6 - - 11.1 - - 44.4 

②子どもセンター 287 0.3 - 13.6 53.0 2.1 - 4.2 7.3 9.1 0.3 - - - 10.1 

③子育て支援 
センター 

253 0.4 - 20.2 54.2 0.4 - 11.1 7.1 0.4 - - - - 6.3 

④つどいの広場 171 - - 9.9 64.9 9.4 4.7 4.7 0.6 - - - - - 5.8 

⑤児童発達支援 
施設 

66 1.5 - 30.3 12.1 1.5 - 10.6 19.7 6.1 1.5 1.5 - - 15.2 

 

ウ 利用終了時刻 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

11
時
よ
り
前 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
以
降 

無
回
答 

①ファミリー 
サポートセンター 

18 - - 5.6 5.6 11.1 - 22.2 - 5.6 5.6 - 44.4 

②子どもセンター 287 0.3 10.8 51.2 1.7 1.0 3.1 14.3 6.6 0.3 - - 10.5 

③子育て支援 
センター 

253 0.4 28.5 44.7 - 0.8 10.7 7.9 0.8 - - - 6.3 

④つどいの広場 171 - 11.1 33.3 10.5 35.7 2.9 0.6 - - - - 5.8 

⑤児童発達支援 
施設 

66 3.0 33.3 7.6 - 9.1 21.2 6.1 3.0 1.5 - - 15.2 
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（２）今後の利用希望 

「②子どもセンター」の割合が 22.3％と最も高く、次いで「③子育て支援センター」の割合が

18.6％、「④つどいの広場」の割合が 14.0％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、すべての項目で利用希望が高くなっています。 

 

【平成 30年度】     【平成 25年度】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢×今後の利用希望】 

子どもの年齢別でみると、「①ファミリーサポートセンター」「②子どもセンター」「③子育て

支援センター」「④つどいの広場」では、０歳で利用希望の割合が最も高く、特に「③子育て支

援センター」では４割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％ ％

①ファミリーサポートセンター

②子どもセンター

③子育て支援センター

④つどいの広場

⑤児童発達支援施設

回答者数 = 338 回答者数 = 413 回答者数 = 434 回答者数 = 446 回答者数 = 501 回答者数 = 507

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

13.0

36.7

42.0

31.1

5.9

0 50 100

12.8

32.9

32.0

23.2

5.3

0 50 100

6.7

23.7

21.9

14.5

6.5

0 50 100

7.0

22.4

15.5

13.0

7.4

0 50 100

6.0

18.2

8.4

7.6

6.4

0 50 100

4.7

12.4

6.3

3.9

5.5

0 50 100

回答者数 = 864 ％

①ファミリーサポートセンター

②子どもセンター

③子育て支援センター

④つどいの広場

0.7

20.5

13.8

10.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,944 ％

①ファミリーサポートセンター
(18)

②子どもセンター(287)

③子育て支援センター(253)

④つどいの広場(171)

⑤児童発達支援施設(66)

8.0

22.3

18.6

14.0

6.0

0 20 40 60 80 100
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【地区×今後の利用希望】 

地区別でみると、他に比べ、桐原、桐原東で「②子どもセンター」の利用希望の割合が最も高

く、３割を超えています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①ファミリーサポ

ートセンター 
②子どもセンター 

③子育て支援 

センター 
④つどいの広場 

⑤児童発達支援 

施設 

利
用
し
た

い 利
用
し
な

い 無
回
答 

利
用
し
た

い 利
用
し
な

い 無
回
答 

利
用
し
た

い 利
用
し
な

い 無
回
答 

利
用
し
た

い 利
用
し
な

い 無
回
答 

利
用
し
た

い 利
用
し
な

い 無
回
答 

八幡 308  12.3  56.5  31.2  26.9  45.8  27.3  20.5  52.6  26.9  14.0  55.5  30.5  9.1  59.1  31.8  

島 38  5.3  71.1  23.7  13.2  63.2  23.7  5.3  71.1  23.7  2.6  73.7  23.7  2.6  73.7  23.7  

岡山 208  2.9  67.3  29.8  16.3  57.7  26.0  10.1  62.0  27.9  9.1  62.0  28.8  5.8  65.4  28.8  

金田 408  8.1  64.0  27.9  24.0  50.5  25.5  22.3  51.7  26.0  23.0  52.2  24.8  5.6  64.5  29.9  

桐原 240  7.5  67.1  25.4  30.4  49.6  20.0  16.3  60.0  23.8  10.0  65.8  24.2  5.0  67.9  27.1  

桐原東 164  7.3  65.9  26.8  30.5  45.1  24.4  14.0  59.1  26.8  9.8  64.6  25.6  4.9  65.9  29.3  

馬淵 70  7.1  68.6  24.3  21.4  55.7  22.9  14.3  61.4  24.3  11.4  64.3  24.3  14.3  64.3  21.4  

北里 119  8.4  61.3  30.3  16.8  56.3  26.9  19.3  55.5  25.2  10.9  60.5  28.6  2.5  65.5  31.9  

武佐 62  11.3  59.7  29.0  17.7  48.4  33.9  6.5  59.7  33.9  1.6  62.9  35.5  4.8  61.3  33.9  

安土 248  7.3  58.5  34.3  12.5  53.2  34.3  25.8  49.6  24.6  15.7  54.0  30.2  4.0  59.3  36.7  

老蘇 60  8.3  58.3  33.3  11.7  55.0  33.3  25.0  45.0  30.0  21.7  46.7  31.7  8.3  56.7  35.0  

※沖島は回答者数が１件のため、島に含む 

 

【母親の就労状況×今後の利用希望】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、②フルタイムで働いている（産休・育休・介護休業中）、

④パート・アルバイト等で働いている（産休・育休・介護休業中）、⑤以前は働いていたが、現

在は働いていないで「②子どもセンター」、「③子育て支援センター」「④つどいの広場」を利用

したい割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％ ％

①ファミリーサポートセンター

②子どもセンター

③子育て支援センター

④つどいの広場

⑤児童発達支援施設

回答者数 = 546 回答者数 = 151 回答者数 = 465 回答者数 = 37 回答者数 = 688 回答者数 = 21

フルタイムで働

いている（産

休・育休・介護

休業中ではな

い）

フルタイムで働

いている（産

休・育休・介護

休業中）

パート・アルバ

イト等で働いて

いる（産休・育

休・介護休業中

ではない）

パート・アルバ

イト等で働いて

いる（産休・育

休・介護休業

中）

以前は働いて

いたが、現在は

働いていない

これまでに働い

たことがない

7.5

13.6

7.1

6.0

5.5

0 50 100

12.6

44.4

44.4

35.1

7.9

0 50 100

4.7

13.8

7.1

4.1

5.6

0 50 100

2.7

37.8

29.7

18.9

0.0

0 50 100

9.9

29.5

29.8

22.5

6.5

0 50 100

4.8

28.6

19.0

9.5

9.5

0 50 100

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
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ア 月当たり利用希望日数 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
～
４
日 

５
～
７
日 

８
～
14
日 

15
日
～ 

無
回
答 

①ファミリーサポートセンター 156 59.0 8.3 5.8 3.8 23.1 

②子どもセンター 433 63.3 9.0 8.8 2.3 16.6 

③子育て支援センター 361 62.6 10.8 11.6 1.7 13.3 

④つどいの広場 273 57.1 11.7 13.6 1.8 15.8 

⑤児童発達支援施設 116 56.9 6.9 6.9 2.6 26.7 

 

イ 利用希望開始時刻 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

８
時
よ
り
前 

８
時
台 

９
時
台 

10
時
台 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
以
降 

無
回
答 

①ファミリー 
サポートセンター 

156 2.6 7.7 17.3 16.7 1.9 - 3.8 5.1 3.8 3.2 3.8 2.6 0.6 30.8 

②子どもセンター 433 0.2 0.7 19.9 40.9 1.2 0.5 5.3 5.3 4.4 0.2 - 0.5 - 21.0 

③子育て支援 
センター 

361 0.3 0.8 23.8 41.3 1.1 0.8 9.1 3.9 0.8 - - 0.3 - 17.7 

④つどいの広場 273 0.4 0.4 16.8 48.4 4.8 1.5 4.8 1.8 1.1 - - 0.7 - 19.4 

⑤児童発達支援 
施設 

116 0.9 - 24.1 17.2 - 0.9 5.2 8.6 6.9 2.6 2.6 1.7 - 29.3 

 

ウ 利用希望終了時刻 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

11
時
よ
り
前 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
以
降 

無
回
答 

①ファミリー 
サポートセンター 

156 1.3 2.6 12.8 3.2 3.2 7.7 9.6 9.6 10.9 3.8 5.1 30.1 

②子どもセンター 433 - 8.3 39.0 1.2 3.2 7.6 9.2 8.3 1.2 - 0.7 21.2 

③子育て支援 
センター 

361 0.6 17.2 37.4 0.3 3.9 11.6 7.5 2.5 0.6 0.3 0.6 17.7 

④つどいの広場 273 - 7.3 28.2 7.3 21.6 7.0 4.8 1.8 1.1 - 1.1 19.8 

⑤児童発達支援 
施設 

116 - 16.4 12.9 - 3.4 13.8 9.5 6.9 4.3 0.9 1.7 30.2 
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問６ お子さんは、幼稚園・保育所（園）等の内、どの施設を利用していますか。年間を

通じて「定期的に」利用しているものを、お答えください。 

０～２歳では、「①どこにも預けていない」の割合が最も高くなっています。平成 25年度調査

と比較すると、「①どこにも預けていない」の割合が減少しています。 

３～５歳では、「②近江八幡市内の幼稚園（預かり保育の利用含む）」の割合が最も高くなって

います。 

平成 25 年度調査と比較すると、「⑥近江八幡市内の認定こども園」の割合が増加しています。

一方、「②近江八幡市内の幼稚園（預かり保育の利用含む）」の割合が減少しています。 
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※「小規模保育（定員が概ね６～19人の保育施設）」は平成 30年度調査から新たに追加しました。  

％

①どこにも預けていない

②近江八幡市内の幼稚園
（預かり保育の利用含む）

③他市町村にある幼稚園
（預かり保育の利用含む）

④近江八幡市内の認可保育所
（園）

⑤他市町村にある認可保育所
（園）

⑥近江八幡市内の認定こども
園

⑦他市町村にある認定こども園

⑧小規模保育（定員が概ね６～
19人の保育施設）

⑨家庭的保育（保育者の家庭等で

５人以下の子どもを保育する施

設）

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育（子どもの家

庭に出向いてそこで預かる保育。

ベビーシッター等）

⑬その他

無回答

０歳

62.7

0.3

0.0

11.2

0.3

2.1

0.0

1.8

0.0

0.9

0.0

0.0

0.9

19.8

0.0

68.8

0.0

0.0

13.3

1.5

2.5

0.0

-

0.0

1.0

2.0

0.0

2.2

8.8

0 20 40 60 80 100

％

５歳

0.0

42.2

0.2

31.0

0.6

12.4

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

13.0

0.0

3.4

57.3

0.2

29.6

1.6

4.1

0.0

-

0.0

0.2

0.0

0.0

0.5

3.2

0 20 40 60 80 100

％

４歳

0.8

37.1

0.0

29.7

0.4

16.0

0.2

0.0

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

15.2

0.0

1.9

52.4

1.2

32.4

1.2

7.0

0.2

-

0.0

0.2

0.5

0.0

0.0

3.0

0 20 40 60 80 100

％

２歳

40.1

0.2

0.0

29.0

0.5

4.6

0.0

6.5

0.2

1.4

0.7

0.0

0.5

16.4

0.0

51.4

0.0

0.0

27.0

0.2

2.0

0.0

-

0.0

2.9

3.4

0.0

5.2

7.9

0 20 40 60 80 100

％

１歳

46.0

0.2

0.2

20.3

0.7

4.1

0.0

5.6

0.7

1.2

0.5

0.0

1.2

19.1

0.0

56.9

0.0

0.0

25.1

0.2

3.9

0.0

-

0.0

3.1

1.4

0.0

1.7

7.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 338)

平成25年度調査

(回答者数 = 407)

平成30年度調査

(回答者数 = 434)

平成25年度調査

(回答者数 = 407)

平成30年度調査

(回答者数 = 413)

平成25年度調査

(回答者数 = 415)

平成30年度調査

(回答者数 = 501)

平成25年度調査

(回答者数 = 429)

平成30年度調査

(回答者数 = 446)

平成25年度調査

(回答者数 = 434)

平成30年度調査

(回答者数 = 507)

平成25年度調査

(回答者数 = 443)

％

①どこにも預けていない

②近江八幡市内の幼稚園
（預かり保育の利用含む）

③他市町村にある幼稚園
（預かり保育の利用含む）

④近江八幡市内の認可保育所
（園）

⑤他市町村にある認可保育所
（園）

⑥近江八幡市内の認定こども
園

⑦他市町村にある認定こども園

⑧小規模保育（定員が概ね６～
19人の保育施設）

⑨家庭的保育（保育者の家庭等で

５人以下の子どもを保育する施

設）

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育（子どもの家

庭に出向いてそこで預かる保育。

ベビーシッター等）

⑬その他

無回答

３歳

11.2

30.5

0.4

27.1

0.2

12.6

0.0

0.7

0.7

0.7

0.2

0.0

0.2

15.5

0.0

12.2

48.6

0.2

26.3

1.8

4.8

0.2

-

0.0

0.2

1.4

0.0

2.1

2.1

0 20 40 60 80 100
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ア 利用開始時間 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

７
時
よ
り
前 

７
時
台 

８
時
台 

９
時
台 

10
時
台 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
以
降 

無
回
答 

０歳 59 - 11.9 49.2 33.9 - - - - - - - - 1.7 - 3.4 

１歳 144 - 22.2 53.5 19.4 1.4 - - - - - - - 0.7 - 2.8 

２歳 189 - 16.4 50.8 29.6 - - - - - - - 0.5 - 0.5 2.1 

３歳 327 - 9.8 25.7 62.4 - - - - - - - 0.3 - - 1.8 

４歳 421 0.2 8.6 29.9 58.9 - - - - 0.2 - - - - - 2.1 

５歳 441 - 7.0 26.8 63.7 - - - - 0.2 - - - - - 2.3 

 

イ 利用終了時刻 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

11
時
よ
り
前 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

０歳 59 - - - - - - 23.7 32.2 37.3 3.4 - - 3.4 

１歳 144 - 0.7 - - 0.7 0.7 12.5 25.7 54.2 2.1 - - 3.5 

２歳 189 - - 1.1 0.5 - - 20.1 29.1 40.7 3.2 2.6 - 2.6 

３歳 327 1.2 - 0.3 3.4 41.6 1.8 11.9 15.6 19.9 2.1 - - 2.1 

４歳 421 0.2 - - 0.2 46.1 1.4 11.2 15.0 21.4 1.9 0.2 0.2 2.1 

５歳 441 0.2 - - - 50.8 1.6 8.4 15.0 18.4 3.4 - - 2.3 

 

 

 

 

問６-１ また、今後の希望としては、どの施設をどのくらい利用したいですか。 

０～２歳では、「④近江八幡市内の認可保育所（園）」の割合が最も高く、３～５歳では、「②

近江八幡市内の幼稚園（預かり保育の利用含む）」の割合が最も高くなっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、０～２歳では「④近江八幡市内の認可保育所（園）」「⑥近江

八幡市内の認定こども園」の割合が増加しています。３～５歳では、「②近江八幡市内の幼稚園

（預かり保育の利用含む）」の割合が減少しています。 

ただし、平成 25年度の調査では、「今年度の理想」としてどのくらい利用したいかを聞いてい

るため、０～２歳では「①どこにも預けない」「②市内の幼稚園」を選択した割合が大きく違っ

ています。 
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※「小規模保育（定員が概ね６～19人の保育施設）」は平成 30年度調査から新たに追加しました。  

％

５歳

0.2

28.6

0.0

24.1

0.6

9.9

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.4

0.8

35.1

0.0

2.9

52.1

0.2

30.9

3.8

2.7

0.2

0.0

0.0

0.0

0.5

6.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 501)

平成25年度調査

(回答者数 = 429)

平成30年度調査

(回答者数 = 446)

平成25年度調査

(回答者数 = 434)

平成30年度調査

(回答者数 = 507)

平成25年度調査

(回答者数 = 443)

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 
平成30年度調査

(回答者数 = 338)

平成25年度調査

(回答者数 = 407)

平成30年度調査

(回答者数 = 434)

平成25年度調査

(回答者数 = 407)

平成30年度調査

(回答者数 = 413)

平成25年度調査

(回答者数 = 415)

％

１歳

11.6

9.7

0.0

32.2

0.7

13.1

0.2

1.9

0.7

0.2

0.2

0.0

0.7

28.6

0.0

42.7

0.0

0.0

30.4

0.5

3.4

0.0

0.0

2.2

1.0

1.4

18.6

0 20 40 60 80 100

％

２歳

4.8

14.7

0.0

37.3

0.5

13.8

0.2

0.9

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

26.5

0.0

40.3

0.0

0.0

31.4

0.2

2.7

0.0

0.2

2.0

2.5

4.4

16.2

0 20 40 60 80 100

％

４歳

0.2

29.5

0.2

27.3

0.4

17.4

0.6

0.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

24.0

0.0

1.4

50.6

0.7

33.6

1.9

5.6

0.2

0.0

0.0

0.5

0.0

5.6

0 20 40 60 80 100

％

①どこにも預けない

②近江八幡市内の幼稚園
（預かり保育の利用含む）

③他市町村にある幼稚園
（預かり保育の利用含む）

④近江八幡市内の認可保育所
（園）

⑤他市町村にある認可保育所
（園）

⑥近江八幡市内の認定こども
園

⑦他市町村にある認定こども園

⑧小規模保育（定員が概ね６～
19人の保育施設）

⑨家庭的保育（保育者の家庭等で

５人以下の子どもを保育する施

設）

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育（子どもの家

庭に出向いてそこで預かる保育。

ベビーシッター等）

⑬その他

無回答

０歳　

11.8

8.9

0.6

37.6

0.3

14.8

0.3

0.3

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

24.9

0.0

49.1

0.0

0.0

23.1

2.0

2.5

0.0

0.0

1.2

0.7

2.2

19.2

0 20 40 60 80 100

％

①どこにも預けない

②近江八幡市内の幼稚園
（預かり保育の利用含む）

③他市町村にある幼稚園
（預かり保育の利用含む）

④近江八幡市内の認可保育所
（園）

⑤他市町村にある認可保育所
（園）

⑥近江八幡市内の認定こども
園

⑦他市町村にある認定こども園

⑧小規模保育（定員が概ね６～
19人の保育施設）

⑨家庭的保育（保育者の家庭等で

５人以下の子どもを保育する施

設）

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育（子どもの家

庭に出向いてそこで預かる保育。

ベビーシッター等）

⑬その他

無回答

３歳

2.0

30.7

0.2

25.6

0.4

17.5

0.2

0.2

0.2

0.0

0.2

0.2

0.2

22.2

0.0

6.7

47.7

0.0

27.4

4.6

4.6

0.5

0.0

0.2

0.5

1.6

6.2

0 20 40 60 80 100
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ア 利用希望開始時間 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

７
時
よ
り
前 

７
時
台 

８
時
台 

９
時
台 

10
時
台 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
以
降 

無
回
答 

０歳 214 0.5 15.4 42.1 33.6 1.4 － － － － － － － － － 7.0 

１歳 247 － 20.2 40.1 31.2 1.6 0.4 － － － － － － － － 6.5 

２歳 298 0.7 13.8 37.9 39.3 1.0 － － － 0.3 － － － － － 7.0 

３歳 338 － 11.8 30.5 52.4 － － － － － 0.3 － － 0.3 － 4.7 

４歳 380 0.8 11.8 32.1 50.8 － － － － 0.3 － 0.3 － － － 3.9 

５歳 328 － 7.9 32.0 54.0 － － － － － 0.3 － － － 0.3 5.5 

 

イ 利用希望終了時刻 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

11
時
よ
り
前 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

０歳 214 － － 0.5 0.5 7.9 4.7 15.0 28.5 29.9 4.2 1.9 － 7.0 

１歳 247 － － － － 10.9 6.9 11.3 19.0 35.6 8.1 2.0 － 6.1 

２歳 298 0.7 － 0.3 0.7 16.8 4.0 14.4 21.1 28.2 4.7 1.3 0.3 7.4 

３歳 338 0.6 － 0.3 0.6 28.1 7.7 12.4 17.2 23.4 4.4 0.6 － 4.7 

４歳 380 － － － 0.3 29.2 5.5 15.8 15.3 25.3 2.9 0.8 0.5 4.5 

５歳 328 0.3 － － － 30.2 6.4 12.2 17.7 22.3 4.9 0.6 0.3 5.2 
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問７ 現在、預けている保育施設と違う小学校区の施設に預けたい希望はありますか。ま

た、現在預けていないお子さんについては、どこの小学校区の施設に預けたいですか。 

各年齢ともに、「居住地の小学校区の施設に預けたい」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 507 ％

居住地の小学校区の施設に預
けたい

居住地以外の小学校区の施設

に預けたい

市外の施設に預けたい

どこでも良い（特に希望はない）

無回答

70.8

4.3

1.2

6.5

17.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 501 ％

居住地の小学校区の施設に預
けたい

居住地以外の小学校区の施設

に預けたい

市外の施設に預けたい

どこでも良い（特に希望はない）

無回答

67.1

3.6

0.2

6.4

22.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 446 ％

居住地の小学校区の施設に預
けたい

居住地以外の小学校区の施設

に預けたい

市外の施設に預けたい

どこでも良い（特に希望はない）

無回答

71.3

5.2

1.1

5.6

16.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 434 ％

居住地の小学校区の施設に預
けたい

居住地以外の小学校区の施設

に預けたい

市外の施設に預けたい

どこでも良い（特に希望はない）

無回答

71.0

4.4

0.5

7.8

16.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 413 ％

居住地の小学校区の施設に預
けたい

居住地以外の小学校区の施設

に預けたい

市外の施設に預けたい

どこでも良い（特に希望はない）

無回答

67.3

4.6

1.7

7.0

19.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 338 ％

居住地の小学校区の施設に預
けたい

居住地以外の小学校区の施設

に預けたい

市外の施設に預けたい

どこでも良い（特に希望はない）

無回答

67.2

4.7

1.8

8.9

17.5

0 20 40 60 80 100

４歳 ５歳 

０歳 １歳 

２歳 ３歳 
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ア 「居住地以外の小学校区の施設に預けたい」と答えた人の預けたい小学校区 

 八幡、武佐では、「金田小学校区の施設に預けたい」が、岡山、金田、桐原、桐原東、北里では、

「八幡小学校区の施設に預けたい」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

八
幡
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

島
小
学
校
区
の
施

設
に
預
け
た
い 

沖
島
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

岡
山
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

金
田
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

桐
原
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

桐
原
東
小
学
校
区

の
施
設
に
預
け
た
い 

馬
淵
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

北
里
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

武
佐
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

安
土
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

老
蘇
小
学
校
区
の

施
設
に
預
け
た
い 

無
回
答 

八幡 24  20.8 － 16.7 29.2 － 4.2 － 4.2 － 4.2 － 20.8 

島 2 50.0  － － 50.0 － － － － － － － － 

岡山 7 71.4 － －  － － － － 14.3 － － 14.3 － 

金田 27 40.7 7.4 － 3.7  7.4 3.7 7.4 3.7 11.1 3.7 3.7 7.4 

桐原 10 40.0 10.0 － － 10.0  10.0 － 30.0 － － － － 

桐原東 12 41.7 － － 16.7 － 16.7  16.7 － － － － 8.3 

馬淵 1 － － － － － － －  100.0 － － － － 

北里 14 35.7 － － － － 21.4 14.3 7.1  － 21.4 － － 

武佐 8 － － － － 75.0 25.0 － － －  － － － 

安土 4 － － － － 100.0 － － － － －  － － 

老蘇 2 － － － － 100.0 － － － － － －  － 

 

 

 

 

 

問８ 政府（国）は、３～５歳までのすべての子どもと、０～２歳までの住民税非課税（市

民税がかかっていない）世帯の子どもについて、幼稚園・保育所（園）・認定こども

園に必要な費用の無償化を来年 10月から行うこととしています。現在利用している、

利用していないにかかわらず、無償化になった場合、どの施設を利用したいと思いま

すか。 

今後の利用希望（問６－１）と比較すると、０～２歳では、「②近江八幡市内の幼稚園（預か

り保育の利用含む）」「④近江八幡市内の認可保育所（園）」「⑥近江八幡市内の認定こども園」の

割合が、３～５歳では「④近江八幡市内の認可保育所（園）」「⑥近江八幡市内の認定こども園」

の割合が増加しています。  
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無償化による利用希望（上段）と今後の利用希望（問６－１（下段））との比較 

 

 

 

  

％

４歳

0.8

25.5

0.0

33.7

0.2

23.2

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

15.8

0.2

29.5

0.2

27.3

0.4

17.4

0.6

-

0.2

0.2

0.0

0.0

24.0

0 20 40 60 80 100

％

５歳

2.6

24.9

0.4

33.7

0.4

17.2

0.0

0.2

0.4

0.0

0.2

0.0

20.1

35.1

0.2

28.6

0.0

24.1

0.6

9.9

0.0

-

0.2

0.0

0.2

0.4

35.1

0 20 40 60 80 100

％

１歳

4.4

14.0

0.2

39.0

0.5

23.5

0.5

0.7

0.2

0.0

0.0

0.0

16.9

11.6

9.7

0.0

32.2

0.7

13.1

0.2

-

0.7

0.2

0.2

0.0

28.6

0 20 40 60 80 100

％

２歳

2.1

16.8

0.0

43.3

0.2

22.8

0.0

0.5

0.2

0.2

0.0

0.0

13.8

26.5

4.8

14.7

0.0

37.3

0.5

13.8

0.2

-

0.2

0.2

0.2

0.2

26.5

0 20 40 60 80 100

％

①どこにも預けない

②近江八幡市内の幼稚園
（預かり保育の利用含む）

③他市町村にある幼稚園
（預かり保育の利用含む）

④近江八幡市内の認可保育所
（園）

⑤他市町村にある認可保育所
（園）

⑥近江八幡市内の認定こども
園

⑦他市町村にある認定こども園

⑧小規模保育（定員が概ね６～
19人の保育施設）

⑨家庭的保育（保育者の家庭等で

５人以下の子どもを保育する施

設）

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育（子どもの家

庭に出向いてそこで預かる保育。

ベビーシッター等）

無回答

０歳　

6.8

13.6

0.3

43.2

0.3

19.2

0.6

0.6

0.0

0.3

0.0

0.0

15.1

11.8

8.9

0.6

37.6

0.3

14.8

0.3

-

0.0

0.0

0.3

0.0

24.9

0 20 40 60 80 100

％

①どこにも預けない

②近江八幡市内の幼稚園
（預かり保育の利用含む）

③他市町村にある幼稚園
（預かり保育の利用含む）

④近江八幡市内の認可保育所
（園）

⑤他市町村にある認可保育所
（園）

⑥近江八幡市内の認定こども
園

⑦他市町村にある認定こども園

⑧小規模保育（定員が概ね６～
19人の保育施設）

⑨家庭的保育（保育者の家庭等で

５人以下の子どもを保育する施

設）

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育（子どもの家

庭に出向いてそこで預かる保育。

ベビーシッター等）

無回答

３歳

0.2

26.0

0.2

35.7

0.4

28.7

0.2

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

8.1

2.0

30.7

0.2

25.6

0.4

17.5

0.2

-

0.2

0.0

0.2

0.2

22.2

0 20 40 60 80 100
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問６で、現在利用している施設が「２．近江八幡市内の幼稚園」または「３．他市町村の幼稚園」

を選択された方にうかがいます。 

問９ 保育所や認定こども園ではなく、特に幼稚園の利用を強く希望しますか。 

（１つに○） 

「はい」の割合が 42.3％、「いいえ」の割

合が 51.0％となっています。 

 

 

 

 

 

【母親の就労状況×幼稚園の希望】 

母親の就労状況別でみると、回答者数は少ないものの、「④パート・アルバイト等で働いてい

る（産休・育休・介護休業中）」、「⑥これまでに働いたことがない」で、「はい」の割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

①フルタイムで働いてい
る（産休・育休・介護休業
中ではない）

22

②フルタイムで働いてい
る（産休・育休・介護休業
中）

5

③パート・アルバイト等で
働いている（産休・育休・
介護休業中ではない）

154

④パート・アルバイト等で
働いている（産休・育休・
介護休業中）

5

⑤以前は働いていたが、
現在は働いていない

307

⑥これまでに働いたこと
がない

6

18.2

40.0

35.7

80.0

45.6

83.3

54.5

40.0

57.1

20.0

49.2

16.7

27.3

20.0

7.1

5.2

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

はい いいえ 無回答

回答者数 = 506 ％

はい(214)

いいえ(258)

無回答(34)

42.3

51.0

6.7

0 20 40 60 80 100
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【地区×幼稚園の希望】 

地区別でみると、他に比べ、島、桐原、北里で、「はい」の割合が高く、５割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※沖島は回答者数が１件のため、島に含む 

 

 

 

 

 

 

 

問９-１ また、夏休み・冬休みなどに幼稚園で行われる長期の預かり保育の利用を希望

しますか。 

「利用する必要はない」の割合が 47.8％

と最も高く、次いで「休みの期間中、週に

数日利用したい」の割合が 34.6％、「休みの

期間中、ほぼ毎日利用したい」の割合が

13.0％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 506 ％

利用する必要はない(242)

休みの期間中、ほぼ毎日利用

したい(66)

休みの期間中、週に数日利用し

たい(175)

無回答(23)

47.8

13.0

34.6

4.5

0 20 40 60 80 100

はい いいえ 無回答

回答者数 =

八幡 41

島 50

岡山 44

金田 32

桐原 51

桐原東 43

馬淵 11

北里 59

武佐 -

安土 49

老蘇 -

41.0

50.0

44.2

31.9

51.3

42.9

10.5

59.4

48.6

56.4

50.0

46.8

62.8

42.3

45.7

73.7

31.3

45.7

2.6

9.1

5.3

6.4

11.4

15.8

9.4

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ア 利用開始時間と 利用終了時間 

「９時台」の割合が 74.3％と最も高く、次いで「８時台」の割合が 18.3％となっています。 

「16 時台」の割合が 27.8％と最も高く、次いで「14 時台」の割合が 27.4％、「15 時台」の

割合が 21.2％となっています。 

 

【利用開始時間】     【利用終了時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 241 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.0

1.2

18.3

74.3

0.8

0.4

0.0

1.2

3.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 241 ％

11時より前

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.4

0.0

0.8

0.4

27.4

21.2

27.8

12.4

5.8

3.7

0 20 40 60 80 100
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５ 土曜日における幼稚園・保育所（園）利用について 

問 10 土曜日に、幼稚園や保育所（園）などを、現在どのくらい利用していますか。ま

た、今後の希望としては、どのくらい土曜日に利用したいですか。 

（１）土曜日 

ア 現在の利用状況 

各年齢ともに、「どこにも預けていない」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

  

０歳　回答者数 ＝ 338

％

どこにも預けていない

近江八幡市内の幼稚園

他市町村の幼稚園

近江八幡市内の認可保育所（園）

他市町村の認可保育所（園）

近江八幡市内の認定こども園

他市町村の認定こども園

小規模保育

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型の保育

（ベビーシッター等）

無回答

78.1

0.0

0.0

3.8

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

17.2

0 20 40 60 80 100

１歳　回答者数 ＝ 413

％

71.4

0.5

0.0

8.2

0.2

2.4

0.0

1.7

0.0

0.7

0.0

0.0

14.8

0 20 40 60 80 100

２歳　回答者数 ＝ 434

％

72.8

0.7

0.0

10.1

0.2

1.6

0.0

1.4

0.0

0.5

0.0

0.0

12.7

0 20 40 60 80 100

３歳　回答者数 ＝ 446

％

どこにも預けていない

近江八幡市内の幼稚園

他市町村の幼稚園

近江八幡市内の認可保育所（園）

他市町村の認可保育所（園）

近江八幡市内の認定こども園

他市町村の認定こども園

小規模保育

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型の保育（ベビーシッター等）

無回答

78.0

0.2

0.2

8.5

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

10.5

0 20 40 60 80 100

４歳　回答者数 ＝ 501

％

71.3

0.2

0.0

9.4

0.0

3.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

15.8

0 20 40 60 80 100

５歳　回答者数 ＝ 507

％

72.4

0.6

0.0

9.9

0.2

2.4

0.0

0.0

0.2

0.2

0.0

0.0

14.2

0 20 40 60 80 100

（264） 

（13） 

（2） 

（1） 

（295） 

（34） 

（2） 

（1） 

（10） 

（7） 

（3） 

（316） 
（3） 

（44） 

（1） 

（7） 

（6） 

（2） 

（348） 
（1） 

（38） 

（1） 

（10） 

（1） 

（357） 
（1） 

（47） 

（1） 

（1） 

（15） 

（367） 
（3） 

（50） 

（1） 

（1） 

（1） 

（12） 

①どこにも預けていない

②近江八幡市内の幼稚園

③他市町村の幼稚園

④近江八幡市内の認可保育所（園）

⑤他市町村の認可保育所（園）

⑥近江八幡市内の認定こども園

⑦他市町村の認定こども園

⑧小規模保育

⑨家庭的保育

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育

　 （ベビーシッター等）

無回答

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①どこにも預けていない

②近江八幡市内の幼稚園

③他市町村の幼稚園

④近江八幡市内の認可保育所（園）

⑤他市町村の認可保育所（園）

⑥近江八幡市内の認定こども園

⑦他市町村の認定こども園

⑧小規模保育

⑨家庭的保育

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育

　 （ベビーシッター等）

無回答

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
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イ 利用している人の状況 

各年齢ともに、「月に１～２回預けている」の割合が最も高くなっています。また、０歳で

は、他に比べ「毎週預けている」の割合が 43.8％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 利用開始時間 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

７
時
よ
り
前 

７
時
台 

８
時
台 

９
時
台 

10
時
台 

11
時
台 

12
時
以
降 

無
回
答 

０歳 16 － － 56.3 37.5 － － － 6.3 

１歳 57 － 26.3 57.9 10.5 － － － 5.3 

２歳 63 1.6 15.9 46.0 28.6 － － － 7.9 

３歳 51 － 13.7 49.0 27.5 － － － 9.8 

４歳 65 1.5 16.9 53.8 21.5 － － － 6.2 

５歳 68 － 17.6 51.5 26.5 － － － 4.4 

  

回答者数 = 16 ％

毎週預けている

月に１～２回預けている

無回答

43.8

56.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 57 ％

毎週預けている

月に１～２回預けている

無回答

28.1

63.2

8.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 63 ％

毎週預けている

月に１～２回預けている

無回答

36.5

52.4

11.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 51 ％

毎週預けている

月に１～２回預けている

無回答

27.5

56.9

15.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 65 ％

毎週預けている

月に１～２回預けている

無回答

26.2

60.0

13.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 68 ％

毎週預けている

月に１～２回預けている

無回答

29.4

60.3

10.3

0 20 40 60 80 100

０歳 １歳 

２歳 ３歳 

４歳 ５歳 
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エ 利用終了時刻 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

10
時
よ
り
前 

10
時
台 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

０歳 16 － － 6.3 6.3 － 6.3 6.3 12.5 37.5 12.5 6.3 － － 6.3 

１歳 57 － － － 1.8 － 1.8 3.5 12.3 36.8 38.6 － － － 5.3 

２歳 63 1.6 － 1.6 － － 1.6 3.2 9.5 38.1 33.3 － 3.2 － 7.9 

３歳 51 － － － 5.9 － － 2.0 19.6 33.3 27.5 2.0 － － 9.8 

４歳 65 － － － 3.1 － 1.5 6.2 9.2 40.0 32.3 － － 1.5 6.2 

５歳 68 － － － 1.5 1.5 5.9 7.4 10.3 33.8 33.8 1.5 － － 4.4 
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（２） 今後の希望 

ア 今後の希望 

各年齢ともに、「どこにも預けない」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

０歳　回答者数 ＝ 338

％

どこにも預けない

近江八幡市内の幼稚園

他市町村の幼稚園

近江八幡市内の認可保育所（園）

他市町村の認可保育所（園）

近江八幡市内の認定こども園

他市町村の認定こども園

小規模保育

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型の保育

（ベビーシッター等）

無回答

51.5

2.7

0.0

13.3

0.0

5.6

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

26.6

0 20 40 60 80 100

１歳　回答者数 ＝ 413

％

47.0

2.2

0.0

14.0

0.2

9.4

0.0

1.0

0.2

0.2

0.0

0.0

25.7

0 20 40 60 80 100

２歳　回答者数 ＝ 434

％

44.2

2.5

0.0

15.9

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

30.6

0 20 40 60 80 100

３歳　回答者数 ＝ 446

％

どこにも預けない

近江八幡市内の幼稚園

他市町村の幼稚園

近江八幡市内の認可保育所（園）

他市町村の認可保育所（園）

近江八幡市内の認定こども園

他市町村の認定こども園

小規模保育

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型の保育

（ベビーシッター等）

無回答

56.1

6.7

0.2

10.3

0.2

8.1

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

17.9

0 20 40 60 80 100

４歳　回答者数 ＝ 501

％

52.1

6.8

0.0

12.8

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

22.0

0 20 40 60 80 100

５歳　回答者数 ＝ 507

％

53.8

3.6

0.0

12.0

0.4

4.5

0.0

0.0

0.2

0.2

0.0

0.4

24.9

0 20 40 60 80 100

①どこにも預けていない

②近江八幡市内の幼稚園

③他市町村の幼稚園

④近江八幡市内の認可保育所（園）

⑤他市町村の認可保育所（園）

⑥近江八幡市内の認定こども園

⑦他市町村の認定こども園

⑧小規模保育

⑨家庭的保育

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育

　 （ベビーシッター等）

無回答

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①どこにも預けていない

②近江八幡市内の幼稚園

③他市町村の幼稚園

④近江八幡市内の認可保育所（園）

⑤他市町村の認可保育所（園）

⑥近江八幡市内の認定こども園

⑦他市町村の認定こども園

⑧小規模保育

⑨家庭的保育

⑩事業所内保育施設

⑪認可外保育施設

⑫居宅訪問型の保育

　 （ベビーシッター等）

無回答

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
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イ 利用したい人の状況 

各年齢ともに、「月に１～２回預けたい」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 74 ％

毎週預けたい

月に１～２回預けたい

無回答

33.8

60.8

5.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 113 ％

毎週預けたい

月に１～２回預けたい

無回答

35.4

54.0

10.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 109 ％

毎週預けたい

月に１～２回預けたい

無回答

27.5

57.8

14.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 116 ％

毎週預けたい

月に１～２回預けたい

無回答

31.9

61.2

6.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 130 ％

毎週預けたい

月に１～２回預けたい

無回答

26.2

59.2

14.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 108 ％

毎週預けたい

月に１～２回預けたい

無回答

24.1

62.0

13.9

0 20 40 60 80 100

０歳 １歳 

２歳 ３歳 

４歳 ５歳 
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ウ 利用開始時間 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

７
時
よ
り
前 

７
時
台 

８
時
台 

９
時
台 

10
時
台 

11
時
台 

12
時
以
降 

無
回
答 

０歳 74 － 5.4 45.9 43.2 4.1 － － 1.4 

１歳 113 － 19.5 41.6 30.1 2.7 － － 6.2 

２歳 109 － 16.5 38.5 35.8 0.9 － 0.9 7.3 

３歳 116 － 12.9 38.8 44.8 0.9 － － 2.6 

４歳 130 0.8 14.6 37.7 41.5 1.5 － － 3.8 

５歳 108 － 13.0 42.6 41.7 0.9 － － 1.9 

 

エ 利用終了時刻 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

10
時
よ
り
前 

10
時
台 

11
時
台 

12
時
台 

13
時
台 

14
時
台 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
以
降 

無
回
答 

０歳 74 － 1.4 － 6.8 1.4 2.7 10.8 23.0 31.1 18.9 1.4 1.4 － 1.4 

１歳 113 0.9 － － 2.7 2.7 9.7 7.1 8.0 27.4 31.0 3.5 0.9 － 6.2 

２歳 109 － － 0.9 1.8 4.6 6.4 3.7 13.8 25.7 25.7 7.3 2.8 － 7.3 

３歳 116 1.7 － － 6.0 － 11.2 12.1 18.1 23.3 18.1 6.0 0.9 － 2.6 

４歳 130 － － － 2.3 1.5 6.9 9.2 18.5 27.7 25.4 3.1 0.8 0.8 3.8 

５歳 108 0.9 － － 0.9 0.9 3.7 13.0 19.4 23.1 26.9 9.3 － － 1.9 
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６ 不定期や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

問 11 用事、親の通院、一時的な仕事などにより、不定期に利用している施設はありま

すか。当てはまる番号すべてに◯をつけ、この１年間（本日～１年前の間）の利用日

数（おおよそ）もお書きください。 

「利用していない」の割合が 92.5％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 不定期に利用している施設の日数（年間） 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

８
日 

９
日 

10
日 

11
日
～
15
日 

16
日
～
20
日 

21
日
～
29
日 

30
日
以
上 

無
回
答 

０
～
２
歳 

認可外保育施設等
の一時預かり 

15 － 6.7 － 26.7 6.7 － － － － 6.7 13.3 － － 26.7 13.3 

ベビーシッター 0 － － － － － － － － － － － － － － － 

ファミリーサポートセ
ンター「すくすく」 

9 － 11.1 11.1 － － － － － － － 11.1 11.1 － 22.2 33.3 

幼稚園の預かり保育 6 － 16.7 － － － － － － － － － － － － 83.3 

その他 11 － 18.2 － 9.1 9.1 9.1 － － － － － － － 18.2 36.4 

３
～
５
歳 

認可外保育施設等
の一時預かり 

8 － 25.0 － － － 12.5 － 12.5 － － － － － 12.5 37.5 

ベビーシッター 1 － 100.0 － － － － － － － － － － － － － 

ファミリーサポートセ
ンター「すくすく」 

7 14.3 14.3 28.6 － － － － － － － － － － － 42.9 

幼稚園の預かり保育 22 9.1 9.1 － － 4.5 － － － － － 4.5 9.1 13.6 45.5 4.5 

その他 13 － 7.7 7.7 7.7 7.7 － － － － 7.7 7.7 － 7.7 23.1 23.1 

小
学
生 

認可外保育施設等
の一時預かり 

5 － － － － － － － － － 20.0 － － － － 80.0 

ベビーシッター 1 － 100.0 － － － － － － － － － － － － － 

ファミリーサポートセ
ンター「すくすく」 

4 － － － － － － － － － － － － － － 100.0 

幼稚園の預かり保育 11 － － － － － － － － － － － － － － 100.0 

その他 5 － － － － － 20.0 － － － － － － － 20.0 60.0 

回答者数 = 1,969 ％

認可外保育施設等の一時預か
り（一時保育）(19)

ベビーシッター(1)

ファミリーサポートセンター「すく
すく」(13)

幼稚園の預かり保育（通常の就
園時間を延長して預かる保育の
うち、不定期に利用する場合の
み）(22)

その他(20)

利用していない(1,822)

無回答(75)

1.0

0.1

0.7

1.1

1.0

92.5

3.8

0 20 40 60 80 100
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問 12 用事、親の通院、一時的な仕事などにより、何日くらい一時的な預かり施設を利

用したいですか。当てはまる番号すべてに◯をつけ、１年間に必要な日数（おおよそ）

をお書きください。目的別に内訳の日数もお書きください。 

「利用したい」の割合が 28.5％、「利用す

る必要はない」の割合が 67.6％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

ア 利用したい目的 

「冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通

院 等」の割合が 62.4％と最も高く、次い

で「私用（買物、習い事等）、リフレッシュ

目的」の割合が 56.1％、「不定期の就労」の

割合が 33.5％となっています。 

 

 

 

 

 

イ 利用したい日数 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

８
日 

９
日 

10
日 

11
日
～
15
日 

16
日
～
20
日 

21
日
～
29
日 

30
日
以
上 

無
回
答 

 

合計 561 1.4 1.4 2.9 0.9 4.5 3.2 1.8 0.5 0.4 13.9 14.3 8.2 7.3 25.3 14.1 

私用（買物、習い事
等）、リフレッシュ目
的 

315 4.4 5.4 3.5 2.2 11.1 4.8 1.9 0.6 － 16.5 24.1 3.2 4.8 12.4 5.1 

冠婚葬祭、学校行
事、子どもや親の
通院 等 

350 3.7 6.3 10.9 2.3 19.4 3.7 2.6 1.4 － 18.3 11.7 7.1 2.9 5.7 4.0 

不定期の就労 188 2.7 6.9 2.7 1.1 11.7 1.1 0.5 0.5 0.5 15.4 14.9 3.2 2.7 29.3 6.9 

その他 44 15.9 4.5 9.1 － 15.9 4.5 4.5 － － 6.8 11.4 2.3 2.3 13.6 9.1 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

利用したい(561)

利用する必要はない(1,331)

無回答(77)

28.5

67.6

3.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 561 ％

私用（買物、習い事等）、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

56.1

62.4

33.5

7.8

7.1

0 20 40 60 80 100
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問 13 この１年間（本日～１年前の間）に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の

病気など）により、お子さんを泊りがけで家族以外に預けなければならないことはあ

りましたか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。 

あった場合は、対応した方法として当てはまる番号すべてに◯をつけ、それぞれの宿

泊日数（おおよそ）もお書きください。 

「あった」の割合が 18.8％、「なかった」

の割合が 79.4％となっています。 

 

 

 

 

 

ア 対応方法 

「（同居者を含む）親族・知人にみてもら

った」の割合が 80.5％と最も高く、次いで

「仕方なく子どもを同行させた」の割合が

21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

あった(370)

なかった(1,564)

無回答(35)

18.8

79.4

1.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 370 ％

（同居者を含む）親族・知人にみ
てもらった

保育施設（認可外保育施設、ベ
ビーシッター、ショートステイ等）
を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番を
させた

その他

無回答

80.5

1.9

21.1

0.3

3.8

1.1

0 20 40 60 80 100
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イ 対応宿泊日数 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
泊 

２
泊 

３
泊 

４
泊 

５
泊 

６
泊 

７
泊 

８
泊 

９
泊 

10
泊 

11
泊
～
15
泊 

16
泊
～
20
泊 

21
泊
～
29
泊 

30
泊
以
上 

無
回
答 

０
～
２
歳 

（同居者を含む）親
族・知人にみてもら
った 

117 16.2 6.0 1.7 4.3 5.1 3.4 2.6 0.9 － 4.3 3.4 1.7 － 2.6 47.9 

保育施設（認可外
保育施設、ベビー
シッター、ショートス
テイ等）を利用した 

3 33.3 － － － － － － 33.3 － － － － － － 33.3 

仕方なく子どもを同
行させた 

31 22.6 12.9 12.9 － 9.7 － － － 3.2 9.7 6.5 － － － 22.6 

仕方なく子どもだけ
で留守番をさせた 

－ － － － － － － － － － － － － － － － 

その他 7 14.3 － － 14.3 14.3 － － － － 14.3 － － － － 42.9 

３
～
５
歳 

（同居者を含む）親
族・知人にみてもら
った 

255 29.0 17.3 8.2 4.3 7.1 2.0 4.3 1.2 0.4 5.1 3.1 2.0 0.4 5.5 10.2 

保育施設（認可外
保育施設、ベビー
シッター、ショートス
テイ等）を利用した 

5 － － － － － － － － － － － － － 60.0 40.0 

仕方なく子どもを同
行させた 

62 32.3 19.4 14.5 1.6 12.9 1.6 1.6 － － 3.2 － － 1.6 － 11.3 

仕方なく子どもだけ
で留守番をさせた 

1 － － － － － － － － － － － － － － 100.0 

その他 11 18.2 18.2 9.1 9.1 9.1 9.1 － － － － － － － － 27.3 

小
学
生 

（同居者を含む）親
族・知人にみてもら
った 

113 32.7 17.7 9.7 3.5 6.2 0.9 － 0.9 － 1.8 0.9 0.9 0.9 2.7 21.2 

保育施設（認可外
保育施設、ベビー
シッター、ショートス
テイ等）を利用した 

－ － － － － － － － － － － － － － － － 

仕方なく子どもを同
行させた 

24 33.3 12.5 25.0 － － － － － － 8.3 － － 4.2 － 16.7 

仕方なく子どもだけ
で留守番をさせた 

1 － － － － － － － － － － － － － － 100.0 

その他 4 － 50.0 － － － － － － － － － － － － 50.0 
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７ 病気等の時の対応について 

問 14 この１年間（本日～１年前の間）に、お子さんが病気やケガで幼稚園・保育所（園）・

小学校等へ行けなかったことはありますか。 

「あった」の割合が 71.0％、「なかった」

の割合が 23.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14－１ 行けなかった時に対応した方法として当てはまる番号すべてに◯をつけ、そ

れぞれの日数（おおよそ）もお書きください。 

「母親が休んだ」の割合が 59.2％と最も

高く、次いで「（同居者を含む）親族・知人

に子どもをみてもらった」の割合が 31.3％、

「就労していない方(父親または母親)が子

どもをみた」の割合が 31.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,398 ％

父親が休んだ(294)

母親が休んだ(828)

（同居者を含む）親族・知人に子
どもをみてもらった(438)

就労していない方( 父親または
母親) が子どもをみた(435)

病児・病後児保育「わかばルー
ム」（西川小児科医院）を利用し
た(81)

ファミリーサポートセンター「すく
すく」を利用した(1)

ベビーシッターを利用した(2)

仕方なく子どもだけで留守番を
させた(42)

その他(29)

無回答(44)

21.0

59.2

31.3

31.1

5.8

0.1

0.1

3.0

2.1

3.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,969 ％

あった(1,398)

なかった(467)

無回答(104)

71.0

23.7

5.3

0 20 40 60 80 100
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ア お子さんが病気やケガで幼稚園・保育所（園）・小学校等へ行けなかったときの対応日数 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

８
日 

９
日 

10
日 

11
日
～
15
日 

16
日
～
20
日 

21
日
～
29
日 

30
日
以
上 

無
回
答 

０
～
２
歳 

父親が休んだ 159 18.2 18.2 10.7 3.1 12.6 2.5 1.9 0.6 － 5.0 0.6 1.3 － － 25.2 

母親が休んだ 393 4.1 7.1 8.9 2.0 11.2 3.1 6.4 1.8 0.3 18.8 6.4 7.9 2.0 3.3 16.8 

親族・知人に子ども
をみてもらった 

208 7.2 11.1 10.1 5.3 13.5 1.0 4.3 1.0 － 12.5 3.4 2.4 － 3.4 25.0 

就労していない方
が子どもをみた 

213 － 1.4 4.2 0.9 3.3 － 1.9 0.5 － 7.5 1.9 2.3 0.5 3.3 72.3 

病児・病後児保育
「わかばルーム」を
利用した 

47 10.6 10.6 10.6 4.3 12.8 4.3 8.5 2.1 － 8.5 2.1 2.1 － － 23.4 

ファミリーサポート
センター「すくすく」
を利用した 

－ － － － － － － － － － － － － － － － 

ベビーシッターを利
用した 

1 － － － － － － － － － － － － － － 100.0 

仕方なく子どもだけ
で留守番をさせた 

12 － － 8.3 － － － － － － － － － － － 91.7 

その他 16 6.3 6.3 6.3 － 6.3 － － － － 12.5 － － － 6.3 56.3 

３
～
５
歳 

父親が休んだ 211 22.7 20.9 12.3 3.3 10.0 0.5 1.4 0.5 － 3.3 3.3 0.9 － － 20.9 

母親が休んだ 600 9.5 14.7 13.5 3.8 13.7 2.8 5.2 0.5 － 13.2 3.3 3.3 0.5 1.0 15.0 

親族・知人に子ども
をみてもらった 

315 13.7 18.4 10.8 3.5 16.2 0.3 3.2 0.6 － 7.6 1.9 4.1 － 1.3 18.4 

就労していない方
が子どもをみた 

393 4.3 8.7 8.9 3.3 14.5 2.3 5.1 0.5 0.3 21.6 5.9 5.1 1.0 3.1 15.5 

病児・病後児保育
「わかばルーム」を
利用した 

43 14.0 18.6 18.6 9.3 18.6 － 2.3 － － 4.7 － 4.7 － － 9.3 

ファミリーサポート
センター「すくすく」
を利用した 

1 － － － － － － － － － － － － － － 100.0 

ベビーシッターを利
用した 

2 － － － － － － 50.0 － － － － － － － 50.0 

仕方なく子どもだけ
で留守番をさせた 

35 2.9 11.4 2.9 2.9 － － － － － － － － － － 80.0 

その他 22 4.5 13.6 9.1 4.5 13.6 － － 4.5 － 4.5 13.6 － 4.5 4.5 22.7 

小
学
生 

父親が休んだ 115 17.4 10.4 8.7 0.9 1.7 0.9 1.7 － － － 1.7 － － － 56.5 

母親が休んだ 341 12.6 12.3 9.1 2.6 8.2 0.9 2.3 0.6 0.3 5.6 0.3 1.2 0.3 0.3 43.4 

親族・知人に子ども
をみてもらった 

197 10.7 12.2 11.2 2.0 9.6 - 1.5 - - 4.1 0.5 1.0 - - 47.2 

就労していない方
が子どもをみた 

189 4.8 10.6 9.5 2.6 13.2 1.6 7.4 2.6 0.5 8.5 3.7 1.6 - 2.1 31.2 

ファミリーサポート
センター「すくすく」
を利用した 

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

ベビーシッターを利
用した 

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

仕方なく子どもだけ
で留守番をさせた 

40 20.0 25.0 12.5 5.0 12.5 2.5 - - - 7.5 - - - 2.5 12.5 

その他 14 7.1 21.4 14.3 7.1 - 14.3 - - - 7.1 - - - - 28.6 
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問 14-1で「１．」「２．」のいずれかに◯をつけた方におうかがいします。 

問 14-2 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等に預けたい」と思いました

か。当てはまる番号１つに◯をつけ、その日数についてもお書きください。 

「できれば病児・病後児保育施設等を利

用したい」の割合が 31.9％、「利用したいと

は思わない」の割合が 63.2％となっていま

す。 

 

 

 

 

ア 病児・病後児保育施設等を利用したい日数 

「５日」の割合が 19.1％と最も高く、次

いで「10 日」の割合が 16.5％、「３日」の

割合が 15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 278 ％

１日(20)

２日(33)

３日(42)

４日(9)

５日(53)

６日(8)

７日(14)

８日(3)

９日(1)

10日(46)

11日～15日(5)

16日～20日(10)

21日～30日(-)

30日以上(5)

無回答(29)

7.2

11.9

15.1

3.2

19.1

2.9

5.0

1.1

0.4

16.5

1.8

3.6

0.0

1.8

10.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 872 ％

できれば病児・病後児保育施設

等を利用したい(278)

利用したいとは思わない(551)

無回答(43)

31.9

63.2

4.9

0 20 40 60 80 100
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８ 放課後児童クラブ等の利用希望について 

問 15 「放課後児童クラブ」を利用したいですか。利用したい時間（おおよそ）もお書

きください。 

（１）現在の利用状況 

小学２年生で「利用している」の割合が

30.5％と最も高く、次いで小学１年生で

30.0％、小学４年生で 23.1％となっていま

す。 

平成 25年度調査と比較すると、小学１年

生と小学６年生を除き、利用している割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア １週当たり利用日数 

全ての学年で「５日」の割合が最も高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

無
回
答 

小学１年生 72 － 1.4 5.6 11.1 76.4 4.2 － 1.4 

小学２年生 65 － 1.5 3.1 10.8 81.5 3.1 － － 

小学３年生 35 2.9 5.7 2.9 14.3 68.6 5.7 － － 

小学４年生 28 10.7 10.7 3.6 14.3 53.6 3.6 － 3.6 

小学５年生 10 － － 10.0 10.0 80.0 － － － 

小学６年生 5 － － － － 80.0 20.0 － － 

 

  

回答者数 
小学１年生 平成 30 年度調査（240） 平成 25 年度調査（189） 
小学２年生 平成 30 年度調査（213） 平成 25 年度調査（205） 
小学３年生 平成 30 年度調査（180） 平成 25 年度調査（118） 
小学４年生 平成 30 年度調査（121） 平成 25 年度調査（94） 
小学５年生 平成 30 年度調査（75） 平成 25 年度調査（76） 
小学６年生 平成 30 年度調査（61） 平成 25 年度調査（43） 
 

平成30年度調査

平成25年度調査

％

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生

30.0

30.5

19.4

23.1

13.3

8.2

0.0

31.2

18.5

16.1

17.0

13.2

14.0

0 20 40 60 80 100
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イ 利用終了時間 

全ての学年で「18 時台」の割合が最も高くなっています。また、小学４年生以下では、「18

時台」に次いで、「17時台」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

15
時
よ
り
前 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

無
回
答 

小学１年生 72 1.4 － 1.4 27.8 62.5 5.6 － 1.4 

小学２年生 65 － － － 30.8 53.8 15.4 － － 

小学３年生 35 － － － 22.9 60.0 11.4 － 5.7 

小学４年生 28 3.6 － － 28.6 57.1 3.6 3.6 3.6 

小学５年生 10 － － － － 70.0 20.0 － 10.0 

小学６年生 5 － － － 20.0 40.0 40.0 － － 

 

 

 

（２）低学年（１～３年）での希望 

５歳児で「利用したい」の割合が 38.7％

と最も高く、学年が上がるにつれ、利用希

望が低くなっています。 

 

 

 

 

ア 低学年（１～３年）での１週当たり利用希望日数 

全ての学年で「５日」の割合が最も高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

無
回
答 

５歳児 196 2.0 3.1 7.7 6.1 67.9 9.2 0.5 3.6 

小学１年生 85 3.5 5.9 16.5 5.9 58.8 5.9 － 3.5 

小学２年生 60 1.7 8.3 15.0 10.0 63.3 1.7 － － 

小学３年生 37 8.1 13.5 8.1 8.1 56.8 5.4 － － 

  

回答者数 ＝ ％

５歳児 507

小学１年生 240

小学２年生 213

小学３年生 180

38.7

35.4

28.2

20.6

0 20 40 60 80 100
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イ 低学年（１～３年）での利用希望終了時間 

全ての学年で「18時台」の割合が最も高く、次いで「17時台」となっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

15
時
よ
り
前 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

無
回
答 

５歳児 196 1.0 0.5 8.2 25.5 43.9 15.8 1.5 3.6 

小学１年生 85 － － 3.5 32.9 50.6 8.2 1.2 3.5 

小学２年生 60 － － 6.7 26.7 51.7 10.0 5.0 － 

小学３年生 37 － － － 35.1 43.2 21.6 － － 

 

 

（３）高学年（４～６年）での希望 

小学４年生で「利用したい」の割合が

22.3％と最も高く、次いで５歳児で 17.6％、

小学５年生で 13.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 高学年（４～６年）での１週当たり利用希望日数 

全ての学年で「５日」の割合が最も高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

無
回
答 

５歳児 89 2.2 5.6 5.6 9.0 67.4 5.6 2.2 2.2 

小学１年生 31 － 3.2 16.1 3.2 74.2 － － 3.2 

小学２年生 18 － 5.6 5.6 16.7 66.7 5.6 － － 

小学３年生 19 － 5.3 15.8 5.3 63.2 10.5 － － 

小学４年生 27 － 18.5 7.4 18.5 44.4 11.1 － － 

小学５年生 10 10.0 － 30.0 10.0 50.0 － － － 

  

回答者数 ＝ ％

５歳児 507

小学１年生 240

小学２年生 213

小学３年生 180

小学４年生 121

小学５年生 75

17.6

12.9

8.5

10.6

22.3

13.3

0 20 40 60 80 100
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イ 高学年（４～６年）での利用希望終了時間 

全ての学年で「18時台」の割合が最も高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

15
時
よ
り
前 

15
時
台 

16
時
台 

17
時
台 

18
時
台 

19
時
台 

20
時
台 

21
時
台 

無
回
答 

５歳児 89 － － 5.6 29.2 41.6 19.1 2.2 － 2.2 

小学１年生 31 － － 3.2 38.7 51.6 3.2 － － 3.2 

小学２年生 18 － － 5.6 16.7 50.0 16.7 11.1 － － 

小学３年生 19 － － － 21.1 36.8 36.8 － － 5.3 

小学４年生 27 － － 11.1 18.5 55.6 7.4 － 3.7 3.7 

小学５年生 10 － － 20.0 20.0 30.0 30.0 － － － 

  



60 

問 16 小学校低学年（１～３年生）、高学年（４～６年生）の時に、放課後（平日の授業

終了後）の時間を主にどのような場所で過ごさせたいと思いますか。それぞれ希望す

る週当たりの日数（おおよそ）をお書きください。 

（１）現在の状況 

全ての学年で「自宅」の割合が最も高くなっています。学年が上がるにつれ、「放課後児童

クラブ」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学習塾、スポーツ少年

団など

子どもセンター（児童館）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

放課後等デイサービス

ファミリーサポートセンター

その他（コミセン、公園など）

％ ％ ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学習塾、スポーツ少年

団など

子どもセンター（児童館）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

放課後等デイサービス

ファミリーサポートセンター

その他（コミセン、公園など）

小学６年生

回答者数 = 180 回答者数 = 213

回答者数 = 61

％

小学１年生 小学２年生 小学３年生 小学１年生

小学４年生 小学５年生

回答者数 = 240 回答者数 = 213

回答者数 = 121 回答者数 = 75

52.1

15.0

32.1

0.8

0.4

30.0

1.3

0.4

6.7

0 20 40 60 80 100

54.9

18.8

36.2

0.0

1.4

25.4

3.3

0.0

6.6

0 20 40 60 80 100

62.2

16.7

42.2

0.6

0.6

17.2

0.6

0.0

6.1
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ア 日数 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

小
学
１
年
生
（
240
） 

自宅 125 10.4 16.8 18.4 11.2 32.8 5.6 4.8 

祖父母宅や友人・知人宅 36 52.8 27.8 5.6 2.8 11.1 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 77 36.4 42.9 15.6 3.9 1.3 － － 

子どもセンター（児童館） 2 50.0 － － － 50.0 － － 

放課後子ども教室 1 100.0 － － － － － － 

放課後児童クラブ 72 － 1.4 5.6 13.9 75.0 4.2 － 

放課後等デイサービス 3 － 33.3 33.3 － 33.3 － － 

ファミリーサポートセンター 1 100.0 － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 16 31.3 12.5 25.0 6.3 12.5 － 12.5 

小
学
２
年
生
（
213
） 

自宅 117 15.4 19.7 17.1 12.8 29.9 0.9 4.3 

祖父母宅や友人・知人宅 40 45.0 32.5 12.5 － 10.0 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 77 35.1 39.0 18.2 6.5 1.3 － － 

子どもセンター（児童館） － － － － － － － － 

放課後子ども教室 3 － 33.3 － － 66.7 － － 

放課後児童クラブ 54 － 1.9 7.4 11.1 77.8 1.9 － 

放課後等デイサービス 7 14.3 28.6 － 14.3 42.9 － － 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 14 35.7 28.6 28.6 7.1 － － － 

小
学
３
年
生
（
180
） 

自宅 112 8.9 12.5 23.2 9.8 37.5 1.8 6.3 

祖父母宅や友人・知人宅 30 26.7 40.0 13.3 3.3 13.3 3.3 － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 76 27.6 42.1 18.4 6.6 5.3 － － 

子どもセンター（児童館） 1 100.0 － － － － － － 

放課後子ども教室 1 － － － － 100.0 － － 

放課後児童クラブ 31 3.2 3.2 6.5 19.4 64.5 3.2 － 

放課後等デイサービス 1 － － 100.0 － － － － 

ファミリーサポートセンター 0 － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 11 27.3 36.4 18.2 － 18.2 － － 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

小
学
４
年
生
（
121
） 

自宅 70 10.0 15.7 17.1 10.0 34.3 2.9 10.0 

祖父母宅や友人・知人宅 13 23.1 46.2 15.4 7.7 7.7 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 42 26.2 40.5 28.6 2.4 2.4 － － 

子どもセンター（児童館） 1 100.0 － － － － － － 

放課後子ども教室 1 － － － 100.0 － － － 

放課後児童クラブ 19 － 5.3 5.3 15.8 73.7 － － 

放課後等デイサービス 1 － 100.0 － － － － － 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 10 70.0 20.0 10.0 － － － － 

小
学
５
年
生
（
75
） 

自宅 47 12.8 21.3 23.4 4.3 31.9 2.1 4.3 

祖父母宅や友人・知人宅 20 30.0 40.0 15.0 10.0 5.0 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 32 28.1 37.5 25.0 6.3 3.1 － － 

子どもセンター（児童館） 1 － － 100.0 － － － － 

放課後子ども教室 1 － － － － 100.0 － － 

放課後児童クラブ 6 － － － － 83.3 16.7 － 

放課後等デイサービス － － － － － － － － 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 6 83.3 16.7 － － － － － 

小
学
６
年
生
（
61
） 

自宅 31 3.2 12.9 9.7 6.5 58.1 － 9.7 

祖父母宅や友人・知人宅 5 40.0 20.0 20.0 － 20.0 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 16 18.8 50.0 25.0 － 6.3 － － 

子どもセンター（児童館） 2 50.0 － 50.0 － － － － 

放課後子ども教室 2 100.0 － － － － － － 

放課後児童クラブ 3 － － － 33.3 66.7 － － 

放課後等デイサービス － － － － － － － － 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 4 50.0 50.0 － － － － － 
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（２）低学年での希望 

全ての学年で「自宅」の割合が最も高くなっています。学年が上がるにつれ、「放課後児童

クラブ」の割合が低くなっています。 
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その他（コミセン、公園など）
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30.0

11.4

26.6

0.6

4.5

27.0

2.4

0.2

4.7

0 20 40 60 80 100

44.2

14.2

35.8

1.7

6.3

28.3

2.1

0.4

7.5

0 20 40 60 80 100

44.1

15.5

40.4

0.9

4.2

26.8

3.3

0.5

11.3

0 20 40 60 80 100

52.8

15.6

38.9

0.6

6.1

12.8

1.7

0.0

11.1

0 20 40 60 80 100



64 

 

ア 日数 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

５
歳
（
507
） 

自宅 152 12.5 23.0 23.7 11.2 23.7 1.3 4.6 

祖父母宅や友人・知人宅 58 48.3 39.7 1.7 － 10.3 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 135 34.8 51.1 12.6 － 1.5 － － 

子どもセンター（児童館） 3 66.7 33.3 － － － － － 

放課後子ども教室 23 30.4 17.4 17.4 8.7 26.1 － － 

放課後児童クラブ 137 2.9 3.6 17.5 5.8 63.5 5.8 0.7 

放課後等デイサービス 12 16.7 8.3 8.3 16.7 41.7 － 8.3 

ファミリーサポートセンター 1 100.0 － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 24 58.3 29.2 8.3 － 4.2 － － 

小
学
１
年
生
（
240
） 

自宅 106 17.0 23.6 16.0 10.4 28.3 2.8 1.9 

祖父母宅や友人・知人宅 34 50.0 29.4 5.9 2.9 11.8 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 86 34.9 39.5 17.4 4.7 2.3 － 1.2 

子どもセンター（児童館） 4 75.0 － － － 25.0 － － 

放課後子ども教室 15 33.3 26.7 13.3 6.7 20.0 － － 

放課後児童クラブ 68 5.9 1.5 11.8 10.3 66.2 4.4 － 

放課後等デイサービス 5 20.0 20.0 20.0 － 40.0 － － 

ファミリーサポートセンター 1 100.0 － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 18 33.3 27.8 11.1 16.7 5.6 － 5.6 

小
学
２
年
生
（
213
） 

自宅 94 19.1 20.2 24.5 6.4 26.6 2.1 1.1 

祖父母宅や友人・知人宅 33 48.5 36.4 9.1 － 6.1 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 86 25.6 54.7 14.0 3.5 2.3 － － 

子どもセンター（児童館） 2 50.0 － － － 50.0 － － 

放課後子ども教室 9 － 55.6 33.3 － 11.1 － － 

放課後児童クラブ 57 1.8 3.5 17.5 10.5 66.7 － － 

放課後等デイサービス 7 － 28.6 － － 71.4 － － 

ファミリーサポートセンター 1 － 100.0 － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 24 54.2 16.7 16.7 4.2 8.3 － － 

小
学
３
年
生
（
180
） 

自宅 95 16.8 15.8 25.3 9.5 28.4 2.1 2.1 

祖父母宅や友人・知人宅 28 32.1 42.9 3.6 － 21.4 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 70 27.1 37.1 21.4 8.6 5.7 － － 

子どもセンター（児童館） 1 100.0 － － － － － － 

放課後子ども教室 11 36.4 9.1 27.3 － 27.3 － － 

放課後児童クラブ 23 13.0 17.4 4.3 8.7 52.2 4.3 － 

放課後等デイサービス 3 66.7 － － 33.3 － － － 

ファミリーサポートセンター 0 － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 20 50.0 35.0 5.0 10.0 － － － 
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（３） 高学年での希望 

他に比べ、５歳、小学１年生、小学２年生では、「放課後児童クラブ」の割合が、小学４年

生、５年生では「習い事、学習塾、スポーツ少年団など」の割合が高くなっています。 
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ア 日数 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

５
歳
（
507
） 

自宅 136 14.0 26.5 25.7 4.4 25.0 1.5 2.9 

祖父母宅や友人・知人宅 60 45.0 33.3 11.7 － 10.0 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 126 19.0 54.8 18.3 3.2 4.0 0.8 － 

子どもセンター（児童館） 1 － － － － － 100.0 － 

放課後子ども教室 18 27.8 33.3 16.7 5.6 16.7 － － 

放課後児童クラブ 78 5.1 12.8 19.2 7.7 51.3 2.6 1.3 

放課後等デイサービス 11 9.1 27.3 － 27.3 27.3 － 9.1 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 23 65.2 26.1 4.3 － 4.3 － － 

小
学
１
年
生
（
240
） 

自宅 70 12.9 31.4 17.1 5.7 30.0 1.4 1.4 

祖父母宅や友人・知人宅 24 54.2 29.2 4.2 － 12.5 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 54 20.4 48.1 24.1 5.6 1.9 － － 

子どもセンター（児童館） 1 － － － － 100.0 － － 

放課後子ども教室 7 28.6 42.9 － － 28.6 － － 

放課後児童クラブ 35 2.9 17.1 11.4 8.6 54.3 5.7 － 

放課後等デイサービス 4 25.0 － 25.0 － 50.0 － － 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 9 11.1 22.2 33.3 11.1 11.1 － 11.1 

小
学
２
年
生
（
213
） 

自宅 54 22.2 27.8 13.0 3.7 33.3 － － 

祖父母宅や友人・知人宅 18 61.1 27.8 5.6 5.6 － － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 53 24.5 41.5 22.6 5.7 5.7 － － 

子どもセンター（児童館） 2 － － － － 100.0 － － 

放課後子ども教室 5 20.0 40.0 40.0 － － － － 

放課後児童クラブ 34 － 14.7 8.8 14.7 61.8 － － 

放課後等デイサービス 5 － 20.0 40.0 － 40.0 － － 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 11 45.5 27.3 9.1 － 18.2 － － 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

小
学
３
年
生
（
180
） 

自宅 63 14.3 22.2 22.2 11.1 23.8 3.2 3.2 

祖父母宅や友人・知人宅 21 33.3 38.1 4.8 － 23.8 － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 48 27.1 31.3 25.0 10.4 6.3 － － 

子どもセンター（児童館） － － － － － － － － 

放課後子ども教室 8 50.0 － 37.5 － 12.5 － － 

放課後児童クラブ 11 － 18.2 9.1 27.3 27.3 18.2 － 

放課後等デイサービス 3 33.3 － 33.3 － － － 33.3 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 10 30.0 40.0 20.0 10.0 － － － 

小
学
４
年
生
（
121
） 

自宅 55 14.5 23.6 16.4 5.5 29.1 5.5 5.5 

祖父母宅や友人・知人宅 14 50.0 28.6 7.1 14.3 － － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 43 18.6 44.2 34.9 － 2.3 － － 

子どもセンター（児童館） 0 － － － － － － － 

放課後子ども教室 7 42.9 14.3 － 28.6 14.3 － － 

放課後児童クラブ 13 － 7.7 23.1 7.7 61.5 － － 

放課後等デイサービス 1 － 100.0 － － － － － 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 7 71.4 28.6 － － － － － 

小
学
５
年
生
（
75
） 

自宅 38 10.5 28.9 21.1 5.3 31.6 － 2.6 

祖父母宅や友人・知人宅 14 50.0 35.7 7.1 7.1 － － － 

習い事、学習塾、スポーツ少年団など 30 23.3 43.3 20.0 10.0 3.3 － － 

子どもセンター（児童館） 3 － － 66.7 － 33.3 － － 

放課後子ども教室 2 － 50.0 － － 50.0 － － 

放課後児童クラブ 6 － － 33.3 － 66.7 － － 

放課後等デイサービス － － － － － － － － 

ファミリーサポートセンター － － － － － － － － 

その他（コミセン、公園など） 4 100.0 － － － － － － 
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９ 子育て環境について 

問 17 下記の①～⑫の取り組みについて、（１）周知状況、（２）利用状況、（３）今後の

利用希望についてお答えください。（それぞれ１つだけに◯） 

（１） 周知状況 

『⑪市が発行している広報･情報誌』で「はい」の割合が高くなっています。また、『①子育

て世代包括支援センター（妊娠期からの支援）』『⑥子ども家庭相談室（養育相談）』で「いい

え」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい いいえ 無回答

回答者数 = 1,969

①子育て世代包括支援センター
　（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
　 あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター
   （発達支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
   センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
   前児対象の広場( ふれあい幼稚園･
   園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協議
   会がコミセンで行う親子交流の場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームページ・
   タウンメール・フェイスブック

28.1

82.1

83.1

75.8

55.8

28.0

54.3

71.9

61.3

39.7

88.8

55.7

67.7

14.6

13.6

21.0

40.8

68.3

42.1

24.8

35.3

56.7

8.0

40.8

4.2

3.4

3.3

3.1

3.4

3.7

3.6

3.3

3.4

3.6

3.3

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【参考（平成 25 年度調査）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい いいえ 無回答

回答者数 = 1,871

①子ども療育センター・発達支援室

②子ども家庭相談室

③子育て支援センター

④つどいの広場

⑤子どもセンター

⑥近江八幡市ファミリーサポートセン
ター「すくすく」

⑦まちづくり協議会

⑧パパとママのレッスン教室

⑨保健センターの情報・相談サービス

⑩子育てに関する講座・講演

⑪保育所（園）や幼稚園での就園前時
対象事業

⑫健康栄養相談室

⑬市が発行している広報・情報誌

⑭子育て短期支援事業

45.0

34.0

83.8

69.3

76.5

61.3

45.8

56.1

50.5

44.2

71.5

36.4

89.2

8.1

50.2

59.9

11.0

24.9

18.3

33.7

49.1

38.9

44.3

50.2

23.7

58.0

5.5

86.1

4.8

6.1

5.3

5.8

5.1

5.0

5.1

5.0

5.2

5.6

4.9

5.6

5.4

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【回答者の年齢×周知状況】 

回答者の年齢別でみると、年代が下がるにつれ、⑤子ども発達支援センター（発達支援）、⑦

近江八幡市ファミリーサポートセンター「すくすく」、⑨地域の親子広場、⑩子ども食堂の周知

度が低くなる傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

回答者数 = 4 回答者数 = 200 回答者数 = 1265 回答者数 = 471 回答者数 = 16

10代 20代 30代 40代 50代以上

25.0

50.0

50.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

25.0

25.0

100.0

50.0

0 50 100

32.0

83.0

84.0

73.0

45.0

32.0

43.5

55.5

45.0

27.0

77.5

37.5

0 50 100

28.2

83.1

85.1

78.6

56.0

27.4

55.3

74.4

61.9

38.4

90.3

56.6

0 50 100

27.0

80.3

79.0

71.8

60.9

28.7

58.2

73.7

67.3

49.0

89.6

61.4

0 50 100

18.8

62.5

56.3

25.0

50.0

31.3

31.3

43.8

56.3

31.3

81.3

50.0

0 50 100
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【貧困度×周知状況】 

貧困度別でみると、⑦近江八幡市ファミリーサポートセンター「すくすく」を除いた項目にお

いて、非貧困世帯に比べ、貧困世帯で周知度が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇貧困世帯とは 

１年間の家族全員の収入（税金と社会保険料などを引く前の総額（額面））の合計額が一定水

準である 122万円（※）未満とみなされる世帯（収入の選択肢の下限をその世帯の収入とみな

し、等価可処分所得を算出） 

 

（※）一定水準の考え方 

本調査では、厚生労働省「平成 28 年国民生活基礎調査」から算出された「等価可処分所得」

の中央値の 50％である 122万円を基準とし、等価可処分所得が 122万円未満の世帯を「貧困世

帯」と区分しました。 

    問１（８）の同居人数と、問 19の世帯収入を基に算出しました。 

  

％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

回答者数 = 178 回答者数 = 1665

貧困世帯 非貧困世帯

26.4

76.4

80.3

68.0

55.1

26.4

59.0

65.2

56.7

36.5

86.0

52.8

0 50 100

28.6

83.5

84.1

76.9

56.3

28.5

54.3

72.9

62.2

40.4

90.0

56.5

0 50 100
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【子育ての楽しさ×周知状況】 

子育ての楽しさ別でみると、⑩子ども食堂を除いたすべての項目において、全く楽しくないで

周知度が最も低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

回答者数 = 475 回答者数 = 1263 回答者数 = 159 回答者数 = 21

とても楽しい
どちらかと

いうと楽しい
あまり

楽しくない
全く楽しくない

33.5

81.9

82.7

75.8

52.4

30.7

52.2

72.2

60.4

37.9

89.3

53.1

0 50 100

26.8

82.6

83.3

76.6

56.0

27.0

55.4

72.4

61.4

40.8

89.5

56.9

0 50 100

25.2

86.2

88.1

76.7

67.3

27.7

56.6

76.7

69.2

37.1

89.3

58.5

0 50 100

19.0

66.7

71.4

52.4

47.6

19.0

33.3

57.1

38.1

52.4

71.4

47.6

0 50 100
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【地域・近所との関わり×周知状況】 

地域・近所との関わり別でみると、すべての項目において、全く付き合っていないで周知度が

最も低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

回答者数 = 193 回答者数 = 1117 回答者数 = 480 回答者数 = 123 回答者数 = 9

よく付き
合っている

ある程度付き
合っている

あまり付き
合っていない

全く付き
合っていない

わからない

29.5

83.9

84.5

76.2

61.7

32.6

55.4

79.3

69.4

48.7

91.7

64.2

0 50 100

28.4

82.8

83.0

79.1

60.3

30.0

55.8

76.5

67.0

42.1

90.2

58.5

0 50 100

29.2

83.1

84.6

72.5

47.1

21.9

53.1

64.8

51.7

33.5

89.0

50.2

0 50 100

20.3

74.0

76.4

62.6

36.6

20.3

44.7

52.8

36.6

26.8

71.5

39.8

0 50 100

11.1

66.7

100.0

88.9

66.7

33.3

44.4

66.7

55.6

22.2

100.0

44.4

0 50 100



74 

（２） 利用状況 

『⑪市が発行している広報･情報誌』で「はい」の割合が高くなっています。また、『⑥子ど

も家庭相談室（養育相談）』で「いいえ」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969

①子育て世代包括支援センター
　（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
　 あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター
   （発達支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
   センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
   前児対象の広場( ふれあい幼稚園･
   園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協議
   会がコミセンで行う親子交流の場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームページ・
   タウンメール・フェイスブック

9.4

54.8

47.0

38.4

13.7

2.2

4.5

40.5

33.5

7.2

65.6

41.7

81.8

40.1

47.5

55.7

79.6

90.2

88.8

53.5

60.1

85.9

28.2

51.7

8.7

5.1

5.4

5.8

6.7

7.6

6.8

6.0

6.3

6.9

6.2

6.6

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

はい いいえ 無回答
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【参考（平成 25 年度調査）】 

 

 

 

  回答者数 = 1,871

①子ども療育センター・発達支援室

②子ども家庭相談室

③子育て支援センター

④つどいの広場

⑤子どもセンター

⑥近江八幡市ファミリーサポートセン
ター「すくすく」

⑦まちづくり協議会

⑧パパとママのレッスン教室

⑨保健センターの情報・相談サービス

⑩子育てに関する講座・講演

⑪保育所（園）や幼稚園での就園前時
対象事業

⑫健康栄養相談室

⑬市が発行している広報・情報誌

⑭子育て短期支援事業

9.5

1.8

39.6

27.3

46.1

7.9

20.3

21.1

16.0

13.0

38.4

8.8

67.5

81.5

87.1

52.5

63.9

46.3

82.9

69.9

70.2

74.7

77.2

53.3

80.8

23.6

9.0

11.1

8.0

8.8

7.7

9.2

9.8

8.7

9.2

9.8

8.3

10.5

8.9

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

はい いいえ 無回答
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【回答者の年齢×利用状況】 

回答者の年齢別でみると、件数は少ないものの、他に比べ、10代で①子育て世代包括支援セン

ター、⑩子ども食堂の利用の割合が高くなっています。また、30 代、40 代で④つどいの広場、

⑧幼稚園や保育所（園）での就園前児対象の広場、⑨地域の親子広場の利用の割合が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

回答者数 = 4 回答者数 = 200 回答者数 = 1265 回答者数 = 471 回答者数 = 16

10代 20代 30代 40代 50代以上

25.0

50.0

50.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

25.0

100.0

50.0

0 50 100

8.0

41.5

38.5

26.5

3.5

1.0

2.5

20.0

15.0

2.5

50.0

24.0

0 50 100

10.1

57.2

50.1

40.9

13.7

2.5

4.2

43.0

34.7

6.7

67.8

43.1

0 50 100

8.1

55.0

42.9

37.6

17.2

1.7

5.9

43.9

38.4

10.2

66.5

45.9

0 50 100

6.3

25.0

18.8

12.5

25.0

6.3

6.3

6.3

25.0

6.3

37.5

31.3

0 50 100
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【子育て環境の評価×利用状況】 

子育て環境の評価別でみると、他に比べ、「子育てしやすい環境と全く思わない」で、③子育

て支援センター、④つどいの広場、⑨地域の親子広場で利用の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

回答者数 = 81 回答者数 = 648 回答者数 = 936 回答者数 = 226

とても
そう思う

どちらかと
いうと思う

あまり
思わない

全く
思わない

11.1

54.3

50.6

43.2

12.3

1.2

3.7

42.0

39.5

9.9

66.7

46.9

0 50 100

11.3

56.6

52.6

40.0

12.7

2.5

4.2

40.9

33.8

6.9

67.1

42.6

0 50 100

8.1

54.2

45.1

38.4

13.5

1.9

4.9

40.9

34.3

7.7

66.9

41.7

0 50 100

10.6

54.4

40.7

35.8

16.8

3.5

4.9

41.2

29.2

6.6

60.2

41.2

0 50 100
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【地域・近所との関わり×利用状況】 

地域・近所との関わり別でみると、「付き合っていない人」ほど、取り組みを利用している割

合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

回答者数 = 193 回答者数 = 1117 回答者数 = 480 回答者数 = 123 回答者数 = 9

よく付き
合っている

ある程度付き
合っている

あまり付き
合っていない

全く付き
合っていない

わからない

11.9

61.7

48.2

43.5

16.1

2.6

6.2

55.4

42.5

10.4

69.9

49.2

0 50 100

9.1

57.2

48.0

39.8

14.1

2.3

4.2

46.0

38.6

8.5

67.8

44.6

0 50 100

9.4

51.3

47.1

36.3

12.1

1.9

4.8

27.9

23.5

4.0

64.8

36.5

0 50 100

9.8

38.2

35.8

30.1

10.6

2.4

4.1

19.5

11.4

3.3

43.1

24.4

0 50 100

0.0

33.3

66.7

55.6

0.0

0.0

0.0

22.2

33.3

11.1

77.8

33.3

0 50 100
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（３） 今後の利用希望 

『⑪市が発行している広報・情報誌』で「はい」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969

①子育て世代包括支援センター
　（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
　 あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター
   （発達支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
   センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
   前児対象の広場( ふれあい幼稚園･
   園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協議
   会がコミセンで行う親子交流の場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームページ・
   タウンメール・フェイスブック

13.6

40.0

35.8

26.5

15.2

10.9

15.0

37.2

36.2

21.9

63.7

51.8

30.4

20.3

22.2

30.9

29.2

29.3

29.1

23.9

20.8

28.4

8.4

13.4

47.7

33.8

35.9

36.4

48.7

52.5

49.0

32.2

36.5

42.9

21.4

28.3

8.4

5.9

6.1

6.2

6.9

7.4

7.0

6.6

6.6

6.8

6.4

6.6

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

はい いいえ どちらともいえない 無回答
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【参考（平成 25 年度調査）】 

 

 

  回答者数 = 1,871

①子ども療育センター・発達支援室

②子ども家庭相談室

③子育て支援センター

④つどいの広場

⑤子どもセンター

⑥近江八幡市ファミリーサポートセン
ター「すくすく」

⑦まちづくり協議会

⑧パパとママのレッスン教室

⑨保健センターの情報・相談サービス

⑩子育てに関する講座・講演

⑪保育所（園）や幼稚園での就園前時
対象事業

⑫健康栄養相談室

⑬市が発行している広報・情報誌

⑭子育て短期支援事業

13.1

13.0

41.0

29.6

47.0

21.4

25.5

17.5

30.3

29.4

40.8

21.5

68.1

13.6

24.2

22.3

16.5

21.4

14.1

20.4

19.3

30.7

15.4

17.3

20.1

24.2

5.2

27.8

53.7

53.1

32.7

38.9

30.0

48.4

45.2

42.5

44.4

43.4

30.1

44.0

16.8

46.2

9.0

11.5

9.8

10.2

8.9

9.9

10.0

9.2

9.9

10.0

9.0

10.3

9.8

12.4

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

はい いいえ どちらともいえない 無回答
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【暮らしの状況×今後の利用希望】 

暮らしの状況別でみると、苦しい人ほど、①子育て世代包括支援センター、②子どもセンタ

ー、③子育て支援センター、④つどいの広場、⑧幼稚園や保育所（園）での就園前児対象の広

場、⑨地域の親子広場、⑪市が発行している広報・情報誌、⑫市が配信しているホームページ・

タウンメール・フェイスブックにおいて、利用希望の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

回答者数 = 20 回答者数 = 178 回答者数 = 1019 回答者数 = 534 回答者数 = 154

大変
ゆとりがある

やや
ゆとりがある

普通
やや

苦しい
大変

苦しい

35.0

45.0

40.0

50.0

15.0

15.0

30.0

55.0

45.0

25.0

60.0

55.0

0 50 100

15.7

42.7

33.7

29.2

16.9

8.4

15.2

35.4

41.6

19.7

74.2

56.2

0 50 100

13.2

41.3

37.7

27.9

13.1

9.1

13.6

38.0

38.2

20.2

65.2

52.2

0 50 100

14.6

39.5

36.0

25.1

17.2

13.5

17.0

39.3

34.8

25.5

61.4

53.0

0 50 100

9.1

34.4

28.6

18.8

21.4

16.2

16.9

29.2

23.4

26.0

57.8

46.8

0 50 100
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【生活における孤立感×今後の利用希望】 

生活における孤立感別でみると、孤立感を感じる人は、②子どもセンター、⑤子ども発達支援

センター、⑥子ども家庭相談室、⑦近江八幡市ファミリーサポートセンター「すくすく」、⑨地

域の親子広場において、利用希望の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

あまり
感じない

全く感じない わからない

回答者数 = 39 回答者数 = 399 回答者数 = 889 回答者数 = 508 回答者数 = 89

強く感じる やや感じる

7.7

43.6

35.9

25.6

20.5

23.1

20.5

38.5

43.6

25.6

56.4

51.3

0 50 100

19.5

51.6

47.9

36.6

23.8

18.3

26.3

46.9

42.6

26.1

69.4

57.9

0 50 100

13.4

39.9

34.2

24.1

13.9

9.3

13.8

38.5

37.9

22.6

66.6

53.2

0 50 100

11.2

35.4

31.7

24.8

11.2

6.7

9.6

31.7

31.3

18.3

58.9

49.6

0 50 100

10.1

20.2

24.7

20.2

11.2

11.2

6.7

23.6

22.5

18.0

48.3

33.7

0 50 100
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【子育ての楽しさ×今後の利用希望】 

子育ての楽しさ別でみると、楽しくないと感じる人ほど、利用希望が低くなる傾向となってい

ます。一方、⑩子ども食堂では、他に比べ、全く楽しくないで今後の利用希望の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％ ％ ％ ％

①子育て世代包括支援センター
（妊娠期からの支援）

②子どもセンター（旧：児童館）

③子育て支援センター

④つどいの広場（ほんわかの家、
あいあいの家）

⑤子ども発達支援センター（発達
支援）

⑥子ども家庭相談室（養育相談）

⑦近江八幡市ファミリーサポート
センター「すくすく」

⑧幼稚園や保育所（園）での就園
前児対象の広場( ふれあい幼稚
園･ 園庭開放・きらきら広場など)

⑨地域の親子広場（まちづくり協
議会がコミセンで行う親子交流の
場）

⑩子ども食堂（居場所支援）

⑪市が発行している広報･ 情報誌

⑫市が配信しているホームペー
ジ・タウンメール・フェイスブック

回答者数 = 475 回答者数 = 1263 回答者数 = 159 回答者数 = 21

とても楽しい
どちらかと

いうと楽しい
あまり

楽しくない
全く楽しくない

19.4

45.9

42.7

31.8

10.1

10.7

15.4

44.0

42.5

21.1

66.1

52.4

0 50 100

12.5

39.4

34.1

25.3

16.3

10.4

14.8

35.9

34.5

22.5

63.7

51.9

0 50 100

8.8

34.0

31.4

24.5

22.0

14.5

18.9

34.6

35.2

21.4

64.8

57.9

0 50 100

0.0

14.3

19.0

4.8

19.0

19.0

4.8

9.5

14.3

28.6

19.0

23.8

0 50 100
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問 18 ご家庭の暮らしの状況（経済的な面）は、どのように感じていますか。 

（１つに○） 

「普通」の割合が 51.8％と最も高く、次

いで「やや苦しい」の割合が 27.1％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの人数×暮らしの状況】 

子どもの人数別でみると、人数が多くなるほど、「やや苦しい」と「苦しい」をあわせた苦し

い割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

大変ゆとりがある

ややゆとりがある

普通

やや苦しい

大変苦しい

無回答

1.0

9.0

51.8

27.1

7.8

3.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

１人 629

２人 909

３人 338

４人 58

５人以上 7

1.7

0.7

3.4

9.7

10.1

5.9

5.2

55.2

51.3

48.2

37.9

28.6

25.0

25.7

34.6

36.2

28.6

5.4

8.8

8.3

12.1

42.9

3.0

3.4

3.0

5.2

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

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通 やや苦しい

大変苦しい 無回答
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【貧困度×暮らしの状況】 

貧困度別でみると、非貧困世帯に比べ貧困世帯で、「やや苦しい」と「苦しい」をあわせた苦

しい割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇貧困世帯とは 

１年間の家族全員の収入（税金と社会保険料などを引く前の総額（額面））の合計額が一定水

準である 122万円（※）未満とみなされる世帯（収入の選択肢の下限をその世帯の収入とみな

し、等価可処分所得を算出） 

 

（※）一定水準の考え方 

本調査では、厚生労働省「平成 28 年国民生活基礎調査」から算出された「等価可処分所得」

の中央値の 50％である 122万円を基準とし、等価可処分所得が 122万円未満の世帯を「貧困世

帯」と区分しました。 

    問１（８）の同居人数と、問 19の世帯収入を基に算出しました。 

 

 

 

【子育ての楽しさ×暮らしの状況】 

子育ての楽しさ別でみると、楽しくないと感じる人ほど、「やや苦しい」と「苦しい」をあわ

せた苦しい割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

貧困世帯 178

非貧困世帯 1,665

1.1

0.9

0.6

9.9

24.2

55.1

43.3

25.9

28.1

6.1

2.8

2.1

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

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通 やや苦しい

大変苦しい 無回答

回答者数 =

とても楽しい 475

どちらかというと楽し
い

1,263

あまり楽しくない 159

全く楽しくない 21

1.7

0.8

12.0

8.6

5.7

9.5

54.7

52.5

49.1

19.0

22.7

28.7

30.2

28.6

6.5

7.0

13.8

38.1

2.3

2.4

1.3

4.8

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

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通 やや苦しい

大変苦しい 無回答
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問 19 暮らしを一緒にしている方、全員の収入を合わせた「世帯全体の収入（年間のボ

ーナス含む手取り額）」は、どのくらいですか。（１つに○） 

「500～600万円未満」の割合が 20.4％と

最も高く、次いで「400～500 万円未満」の

割合が 20.1％、「300～400 万円未満」の割

合が 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【暮らしの状況×収入】 

暮らしの状況別でみると、大変ゆとりがある、ややゆとりがあるで「1,000 万円以上」の割合

が高くなっています。また、やや苦しいでは 500万円未満、大変苦しいでは 400万円未満で５割

以上を占めています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

0
円 

１
～
100
万
円
未
満 

100
～
200
万
円
未
満 

200
～
300
万
円
未
満 

300
～
400
万
円
未
満 

400
～
500
万
円
未
満 

500
～
600
万
円
未
満 

600
～
700
万
円
未
満 

700
～
800
万
円
未
満 

800
～
900
万
円
未
満 

900
～
1,000
万
円
未
満 

1,000
万
円
以
上 

無
回
答 

大変ゆ と り
がある 

20  － 5.0  － 5.0  － 10.0  10.0  5.0  － 5.0  10.0  40.0  10.0  

ややゆ と り
がある 

178  0.6  － － － 2.2  7.3  12.9  10.7  16.9  14.0  10.7  21.3  3.4  

普通 1019  0.1  0.5  0.4  2.6  10.0  20.1  24.4  15.5  10.4  5.9  3.6  2.4  4.0  

やや苦しい 534  － 1.1  3.0  10.5  21.3  25.7  18.7  8.6  4.9  2.1  0.6  0.4  3.2  

大変苦しい 154  － 2.6  7.1  18.8  29.2  18.8  11.0  6.5  3.2  0.6  － 0.6  1.3  

  

回答者数 = 1,969 ％

0 円

１～100 万円未満

100 ～200 万円未満

200 ～300 万円未満

300 ～400 万円未満

400 ～500 万円未満

500 ～600 万円未満

600 ～700 万円未満

700 ～800 万円未満

800 ～900 万円未満

900 ～1,000 万円未満

1,000 万円以上

無回答

0.1

0.8

1.6

5.9

13.7

20.1

20.4

12.1

8.6

5.1

3.1

3.7

4.6

0 20 40 60 80 100
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問 20 子育てに関する悩みをどのような人・機関に相談していますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

「配偶者」の割合が 83.3％と最も高く、次いで「父母、祖父母等の親族」の割合が 77.5％、「友

人（子育て中の仲間など）や知人」の割合が 77.3％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「近所の人」の割合が減少しています。 

 

【平成 30年度調査】    【平成 25年度調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25年度の調査項目の読み替え 

平成 25 年度調査にある「幼稚園・保育所（園）・認定こども園等」は、「保育所（園）（20.3％）」「幼稚園（18.7％）」

に分けて調査・集計していました。 

また、平成 25年度調査の「子育て世代包括支援センター」は「子育て支援機関（8.8％）」、「相談していない」は「相

談すべき人がいない（0.3％）」として調査・集計していました。 

 

【その他（1.9％）の主な意見】 

・子どもセンター 

・職場 

・助産師 

・インターネット     など 

  

％

配偶者

父母、祖父母等の親族

友人（子育て中の仲間など）や
知人

近所の人

幼稚園・保育所（園）・認定こど
も園等

小学校

民生委員・児童委員

医療機関

市役所や総合支所、保健セン
ター

子育て世代包括支援センター

子ども発達支援センターや発達
支援課

保健所や児童相談所

その他

相談すべきことはない

相談していない

無回答

83.3

77.5

77.3

15.4

37.0

8.0

0.7

10.6

6.1

2.1

7.1

0.9

1.9

0.8

1.4

1.1

0 20 40 60 80 100

％

配偶者

父母、祖父母等の親族

友人（子育て中の仲間など）や
知人

近所の人

幼稚園・保育所（園）・認定こど
も園等

小学校

民生委員・児童委員

医療機関

市役所や総合支所、保健セン
ター

子育て世代包括支援センター

子ども発達支援センターや発達
支援課

保健所や児童相談所

その他

相談すべきことはない

相談していない

無回答

84.3

78.1

80.0

22.1

-

7.3

0.4

14.1

8.6

8.8

4.8

1.3

1.3

0.5

0.3

2.9

0 20 40 60 80 100
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【回答者の年齢×相談相手】 

回答者の年齢別でみると、他に比べ、30代以上で「⑤幼稚園・保育所（園）・認定こども園等」

の割合が、40代以上で「⑪子ども発達支援センターや発達支援課」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
配
偶
者 

②
父
母
、
祖
父
母
等
の
親
族 

③
友
人
（
子
育
て
中
の
仲
間
な
ど
）
や
知
人 

④
近
所
の
人 

⑤
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）
・
認
定
こ
ど
も
園
等 

⑥
小
学
校 

⑦
民
生
委
員
・
児
童
委
員 

⑧
医
療
機
関 

⑨
市
役
所
や
総
合
支
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー 

⑩
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

⑪
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
や
発
達
支
援
課 

⑫
保
健
所
や
児
童
相
談
所 

⑬
そ
の
他 

⑭
相
談
す
べ
き
こ
と
は
な
い 

⑮
相
談
し
て
い
な
い 

無
回
答 

10 代 4  75.0  75.0  25.0  － 25.0  25.0  － － － － － － － － 25.0  － 

20 代 200  76.5  86.5  68.0  9.5  21.5  1.0  － 6.0  7.5  2.0  2.0  0.5  3.0  0.5  － 2.0  

30 代 1265  84.5  79.3  79.6  16.8  38.9  8.6  0.7  11.5  5.9  2.4  6.6  0.9  1.9  0.7  1.5  0.7  

40 代 471  83.9  70.5  76.6  14.0  38.9  9.3  1.1  10.8  5.9  1.7  10.2  1.1  1.5  0.8  1.3  1.5  

50 代以上 16  50.0  50.0  43.8  12.5  43.8  6.3  － 6.3  12.5  － 12.5  － － 6.3  6.3  6.3  

 

 

 

【世帯状況×相談相手】 

世帯状況別でみると、未就学児童のみ世帯に比べ、小学生のいる世帯で「⑥小学校」の割合が

高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
配
偶
者 

②
父
母
、
祖
父
母
等
の
親
族 

③
友
人
（
子
育
て
中
の
仲
間
な
ど
）
や
知
人 

④
近
所
の
人 

⑤
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）
・
認
定
こ
ど
も
園
等 

⑥
小
学
校 

⑦
民
生
委
員
・
児
童
委
員 

⑧
医
療
機
関 

⑨
市
役
所
や
総
合
支
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー 

⑩
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

⑪
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
や
発
達
支
援
課 

⑫
保
健
所
や
児
童
相
談
所 

⑬
そ
の
他 

⑭
相
談
す
べ
き
こ
と
は
な
い 

⑮
相
談
し
て
い
な
い 

無
回
答 

未就学児童
のみ世帯 

1228  81.4  80.2  76.1  13.8  36.5  0.2  0.7  11.5  7.9  3.3  6.0  1.1  2.4  0.9  1.6  1.1  

小学生のい
る世帯 

716  86.0  73.5  79.2  17.9  38.4  21.4  0.8  9.5  3.1  0.3  8.7  0.4  1.1  0.6  1.0  1.1  
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【居住期間×相談相手】 

居住期間別でみると、他に比べ、１年未満で「⑨市役所や総合支所、保健センター」の割合が

高いものの、他の公的機関の利用は低くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
配
偶
者 

②
父
母
、
祖
父
母
等
の
親
族 

③
友
人
（
子
育
て
中
の
仲
間
な
ど
）
や
知
人 

④
近
所
の
人 

⑤
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）
・
認
定
こ
ど
も
園
等 

⑥
小
学
校 

⑦
民
生
委
員
・
児
童
委
員 

⑧
医
療
機
関 

⑨
市
役
所
や
総
合
支
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー 

⑩
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

⑪
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
や
発
達
支
援
課 

⑫
保
健
所
や
児
童
相
談
所 

⑬
そ
の
他 

⑭
相
談
す
べ
き
こ
と
は
な
い 

⑮
相
談
し
て
い
な
い 

無
回
答 

１年未満 71 76.1 87.3 70.4 5.6 16.9 1.4 - 4.2 11.3 1.4 1.4 2.8 - - 2.8 - 

１年～ 
３年未満 

191  85.9  79.6  74.3  9.4  22.5  3.1  0.5  8.4  11.5  5.2  1.6  1.0  3.7  0.5  2.1  0.5  

３年～ 
５年未満 

254  84.6  82.3  76.4  15.7  32.7  2.4  0.8  8.3  6.7  3.1  6.3  1.2  2.0  1.2  0.8  1.2  

５年～ 
10 年未満 

550  85.1  74.0  81.5  18.7  42.2  9.6  0.9  13.1  5.8  1.3  8.9  0.4  2.5  0.4  2.0  0.9  

10 年～ 
20 年未満 

352  86.4  72.7  78.7  17.0  42.9  16.8  0.6  12.5  4.8  1.4  9.4  0.9  1.1  － 1.4  1.4  

20 年以上 530  79.2  80.8  74.7  13.8  38.5  6.0  0.8  10.0  4.3  2.1  6.6  0.9  1.3  1.7  0.6  1.3  

 

 

【家庭類型×相談相手】 

家庭類型別でみると、件数は少ないものの、他に比べ、父親のみ（ひとり親家庭）で「⑮相談

していない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
配
偶
者 

②
父
母
、
祖
父
母
等
の
親
族 

③
友
人
（
子
育
て
中
の
仲
間
な
ど
）
や
知
人 

④
近
所
の
人 

⑤
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）
・
認
定
こ
ど
も
園
等 

⑥
小
学
校 

⑦
民
生
委
員
・
児
童
委
員 

⑧
医
療
機
関 

⑨
市
役
所
や
総
合
支
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー 

⑩
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

⑪
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
や
発
達
支
援
課 

⑫
保
健
所
や
児
童
相
談
所 

⑬
そ
の
他 

⑭
相
談
す
べ
き
こ
と
は
な
い 

⑮
相
談
し
て
い
な
い 

無
回
答 

両親 1874  86.7  78.0  78.3  15.6  37.4  8.3  0.6  10.9  5.9  2.2  7.2  0.9  1.9  0.7  1.2  1.0  

父親のみ 
（ひとり親家庭） 

8  12.5  37.5  37.5  － 25.0  12.5  － － 12.5  － 12.5  － － 12.5  25.0  － 

母親のみ 
（ひとり親家庭） 

70  1.4  71.4  54.3  7.1  30.0  － 2.9  2.9  10.0  1.4  2.9  1.4  1.4  1.4  2.9  2.9  

その他 1  － 100.0  － － － － － － － － － － 100.0  － － － 
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【生活における孤立感×相談相手】 

生活における孤立感別でみると、他に比べ、強く感じるで「⑮相談していない」の割合が高く

なっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
配
偶
者 

②
父
母
、
祖
父
母
等
の
親
族 

③
友
人
（
子
育
て
中
の
仲
間
な
ど
）
や
知
人 

④
近
所
の
人 

⑤
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）
・
認
定
こ
ど
も
園
等 

⑥
小
学
校 

⑦
民
生
委
員
・
児
童
委
員 

⑧
医
療
機
関 

⑨
市
役
所
や
総
合
支
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー 

⑩
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

⑪
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
や
発
達
支
援
課 

⑫
保
健
所
や
児
童
相
談
所 

⑬
そ
の
他 

⑭
相
談
す
べ
き
こ
と
は
な
い 

⑮
相
談
し
て
い
な
い 

無
回
答 

強く感じる 39  53.8  56.4  35.9  5.1  17.9  2.6  5.1  10.3  7.7  2.6  5.1  － 2.6  － 23.1  － 

やや感じる 399  79.4  75.2  73.2  13.3  34.8  7.5  0.5  11.5  10.5  2.5  10.3  2.0  2.5  0.3  1.8  － 

あまり感じ
ない 

889  87.1  80.8  82.1  15.5  37.5  8.4  0.4  10.7  5.4  2.1  6.6  0.7  1.8  0.7  0.3  － 

全く感じ 
ない 

508  86.4  79.9  80.3  18.5  42.5  9.4  1.2  10.8  4.1  2.2  5.1  0.4  1.0  1.2  1.2  0.2  

わからない 89  77.5  68.5  69.7  16.9  27.0  3.4  － 7.9  5.6  1.1  9.0  1.1  4.5  2.2  2.2  － 

 

【地域・近所との関わり×相談相手】 

地域・近所との関わり別でみると、付き合っていない人ほど、「③友人（子育て中の仲間など）

や知人」「④近所の人」「⑤幼稚園・保育所（園）・認定こども園等」「⑥小学校」の割合が低くな

っています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
配
偶
者 

②
父
母
、
祖
父
母
等
の
親
族 

③
友
人
（
子
育
て
中
の
仲
間
な
ど
）
や
知
人 

④
近
所
の
人 

⑤
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）
・
認
定
こ
ど
も
園
等 

⑥
小
学
校 

⑦
民
生
委
員
・
児
童
委
員 

⑧
医
療
機
関 

⑨
市
役
所
や
総
合
支
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー 

⑩
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

⑪
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
や
発
達
支
援
課 

⑫
保
健
所
や
児
童
相
談
所 

⑬
そ
の
他 

⑭
相
談
す
べ
き
こ
と
は
な
い 

⑮
相
談
し
て
い
な
い 

無
回
答 

よく付き合
っている 

193  84.5  75.1  85.0  36.8  40.4  11.9  2.1  15.0  4.1  2.6  7.8  1.6  2.6  2.1  0.5  1.6  

ある程度付き
合っている 

1117  86.4  79.7  82.1  18.7  41.0  10.2  0.6  9.8  5.1  1.9  7.8  0.6  1.4  0.5  0.5  0.5  

あまり付き合
っていない 

480  81.3  77.7  71.0  3.8  31.0  3.5  0.6  10.0  9.0  2.3  5.8  0.6  2.7  0.8  1.9  0.6  

全く付き合
っていない 

123  66.7  65.9  51.2  － 26.8  1.6  － 12.2  8.9  3.3  6.5  2.4  0.8  0.8  7.3  1.6  

わからない 9  77.8  88.9  66.7  － 22.2  － － 22.2  － － － － 11.1  － － － 
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問 21 今後、相談をするなら、どのようなことを相談したいですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

「育児の不安や悩み」の割合が 48.0％と

最も高く、次いで「しつけ」の割合が 47.4％、

「子どもの生活習慣全般」の割合が 39.1％

となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「子ども

の運動」「経済的な不安」の割合が増加して

います。一方、「保育所（園）や幼稚園への

入所・生活」「子どもの病気や健康」「子ど

もの生活習慣全般」「ことばや発達の相談」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答者年齢×相談内容】 

回答者年齢別でみると、他に比べ、20 代で「③子どもの食生活」「④保育所（園）や幼稚園へ

の入所・生活」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
娠
・
出
産 

②
子
ど
も
の
運
動 

③
子
ど
も
の
食
生
活 

④
保
育
所
（
園
）
や
幼
稚
園
へ

の
入
所
・
生
活 

⑤
子
育
て
の
交
流
サ
ー
ク
ル 

⑥
し
つ
け 

⑦
経
済
的
な
不
安 

⑧
子
ど
も
の
病
気
や
健
康 

⑨
育
児
の
不
安
や
悩
み 

⑩
歯
科
検
診
や
歯
に
関
す
る

こ
と 

⑪
子
ど
も
の
生
活
習
慣
全
般 

⑫
こ
と
ば
や
発
達
の
相
談 

⑬
就
労
に
つ
い
て
の
悩
み 

⑭
そ
の
他 

⑮
相
談
し
た
い
と
は
思
わ
な
い 

⑯
無
回
答 

10 代 4  － － 25.0  － － 25.0  － － － 25.0  50.0  － － － 25.0  25.0  

20 代 200  22.0  21.0  43.5  40.0  10.5  46.5  21.0  31.0  44.5  34.0  34.5  23.0  15.5  2.5  4.0  2.5  

30 代 1265  10.1  24.5  37.2  32.1  10.0  48.5  14.3  37.9  51.4  33.2  39.1  26.1  21.6  1.3  2.5  2.9  

40 代 471  1.5  22.3  30.1  19.7  4.7  45.9  12.1  36.3  42.5  27.8  41.6  22.5  16.8  3.2  2.8  3.8  

50 代以上 16  － 18.8  12.5  18.8  6.3  18.8  18.8  31.3  25.0  12.5  25.0  25.0  12.5  － 12.5  12.5  

％

妊娠・出産

子どもの運動

子どもの食生活

保育所（園）や幼稚園への入
所・生活

子育ての交流サークル

しつけ

経済的な不安

子どもの病気や健康

育児の不安や悩み

歯科検診や歯に関すること

子どもの生活習慣全般

ことばや発達の相談

就労についての悩み

その他

相談したいとは思わない

無回答

9.1

23.6

36.0

29.7

8.8

47.4

14.4

36.7

48.0

31.7

39.1

24.9

19.7

1.9

2.8

3.2

0.0

6.3

16.9

33.9

50.2

7.6

47.0

7.6

43.4

43.4

27.8

44.9

30.4

14.7

2.8

1.2

4.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,969)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,006)
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【居住期間×相談内容】 

居住期間別でみると、他に比べ、１年～３年未満で「⑥しつけ」「⑨育児の不安や悩み」の割

合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
娠
・
出
産 

②
子
ど
も
の
運
動 

③
子
ど
も
の
食
生
活 

④
保
育
所
（
園
）
や
幼
稚
園
へ

の
入
所
・
生
活 

⑤
子
育
て
の
交
流
サ
ー
ク
ル 

⑥
し
つ
け 

⑦
経
済
的
な
不
安 

⑧
子
ど
も
の
病
気
や
健
康 

⑨
育
児
の
不
安
や
悩
み 

⑩
歯
科
検
診
や
歯
に
関
す
る

こ
と 

⑪
子
ど
も
の
生
活
習
慣
全
般 

⑫
こ
と
ば
や
発
達
の
相
談 

⑬
就
労
に
つ
い
て
の
悩
み 

⑭
そ
の
他 

⑮
相
談
し
た
い
と
は
思
わ
な
い 

⑯
無
回
答 

１年未満 71 21.1 21.1 43.7 38.0 16.9 42.3 21.1 31.0 56.3 33.8 38.0 28.2 22.5 1.4 1.4 2.8 

１年～ 
３年未満 

191  20.9  25.7  51.8  46.1  15.2  56.0  19.4  41.4  62.3  35.6  45.0  27.2  27.2  1.6  1.6  1.0  

３年～ 
５年未満 

254  15.0  28.3  42.9  42.1  13.0  51.6  12.2  33.9  51.6  34.6  39.4  26.0  20.9  0.8  4.7  2.0  

５年～ 
10 年未満 

550  6.9  22.0  30.0  25.5  7.5  43.8  9.8  34.0  49.1  30.4  37.8  25.1  19.6  1.8  2.4  4.5  

10 年～ 
20 年未満 

352  1.7  20.7  27.6  19.0  4.5  42.6  15.1  37.8  39.8  32.1  38.6  24.1  19.3  3.7  2.8  3.4  

20 年以上 530  7.9  24.3  37.5  28.3  7.2  49.4  17.5  39.1  44.7  30.4  39.1  23.0  16.6  1.5  3.0  3.0  

 

 

 

【家庭類型×相談内容】 

家庭類型別でみると、他に比べ、ひとり親家庭で「⑦経済的な不安」の割合が高くなっていま

す。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
娠
・
出
産 

②
子
ど
も
の
運
動 

③
子
ど
も
の
食
生
活 

④
保
育
所
（
園
）
や
幼
稚
園
へ

の
入
所
・
生
活 

⑤
子
育
て
の
交
流
サ
ー
ク
ル 

⑥
し
つ
け 

⑦
経
済
的
な
不
安 

⑧
子
ど
も
の
病
気
や
健
康 

⑨
育
児
の
不
安
や
悩
み 

⑩
歯
科
検
診
や
歯
に
関
す
る

こ
と 

⑪
子
ど
も
の
生
活
習
慣
全
般 

⑫
こ
と
ば
や
発
達
の
相
談 

⑬
就
労
に
つ
い
て
の
悩
み 

⑭
そ
の
他 

⑮
相
談
し
た
い
と
は
思
わ
な
い 

⑯
無
回
答 

両親 1874  9.5  23.8  36.4  30.5  8.8  47.9  13.7  36.9  48.9  32.5  39.9  25.5  19.9  2.0  2.4  3.0  

父親のみ
（ひとり親
家庭） 

8  － 62.5  37.5  － － 37.5  37.5  50.0  25.0  12.5  25.0  25.0  12.5  － 12.5  25.0  

母親のみ
（ひとり親
家庭） 

70  1.4  10.0  22.9  12.9  7.1  32.9  31.4  28.6  31.4  17.1  21.4  10.0  14.3  － 12.9  7.1  

その他 1  － － － － － － 100.0  － 100.0  － － － 100.0  － － － 
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問 23 お子さんに対して、思わずたたいたり、心を傷つけてしまうような言動をしたり、

お子さんの相手や世話をしないことがありますか。（１つに○と、その理由） 

「たまにある」の割合が 43.1％と最も高

く、次いで「してしまいそうになることが

あるが、行動にはほとんど移していない」

の割合が 35.2％、「まったくない」の割合が

15.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【回答者の年齢×子どもへ虐待的な言動】 

回答者年齢別でみると、他に比べ、30代で「よくある」と「たまにある」の割合が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

よくある

たまにある

してしまいそうになることがある
が、行動にはほとんど移してい

ない

まったくない

無回答

3.7

43.1

35.2

15.2

2.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

10代 4

20代 200

30代 1,265

40代 471

50代以上 16

1.5

4.7

2.3

39.5

44.0

43.1

18.8

75.0

34.5

34.7

36.1

31.3

25.0

21.5

13.8

15.7

43.8

3.0

2.8

2.8

6.3

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

よくある

たまにある

してしまいそうになることがあるが、行動にはほとんど移していない

まったくない

無回答
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【居住期間×子どもへ虐待的な言動】 

居住期間別でみると、５年以上で、「よくある」と「たまにある」の割合が５割程度と高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの人数×子どもへ虐待的な言動】 

子どもの人数別でみると、子どもの人数が多くなるほど「よくある」の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よくある

たまにある

してしまいそうになることがあるが、行動にはほとんど移していない

まったくない

無回答

回答者数 =

１年未満 71

１年～３年未満 191

３年～５年未満 254

５年～10年未満 550

10年～20年未満 352

20年以上 530

2.8

1.6

1.2

4.5

5.1

4.2

38.0

36.1

31.9

47.3

46.0

45.3

38.0

33.0

44.9

34.5

33.5

32.6

19.7

26.7

19.7

10.9

12.5

14.3

1.4

2.6

2.4

2.7

2.8

3.6

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

回答者数 =

１人 629

２人 909

３人 338

４人 58

５人以上 7

1.3

3.9

7.4

6.9

14.3

28.6

49.2

52.1

55.2

42.9

38.6

34.4

32.0

19.0

28.6

28.5

9.6

6.2

15.5

14.3

3.0

3.0

2.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【子どもの年齢×子どもへ虐待的な言動】 

子どもの年齢別でみると、２年生（7歳）まで年齢が上がるにつれ、「よくある」と「たまにあ

る」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

０歳 338

１歳 413

２歳 434

３歳 446

４歳 501

５歳 507

１年生（６歳） 240

２年生（７歳） 213

３年生（８歳） 180

４年生（９歳） 121

５年生（10歳） 75

６年生（11歳） 61

中学生以上 121

3.8

3.4

4.1

4.9

3.8

5.9

5.4

6.6

4.4

5.0

2.7

4.9

2.5

36.7

36.1

44.9

45.1

52.3

51.5

52.1

57.3

58.3

52.1

49.3

26.2

43.0

39.1

35.8

35.7

36.5

33.1

29.6

32.5

27.2

27.8

28.9

32.0

49.2

34.7

18.6

21.8

13.1

10.3

7.6

9.1

7.1

8.0

5.6

12.4

13.3

16.4

17.4

1.8

2.9

2.1

3.1

3.2

3.9

2.9

0.9

3.9

1.7

2.7

3.3

2.5

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

よくある

たまにある

してしまいそうになることがあるが、行動にはほとんど移していない

まったくない

無回答
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【暮らしの状況×子どもへ虐待的な言動】 

暮らしの状況別でみると、苦しいほど、「よくある」と「たまにある」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活における孤立感×子どもへ虐待的な言動】 

生活における孤立感別でみると、強く感じる、やや感じるで「よくある」と「たまにある」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 =

大変ゆとりがある 20

ややゆとりがある 178

普通 1,019

やや苦しい 534

大変苦しい 154

2.8

2.2

5.1

10.4

35.0

46.1

41.6

44.9

50.0

30.0

32.6

37.3

35.2

30.5

35.0

16.9

17.3

12.9

5.2

1.7

1.7

1.9

3.9

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

よくある

たまにある

してしまいそうになることがあるが、行動にはほとんど移していない

まったくない

無回答

回答者数 =

強く感じる 39

やや感じる 399

あまり感じない 889

全く感じない 508

わからない 89

28.2

4.8

2.9

2.6

4.5

28.2

52.4

45.1

34.8

52.8

30.8

32.6

38.9

34.8

28.1

12.8

9.8

11.7

27.0

14.6

0.5

1.3

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【子育ての楽しさ×子どもへ虐待的な言動】 

子育ての楽しさ別でみると、全く楽しくないで、「よくある」の割合が６割と高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よくある

たまにある

してしまいそうになることがあるが、行動にはほとんど移していない

まったくない

無回答

回答者数 =

とても楽しい 475

どちらかというと楽し
い

1,263

あまり楽しくない 159

全く楽しくない 21

1.3

3.1

9.4

57.1

31.8

46.1

66.7

9.5

34.5

38.4

21.4

23.8

31.8

11.2

1.3

9.5

0.6

1.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 24 日々の生活において孤立感を感じますか。（１つに○と、その理由） 

「あまり感じない」の割合が 45.1％と最

も高く、次いで「全く感じない」の割合が

25.8％、「やや感じる」の割合が 20.3％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住期間×生活における孤立感】 

居住期間別でみると、居住期間が短い人ほど「強く感じる」と「やや感じる」を合わせた孤

立感を感じる割合が高くなる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

強く感じる

やや感じる

あまり感じない

全く感じない

わからない

無回答

2.0

20.3

45.1

25.8

4.5

2.3

0 20 40 60 80 100

強く感じる やや感じる あまり感じない 全く感じない

わからない 無回答

回答者数 =

１年未満 71

１年～３年未満 191

３年～５年未満 254

５年～10年未満 550

10年～20年未満 352

20年以上 530

4.2

3.7

0.4

2.7

1.7

1.3

33.8

29.8

26.4

18.4

15.3

17.9

42.3

39.8

43.7

47.5

51.7

41.7

14.1

20.9

24.4

24.4

26.1

30.4

5.6

3.7

3.1

4.9

2.8

5.7

2.1

2.0

2.2

2.3

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【暮らしの状況×生活における孤立感】 

暮らしの状況別でみると、苦しい人ほど「強く感じる」と「やや感じる」を合わせた孤立感

を感じる割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育ての楽しさ×生活における孤立感】 

子育ての楽しさ別でみると、楽しくない思う人ほど「強く感じる」と「やや感じる」を合わ

せた孤立感を感じる割合が高く、特に、全く楽しくないで「強く感じる」の割合が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

大変ゆとりがある 20

ややゆとりがある 178

普通 1,019

やや苦しい 534

大変苦しい 154

0.6

1.3

3.2

4.5

15.0

15.7

18.3

24.2

31.2

50.0

50.6

46.4

44.6

35.7

30.0

29.8

28.8

22.1

17.5

5.0

1.1

3.9

5.2

9.1

2.2

1.4

0.7

1.9

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

回答者数 =

とても楽しい 475

どちらかというと楽し
い

1,263

あまり楽しくない 159

全く楽しくない 21

0.8

1.1

6.3

47.6

9.9

20.7

51.6

14.3

36.4

51.8

31.4

28.6

49.9

20.8

3.8

2.5

5.1

6.3

9.5

0.4

0.6

0.6

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

強く感じる やや感じる あまり感じない 全く感じない

わからない 無回答

強く感じる やや感じる あまり感じない 全く感じない

わからない 無回答
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【子育て環境の評価×生活における孤立感】 

子育て環境の評価別でみると、子育てしやすい環境と思わない人ほど「強く感じる」と「や

や感じる」を合わせた孤立感を感じる割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域・近所との関わり×生活における孤立感】 

地域・近所との関わり別でみると、付き合っていない人ほど「強く感じる」と「やや感じる」

を合わせた孤立感を感じる割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

とてもそう思う 81

どちらかというと思う 648

あまり思わない 936

全く思わない 226

1.2

1.5

1.6

4.0

13.6

19.0

21.0

24.8

42.0

46.1

48.0

37.2

35.8

27.9

23.9

24.3

2.5

3.9

4.2

7.5

4.9

1.5

1.3

2.2

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

強く感じる やや感じる あまり感じない 全く感じない

わからない 無回答

回答者数 =

よく付き合っている 193

ある程度付き合って
いる

1,117

あまり付き合ってい
ない

480

全く付き合っていな
い

123

わからない 9

1.0

1.1

2.3

9.8

11.1

7.3

17.4

28.1

36.6

22.2

42.5

47.7

46.9

26.8

33.3

43.0

28.2

16.0

16.3

22.2

3.6

3.8

5.6

8.1

11.1

2.6

1.9

1.0

2.4

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

強く感じる やや感じる あまり感じない 全く感じない

わからない 無回答
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問 25 あなたは、毎日の生活や子育てを楽しいと感じていますか。 

（１つに○と、その理由） 

「どちらかというと楽しい」の割合が

64.1％と最も高く、次いで「とても楽しい」

の割合が 24.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答者の年齢×子育てを楽しいと感じるか】 

回答者の年齢別でみると、他に比べ、30 代、40 代で「とても楽しい」の割合が低くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

とても楽しい

どちらかというと楽しい

あまり楽しくない

全く楽しくない

無回答

24.1

64.1

8.1

1.1

2.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

10代 4

20代 200

30代 1,265

40代 471

50代以上 16

50.0

35.0

22.5

23.4

37.5

50.0

53.5

66.6

62.6

37.5

6.5

7.7

9.8

18.8

1.5

0.9

1.3

3.5

2.3

3.0

6.3

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

とても楽しい どちらかというと楽しい あまり楽しくない

全く楽しくない 無回答
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【居住期間×子育てを楽しいと感じるか】 

居住期間別でみると、居住期間が長い人ほど「とても楽しい」の割合が低くなる傾向がみられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【末子の年齢×子育てを楽しいと感じるか】 

末子の年齢別でみると、年齢が上がるにつれ、「とても楽しい」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても楽しい どちらかというと楽しい あまり楽しくない

全く楽しくない 無回答

回答者数 =

０歳 338

１歳 400

２歳 342

３歳 285

４歳 285

５歳 294

30.8

30.5

22.5

21.1

19.6

17.0

59.8

61.8

65.2

66.3

65.3

67.3

6.8

5.5

9.1

8.4

11.2

8.8

0.6

1.8

1.8

0.4

2.4

2.1

2.3

1.5

2.5

3.5

4.4

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

回答者数 =

１年未満 71

１年～３年未満 191

３年～５年未満 254

５年～10年未満 550

10年～20年未満 352

20年以上 530

39.4

26.2

26.0

22.0

21.9

24.5

49.3

59.7

64.6

65.8

68.2

62.3

8.5

8.9

7.1

8.9

6.8

8.5

2.1

0.8

0.9

1.1

1.1

2.8

3.1

1.6

2.4

2.0

3.6

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

とても楽しい どちらかというと楽しい あまり楽しくない

全く楽しくない 無回答
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【母親の就労状況×子育てを楽しいと感じるか】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、⑥これまでに働いたことがないで「とても楽しい」

の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活における孤立感×子育てを楽しいと感じるか】 

生活における孤立感別でみると、強く感じる人ほど「とても楽しい」と「どちらかというと

楽しい」を合わせた子育てを楽しいと思う割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

①フルタイムで働いてい
る（産休・育休・介護休業
中ではない）

549

②フルタイムで働いてい
る（産休・育休・介護休業
中）

153

③パート・アルバイト等で
働いている（産休・育休・
介護休業中ではない）

477

④パート・アルバイト等で
働いている（産休・育休・
介護休業中）

37

⑤以前は働いていたが、
現在は働いていない

696

⑥これまでに働いたこと
がない

21

26.2

33.3

20.5

35.1

22.6

14.3

60.5

58.8

68.3

59.5

65.7

71.4

9.1

4.6

8.2

2.7

8.5

4.8

0.7

1.5

1.3

4.8

3.5

3.3

1.5

2.7

2.0

4.8

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

回答者数 =

強く感じる 39

やや感じる 399

あまり感じない 889

全く感じない 508

わからない 89

10.3

11.8

19.5

46.7

13.5

35.9

65.4

73.6

51.8

71.9

25.6

20.6

5.6

1.2

11.2

25.6

0.8

0.7

2.2

2.6

1.5

0.7

0.4

1.1

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

とても楽しい どちらかというと楽しい あまり楽しくない

全く楽しくない 無回答

とても楽しい どちらかというと楽しい あまり楽しくない

全く楽しくない 無回答
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【子育て環境の評価×子育てを楽しいと感じるか】 

子育て環境の評価別でみると、他に比べ、あまり思わない、全く思わないで「とても楽しい」

の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域・近所との関わり×子育てを楽しいと感じるか】 

地域・近所との関わり別でみると、付き合っていない人ほど「とても楽しい」と「どちらか

というと楽しい」を合わせた子育てを楽しいと思う割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

とてもそう思う 81

どちらかというと思う 648

あまり思わない 936

全く思わない 226

46.9

26.9

20.8

23.0

44.4

66.7

66.7

58.0

1.2

4.5

9.9

12.4

1.2

0.6

1.1

2.2

6.2

1.4

1.5

4.4

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

とても楽しい どちらかというと楽しい あまり楽しくない

全く楽しくない 無回答

回答者数 =

よく付き合っている 193

ある程度付き合って
いる

1,117

あまり付き合ってい
ない

480

全く付き合っていな
い

123

わからない 9

40.9

24.6

18.5

17.9

11.1

51.3

67.6

64.8

57.7

44.4

5.2

5.6

13.1

13.0

44.4

0.5

0.4

1.3

6.5

2.1

1.8

2.3

4.9

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

とても楽しい どちらかというと楽しい あまり楽しくない

全く楽しくない 無回答
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問 26 あなたは、近江八幡市は子育てしやすい環境であると感じていますか。 

（１つに○と、その理由） 

「あまり思わない」の割合が 47.5％と最

も高く、次いで「どちらかというと思う」

の割合が 32.9％、「全く思わない」の割合が

11.5％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「あまり

思わない」の割合が増加しています。一方、

「どちらかというと思う」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

【回答者の年齢×子育てしやすい環境と思うか】 

回答者の年齢別でみると、他に比べ、30代で「とてもそう思う」と「どちらかというと思う」

を合わせた子育てしやすい環境と思う割合が低くなっています。 

 

 

 

  

％

とてもそう思う

どちらかというと思う

あまり思わない

全く思わない

無回答

4.1

32.9

47.5

11.5

4.0

0.0

6.4

50.6

33.2

6.5

3.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,969)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,871)

回答者数 =

10代 4

20代 200

30代 1,265

40代 471

50代以上 16

7.0

3.4

4.7

12.5

50.0

38.0

31.1

35.2

43.8

25.0

39.0

49.2

46.9

31.3

10.0

12.8

9.1

25.0

6.0

3.5

4.0

12.5

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

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答
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【末子の年齢×子育てしやすい環境と思うか】 

末子の年齢別でみると、他に比べ、５歳で「とてもそう思う」と「どちらかというと思う」

を合わせた子育てしやすい環境と思う割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【暮らしの状況×子育てしやすい環境と思うか】 

暮らしの状況別でみると、苦しいと思う人ほど「とてもそう思う」と「どちらかというと思

う」を合わせた子育てしやすい環境と思う割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答

回答者数 =

０歳 338

１歳 400

２歳 342

３歳 285

４歳 285

５歳 294

4.7

4.5

4.1

6.3

2.8

2.0

37.0

36.8

31.3

31.6

31.6

26.9

42.0

43.0

50.0

49.8

50.5

51.7

11.5

11.5

11.4

9.8

10.9

14.3

4.7

4.3

3.2

2.5

4.2

5.1

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

回答者数 =

大変ゆとりがある 20

ややゆとりがある 178

普通 1,019

やや苦しい 534

大変苦しい 154

25.0

3.9

3.8

3.9

2.6

40.0

42.1

35.3

30.3

17.5

35.0

41.0

48.3

49.3

48.7

10.7

9.4

12.4

23.4

2.2

3.1

4.1

7.8

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

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答
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【貧困度×子育てしやすい環境と思うか】 

貧困度別でみると、貧困世帯に比べ、非貧困世帯で「とてもそう思う」と「どちらかという

と思う」を合わせた子育てしやすい環境と思う割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇貧困世帯とは 

１年間の家族全員の収入（税金と社会保険料などを引く前の総額（額面））の合計額が一定水

準である 122万円（※）未満とみなされる世帯（収入の選択肢の下限をその世帯の収入とみな

し、等価可処分所得を算出） 

 

（※）一定水準の考え方 

本調査では、厚生労働省「平成 28 年国民生活基礎調査」から算出された「等価可処分所得」

の中央値の 50％である 122万円を基準とし、等価可処分所得が 122万円未満の世帯を「貧困世

帯」と区分しました。 

    問１（８）の同居人数と、問 19の世帯収入を基に算出しました。 

 

 

 

【生活における孤立感×子育てしやすい環境と思うか】 

生活における孤立感別でみると、強く感じる人ほど「とてもそう思う」と「どちらかという

と思う」を合わせた子育てしやすい環境と思う割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

貧困世帯 178

非貧困世帯 1,665

7.9

3.7

33.7

33.1

41.0

48.3

10.7

11.5

6.7

3.4

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

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答

回答者数 =

強く感じる 39

やや感じる 399

あまり感じない 889

全く感じない 508

わからない 89

2.6

2.8

3.8

5.7

2.2

25.6

30.8

33.6

35.6

28.1

38.5

49.4

50.5

44.1

43.8

23.1

14.0

9.4

10.8

19.1

10.3

3.0

2.6

3.7

6.7

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

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答
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【子育ての楽しさ×子育てしやすい環境と思うか】 

子育ての楽しさ別でみると、他に比べ、あまり楽しくない、全く楽しくないで「とてもそう

思う」と「どちらかというと思う」を合わせた子育てしやすい環境と思う割合が低くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域・近所との関わり×子育てしやすい環境と思うか】 

地域・近所との関わり別でみると、付き合っていないほど「とてもそう思う」と「どちらか

というと思う」を合わせた子育てしやすい環境と思う割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

とても楽しい 475

どちらかというと楽し
い

1,263

あまり楽しくない 159

全く楽しくない 21

8.0

2.9

0.6

4.8

36.6

34.2

18.2

19.0

41.1

49.4

58.5

47.6

10.9

10.4

17.6

23.8

3.4

3.2

5.0

4.8

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

回答者数 =

よく付き合っている 193

ある程度付き合って
いる

1,117

あまり付き合ってい
ない

480

全く付き合っていな
い

123

わからない 9

8.8

4.2

2.7

3.3

33.2

35.3

32.3

26.8

22.2

44.6

48.2

51.5

47.2

55.6

11.9

10.8

12.1

17.9

22.2

1.6

1.5

1.5

4.9

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

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答
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問 27 あなたやお子さんは、地域社会全体（地域・企業・学校・行政など）で見守られ

ている、応援されていると思いますか。（１つに○と、その理由） 

「どちらかというと思う」の割合が

44.8％と最も高く、次いで「あまり思わな

い」の割合が 39.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【地区×地域社会全体で応援されていると思うか】 

地区別でみると、他に比べ、桐原、武佐で「とてもそう思う」と「どちらかというと思う」

を合わせた応援されていると思う割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※沖島は回答者数が１件のため、島に含む 

  

回答者数 = 1,969 ％

とてもそう思う

どちらかというと思う

あまり思わない

全く思わない

無回答

5.8

44.8

39.3

6.4

3.7

0 20 40 60 80 100

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答

回答者数 =

八幡 311

島 39

岡山 211

金田 410

桐原 242

桐原東 164

馬淵 71

北里 119

武佐 62

安土 250

老蘇 60

7.1

5.1

7.6

5.6

2.5

3.0

2.8

6.7

1.6

9.2

6.7

43.1

56.4

45.0

42.9

41.3

47.6

47.9

44.5

45.2

49.2

48.3

38.6

33.3

39.8

42.4

42.6

39.0

38.0

40.3

35.5

33.6

35.0

7.7

2.6

4.7

5.9

8.7

6.7

8.5

2.5

11.3

5.2

6.7

3.5

2.6

2.8

3.2

5.0

3.7

2.8

5.9

6.5

2.8

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【生活における孤立感×地域社会全体で応援されていると思うか】 

生活における孤立感別でみると、他に比べ、強く感じるほど、応援されていると思う割合が

低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【暮らしの状況×地域社会全体で応援されていると思うか】 

暮らしの状況別でみると、他に比べ、やや苦しい、大変苦しいで、応援されていると思う割

合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

強く感じる 39

やや感じる 399

あまり感じない 889

全く感じない 508

わからない 89

12.8

4.0

5.3

7.5

4.5

23.1

37.3

49.2

48.8

32.6

38.5

45.1

38.7

34.6

47.2

20.5

10.0

4.5

5.5

9.0

5.1

3.5

2.4

3.5

6.7

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

回答者数 =

大変ゆとりがある 20

ややゆとりがある 178

普通 1,019

やや苦しい 534

大変苦しい 154

25.0

7.9

4.3

7.3

4.5

25.0

52.2

49.3

38.6

37.7

45.0

31.5

38.0

44.0

35.7

5.0

6.2

5.6

6.2

14.3

2.2

2.8

3.9

7.8

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

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答
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【子育ての楽しさ×地域社会全体で応援されていると思うか】 

暮らしの状況別でみると、楽しくないと感じているほど、応援されていると思う割合が低く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域・近所との関わり×地域社会全体で応援されていると思うか】 

地域・近所との関わり別でみると、付き合っていない人ほど、応援されていると思う割合が低

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答

回答者数 =

とても楽しい 475

どちらかというと楽し
い

1,263

あまり楽しくない 159

全く楽しくない 21

9.1

4.8

3.1

9.5

48.8

45.9

33.3

19.0

33.1

40.7

49.7

23.8

6.3

5.5

9.4

42.9

2.7

3.1

4.4

4.8

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

とてもそう思う どちらかというと思う あまり思わない

全く思わない 無回答

回答者数 =

よく付き合っている 193

ある程度付き合って
いる

1,117

あまり付き合ってい
ない

480

全く付き合っていな
い

123

わからない 9

16.1

5.5

3.3

4.9

52.8

51.7

36.3

21.1

11.1

26.9

37.1

51.7

42.3

77.8

3.6

4.5

7.7

26.0

11.1

0.5

1.3

1.0

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 28 あなたは、地域や近所の方と関わっていますか。（１つに○） 

「ある程度付き合っている」の割合が

56.7％と最も高く、次いで「あまり付き合

っていない」の割合が 24.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住年数×地域・近所との関わり】 

地域・近所との関わり別でみると、居住年数が短いほど「よく付き合っている」と「ある程

度付き合っている」を合わせた付き合っている割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

よく付き合っている

ある程度付き合っている

あまり付き合っていない

全く付き合っていない

わからない

無回答

9.8

56.7

24.4

6.2

0.5

2.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

１年未満 71

１年～３年未満 191

３年～５年未満 254

５年～10年未満 550

10年～20年未満 352

20年以上 530

5.6

6.3

10.2

9.5

10.5

10.8

33.8

42.4

52.8

58.0

65.1

61.1

33.8

34.6

26.8

24.2

18.8

21.9

26.8

12.6

7.1

5.5

2.6

3.8

2.1

0.4

0.6

2.1

3.1

2.5

3.1

1.9

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

よく付き合っている ある程度付き合っている あまり付き合っていない

全く付き合っていない わからない 無回答
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【回答者の年齢×地域・近所との関わり】 

回答者の年齢別でみると、年齢が下がるにつれ、「よく付き合っている」と「ある程度付き合

っている」を合わせた付き合っている割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活における孤立感×地域・近所との関わり】 

生活における孤立感別でみると、強く感じる人ほど、「よく付き合っている」と「ある程度付

き合っている」を合わせた付き合っている割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

10代 4

20代 200

30代 1,265

40代 471

50代以上 16

7.5

9.7

10.2

25.0

50.0

45.0

57.5

60.1

50.0

25.0

28.5

24.6

22.5

12.5

14.5

5.5

4.7

6.3

0.6

0.2

25.0

4.5

2.0

2.3

6.3

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

よく付き合っている ある程度付き合っている あまり付き合っていない

全く付き合っていない わからない 無回答

回答者数 =

強く感じる 39

やや感じる 399

あまり感じない 889

全く感じない 508

わからない 89

5.1

3.5

9.2

16.3

7.9

30.8

48.6

60.0

62.0

47.2

28.2

33.8

25.3

15.2

30.3

30.8

11.3

3.7

3.9

11.2

2.6

0.5

0.3

0.4

1.1

2.6

2.3

1.5

2.2

2.2

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

よく付き合っている ある程度付き合っている あまり付き合っていない

全く付き合っていない わからない 無回答
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【子育ての楽しさ×地域・近所との関わり】 

子育ての楽しさ別でみると、楽しくないと感じる人ほど、「よく付き合っている」と「ある程

度付き合っている」を合わせた付き合っている割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 29 小学校区や町内といった、現在住んでいる地域に対して、どんな関わりや取り組

みを求めますか。（あてはまるものすべてに○） 

「⑩挨拶や危険なことは注意するなど、

何気ない声かけがある地域づくり」の割合

が 52.0％と最も高く、次いで「⑨地域で子

どもを見守り育てるという意識づくり」の

割合が 43.6％、「⑦親子で参加できる、いろ

いろな人と出会える活動や行事」の割合が

39.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

①子育て経験者に相談できる、
身近な子育て相談の場・関係

②愚痴を聞いてもらえる、世間
話ができる場・関係

③子育ての情報が収集できる
場

④子育てグループやサークル
が活動している親子同士の交
流の場

⑤妊婦同士の交流の場

⑥自由に出入りできる、地域の
人との交流の場

⑦親子で参加できる、いろいろ
な人と出会える活動や行事

⑧緊急時に子どもを預かっても
らえる場・関係

⑨地域で子どもを見守り育てる
という意識づくり

⑩挨拶や危険なことは注意する
など、何気ない声かけがある地
域づくり

⑪その他

⑫特に求めることはない

⑬地域との関係づくりは好まな
い

無回答

22.2

22.1

37.2

18.8

6.3

14.9

39.0

33.6

43.6

52.0

1.7

8.6

1.4

4.2

0 20 40 60 80 100

よく付き合っている ある程度付き合っている あまり付き合っていない

全く付き合っていない わからない 無回答

回答者数 =

とても楽しい 475

どちらかというと楽し
い

1,263

あまり楽しくない 159

全く楽しくない 21

16.6

7.8

6.3

4.8

57.9

59.8

39.0

23.8

18.7

24.6

39.6

28.6

4.6

5.6

10.1

38.1

0.2

0.3

2.5

1.9

1.8

2.5

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【居住期間×地域に求めること】 

居住期間別でみると、他に比べ、１年未満で「④子育てグループやサークルが活動している親

子同士の交流の場」「⑤妊婦同士の交流の場」「⑦親子で参加できる、いろいろな人と出会える活

動や行事」「⑧緊急時に子どもを預かってもらえる場・関係」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
子
育
て
経
験
者
に
相
談
で
き
る
、
身
近
な

子
育
て
相
談
の
場
・
関
係 

②
愚
痴
を
聞
い
て
も
ら
え
る
、
世
間
話
が
で

き
る
場
・
関
係 

③
子
育
て
の
情
報
が
収
集
で
き
る
場 

④
子
育
て
グ
ル
ー
プ
や
サ
ー
ク
ル
が
活
動

し
て
い
る
親
子
同
士
の
交
流
の
場 

⑤
妊
婦
同
士
の
交
流
の
場 

⑥
自
由
に
出
入
り
で
き
る
、
地
域
の
人
と
の

交
流
の
場 

⑦
親
子
で
参
加
で
き
る
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と

出
会
え
る
活
動
や
行
事 

⑧
緊
急
時
に
子
ど
も
を
預
か
っ
て
も
ら
え

る
場
・
関
係 

⑨
地
域
で
子
ど
も
を
見
守
り
育
て
る
と
い

う
意
識
づ
く
り 

⑩
挨
拶
や
危
険
な
こ
と
は
注
意
す
る
な
ど
、

何
気
な
い
声
か
け
が
あ
る
地
域
づ
く
り 

⑪
そ
の
他 

⑫
特
に
求
め
る
こ
と
は
な
い 

⑬
地
域
と
の
関
係
づ
く
り
は
好
ま
な
い 

無
回
答 

１年未満 71 26.8 21.1 39.4 32.4 14.1 19.7 52.1 42.3 35.2 46.5 2.8 12.7 － － 

１年～ 
３年未満 

191 27.2 24.6 41.4 20.9 9.9 16.8 42.4 34.6 41.9 51.8 2.1 7.9 1.0 2.6 

３年～ 
５年未満 

254 20.5 22.4 44.5 24.8 9.4 14.6 42.1 37.0 36.2 44.9 1.6 9.1 2.4 4.3 

５年～ 
10 年未満 

550 23.8 23.8 38.2 18.9 5.8 14.9 36.9 36.7 44.2 49.5 1.8 9.3 0.7 4.4 

10 年～ 
20 年未満 

352 22.4 19.6 32.1 13.1 5.7 13.1 35.5 33.0 44.6 57.4 0.9 7.7 2.3 4.8 

20 年以上 530 19.2 20.8 34.5 17.7 3.6 14.7 39.2 27.7 47.4 56.2 2.1 7.5 1.5 4.9 
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【生活における孤立感×地域に求めること】 

生活における孤立感別でみると、他に比べ、強く感じるで「⑤妊婦同士の交流の場」の割合が

高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
子
育
て
経
験
者
に
相
談
で
き
る
、
身
近
な

子
育
て
相
談
の
場
・
関
係 

②
愚
痴
を
聞
い
て
も
ら
え
る
、
世
間
話
が
で

き
る
場
・
関
係 

③
子
育
て
の
情
報
が
収
集
で
き
る
場 

④
子
育
て
グ
ル
ー
プ
や
サ
ー
ク
ル
が
活
動

し
て
い
る
親
子
同
士
の
交
流
の
場 

⑤
妊
婦
同
士
の
交
流
の
場 

⑥
自
由
に
出
入
り
で
き
る
、
地
域
の
人
と
の

交
流
の
場 

⑦
親
子
で
参
加
で
き
る
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と

出
会
え
る
活
動
や
行
事 

⑧
緊
急
時
に
子
ど
も
を
預
か
っ
て
も
ら
え

る
場
・
関
係 

⑨
地
域
で
子
ど
も
を
見
守
り
育
て
る
と
い

う
意
識
づ
く
り 

⑩
挨
拶
や
危
険
な
こ
と
は
注
意
す
る
な
ど
、

何
気
な
い
声
か
け
が
あ
る
地
域
づ
く
り 

⑪
そ
の
他 

⑫
特
に
求
め
る
こ
と
は
な
い 

⑬
地
域
と
の
関
係
づ
く
り
は
好
ま
な
い 

無
回
答 

強く感じる 39  23.1  33.3  35.9  20.5  15.4  12.8  30.8  43.6  28.2  38.5  5.1  12.8  7.7  5.1  

やや感じる 399  32.3  30.8  45.9  25.6  9.0  20.3  46.9  47.1  48.6  50.9  2.8  6.0  2.3  2.5  

あまり感じ 
ない 

889  21.3  21.5  39.1  19.1  4.7  13.4  39.3  32.4  43.3  53.3  1.2  7.2  1.1  3.1  

全く感じない 508  18.7  16.3  30.5  15.0  6.1  14.4  36.4  27.2  43.5  56.5  1.2  10.8  0.8  3.7  

わからない 89  11.2  20.2  27.0  11.2  7.9  14.6  25.8  22.5  36.0  33.7  3.4  20.2  2.2  10.1  

 

 

【子育ての楽しさ×地域に求めること】 

子育ての楽しさ別でみると、他に比べ、とても楽しい、どちらかというと楽しいで「⑦親子で

参加できる、いろいろな人と出会える活動や行事」「⑩挨拶や危険なことは注意するなど、何気

ない声かけがある地域づくり」の割合が高くなっています。一方、全く楽しくないで「⑫特に求

めることはない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
子
育
て
経
験
者
に
相
談
で
き
る
、
身
近
な

子
育
て
相
談
の
場
・
関
係 

②
愚
痴
を
聞
い
て
も
ら
え
る
、
世
間
話
が
で

き
る
場
・
関
係 

③
子
育
て
の
情
報
が
収
集
で
き
る
場 

④
子
育
て
グ
ル
ー
プ
や
サ
ー
ク
ル
が
活
動

し
て
い
る
親
子
同
士
の
交
流
の
場 

⑤
妊
婦
同
士
の
交
流
の
場 

⑥
自
由
に
出
入
り
で
き
る
、
地
域
の
人
と
の

交
流
の
場 

⑦
親
子
で
参
加
で
き
る
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と

出
会
え
る
活
動
や
行
事 

⑧
緊
急
時
に
子
ど
も
を
預
か
っ
て
も
ら
え

る
場
・
関
係 

⑨
地
域
で
子
ど
も
を
見
守
り
育
て
る
と
い

う
意
識
づ
く
り 

⑩
挨
拶
や
危
険
な
こ
と
は
注
意
す
る
な
ど
、

何
気
な
い
声
か
け
が
あ
る
地
域
づ
く
り 

⑪
そ
の
他 

⑫
特
に
求
め
る
こ
と
は
な
い 

⑬
地
域
と
の
関
係
づ
く
り
は
好
ま
な
い 

無
回
答 

とても楽しい 475  21.7  20.0  38.9  21.9  8.2  17.1  43.2  29.7  47.4  53.3  1.9  9.9  0.4  3.2  

どちらかとい
うと楽しい 

1263  23.4  22.5  38.0  18.7  6.3  14.5  39.2  34.8  44.3  54.3  1.8  7.8  1.5  3.6  

あまり楽しくな
い 

159  20.8  28.9  35.2  16.4  2.5  13.8  32.7  39.6  34.6  39.6  0.6  7.5  2.5  3.8  

全く楽しくない 21  9.5  14.3  4.8  4.8  4.8  19.0  19.0  19.0  14.3  23.8  4.8  28.6  14.3  9.5  



117 

【地域・近所との関わり×地域に求めること】 

地域・近所との関わり別でみると、他に比べ、よく付き合っている、ある程度付き合っている

で「③子育ての情報が収集できる場」「⑦親子で参加できる、いろいろな人と出会える活動や行

事」「⑨地域で子どもを見守り育てるという意識づくり」の割合が高くなっています。一方、全

く付き合っていないでは「⑫特に求めることはない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
子
育
て
経
験
者
に
相
談
で
き
る
、
身
近
な

子
育
て
相
談
の
場
・
関
係 

②
愚
痴
を
聞
い
て
も
ら
え
る
、
世
間
話
が
で

き
る
場
・
関
係 

③
子
育
て
の
情
報
が
収
集
で
き
る
場 

④
子
育
て
グ
ル
ー
プ
や
サ
ー
ク
ル
が
活
動

し
て
い
る
親
子
同
士
の
交
流
の
場 

⑤
妊
婦
同
士
の
交
流
の
場 

⑥
自
由
に
出
入
り
で
き
る
、
地
域
の
人
と
の

交
流
の
場 

⑦
親
子
で
参
加
で
き
る
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と

出
会
え
る
活
動
や
行
事 

⑧
緊
急
時
に
子
ど
も
を
預
か
っ
て
も
ら
え

る
場
・
関
係 

⑨
地
域
で
子
ど
も
を
見
守
り
育
て
る
と
い

う
意
識
づ
く
り 

⑩
挨
拶
や
危
険
な
こ
と
は
注
意
す
る
な
ど
、

何
気
な
い
声
か
け
が
あ
る
地
域
づ
く
り 

⑪
そ
の
他 

⑫
特
に
求
め
る
こ
と
は
な
い 

⑬
地
域
と
の
関
係
づ
く
り
は
好
ま
な
い 

無
回
答 

よく付き合っ
ている 

193  30.6  33.2  42.5  22.8  7.3  19.7  45.1  33.2  48.7  62.7  3.6  6.7  － － 

ある程度付き
合っている 

1117  23.4  22.6  38.9  19.9  6.7  15.5  41.0  35.0  49.0  58.5  1.3  7.1  0.6  2.1  

あまり付き合
っていない 

480  19.6  19.0  36.7  16.9  5.4  12.7  36.9  33.1  37.5  41.5  1.9  10.8  2.9  2.1  

全く付き合っ
ていない 

123  18.7  20.3  28.5  17.9  7.3  15.4  34.1  34.1  28.5  37.4  1.6  17.1  5.7  4.1  

わからない 9  11.1  11.1  33.3  － － 11.1  33.3  44.4  11.1  33.3  11.1  33.3  － － 

 

 

【子育て環境の評価×地域に求めること】 

子育て環境の評価別でみると、他に比べ、とてもそう思う、どちらかというと思うで「③子育

ての情報が収集できる場」「⑦親子で参加できる、いろいろな人と出会える活動や行事」の割合

が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
子
育
て
経
験
者
に
相
談
で
き
る
、
身
近
な

子
育
て
相
談
の
場
・
関
係 

②
愚
痴
を
聞
い
て
も
ら
え
る
、
世
間
話
が
で

き
る
場
・
関
係 

③
子
育
て
の
情
報
が
収
集
で
き
る
場 

④
子
育
て
グ
ル
ー
プ
や
サ
ー
ク
ル
が
活
動

し
て
い
る
親
子
同
士
の
交
流
の
場 

⑤
妊
婦
同
士
の
交
流
の
場 

⑥
自
由
に
出
入
り
で
き
る
、
地
域
の
人
と
の

交
流
の
場 

⑦
親
子
で
参
加
で
き
る
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と

出
会
え
る
活
動
や
行
事 

⑧
緊
急
時
に
子
ど
も
を
預
か
っ
て
も
ら
え

る
場
・
関
係 

⑨
地
域
で
子
ど
も
を
見
守
り
育
て
る
と
い

う
意
識
づ
く
り 

⑩
挨
拶
や
危
険
な
こ
と
は
注
意
す
る
な
ど
、

何
気
な
い
声
か
け
が
あ
る
地
域
づ
く
り 

⑪
そ
の
他 

⑫
特
に
求
め
る
こ
と
は
な
い 

⑬
地
域
と
の
関
係
づ
く
り
は
好
ま
な
い 

無
回
答 

とてもそう思う 81 24.7 22.2 48.1 27.2 2.5 24.7 53.1 33.3 50.6 55.6 1.2 9.9 － － 

どちらかとい
うと思う 

648 27.3 23.6 40.1 21.9 9.9 16.0 43.5 34.4 44.9 55.4 0.9 8.3 1.1 0.9 

あまり思わな
い 

936 20.8 22.9 36.9 17.0 5.3 14.1 38.4 34.5 45.9 54.7 1.6 7.8 1.3 2.2 

全く思わない 226 17.7 19.5 33.2 18.6 4.0 15.0 33.6 34.5 38.5 42.0 4.9 11.1 4.0 4.9 
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問 30 子育てをしやすいまちづくりのために、今後どのような取り組みの充実が必要だ

と思いますか。（1～14の中から、必要と思うもの上位から３つ選ぶ） 

（ア）１～３番目に必要なものを合算 

「④子育てへの経済的支援（小児医療費助成、保育料無償化など）の充実」の割合が 59.9％と

最も高く、次いで「⑤乳幼児の遊び場（公園や子どもセンターなど）の整備」の割合が 33.4％、

「⑧待機児童の解消（保育所・認定こどもの園の整備）」の割合が 33.2％となっています。 

平成 25年度調査ではすべての選択肢を選ぶことができましたが、平成 30年度調査では必要と

思うもの上位から３つ選ぶように選択方法が変わったため、選択した割合については参考程度の

数値となります。 

 

【平成 30年度調査】    【平成 25年度調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

①妊産婦支援（妊婦健康診査

や産後支援など）の充実

②母子保健施策（乳幼児健康

診査や予防接種など）の充実

③小児医療体制（医療連携や

救急医療など）の充実

④子育てへの経済的支援（小
児医療費助成、保育料無償化

など）の充実

⑤乳幼児の遊び場（公園や子

どもセンターなど）の整備

⑥親同士の交流や地域の子育

て支援活動への支援

⑦子育てに関する相談や情報
提供の充実

⑧待機児童の解消（保育所・認
定こどもの園の整備）

⑨子育てしながら働きやすい職
場環境への啓発

⑩小学生の放課後支援（放課
後児童クラブなど）の充実

⑪小中学生の健やかな成長の

ための教育環境の整備

⑫子どもを事故や犯罪から守る

ための施策の推進

⑬その他

⑭特に必要なものはない

無回答

7.4

10.1

25.1

59.9

33.4

5.7

5.8

33.2

32.9

21.8

16.2

28.6

2.4

0.1

4.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,871 ％

母子保健サービス（乳幼児健康

診査や予防接種など）の充実

小児医療体制の充実

医療費の支援制度の充実

乳幼児の遊び場（公園や子ども

センターなど）の整備

親同士の交流や地域の子育て

支援活動への支援

子育てに関する相談や情報提

供の充実

子育ての孤立感、不安感の解

消

幼稚園を増やしてほしい

保育所（園）を増やしてほしい

認定こども園を増やしてほしい

小中学生の心身の健やかな成

長への支援

子育てしながら働きやすい職場

環境の整備

家庭内における子育てへの参

画の促進（父親の意識啓発な

ど）

児童虐待対策の推進

子育てへの経済的支援の充実

子どもを事故や犯罪から守るた

めの施策の推進

その他

特に必要なものはない

無回答

51.8

56.9

63.5

59.1

25.7

29.3

29.2

15.5

44.5

22.4

34.0

62.2

18.7

18.5

50.7

49.4

5.6

0.3

3.0
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【回答者の年齢×今後、充実が必要な取り組み】 

回答者の年齢別でみると、他に比べ、20代で「⑨子育てしながら働きやすい職場環境への啓発」

の割合が、20代、30代で「⑤乳幼児の遊び場（公園や子どもセンターなど）の整備」の割合が、

40代で「⑫子どもを事故や犯罪から守るための施策の推進」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
産
婦
支
援
（
妊
婦
健
康
診
査
や
産
後
支

援
な
ど
）
の
充
実 

②
母
子
保
健
施
策
（
乳
幼
児
健
康
診
査
や
予

防
接
種
な
ど
）
の
充
実 

③
小
児
医
療
体
制
（
医
療
連
携
や
救
急
医
療

な
ど
）
の
充
実 

④
子
育
て
へ
の
経
済
的
支
援
（
小
児
医
療
費

助
成
、
保
育
料
無
償
化
な
ど
）
の
充
実 

⑤
乳
幼
児
の
遊
び
場
（
公
園
や
子
ど
も
セ
ン

タ
ー
な
ど
）
の
整
備 

⑥
親
同
士
の
交
流
や
地
域
の
子
育
て
支
援
活

動
へ
の
支
援 

⑦
子
育
て
に
関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
の
充

実 ⑧
待
機
児
童
の
解
消
（
保
育
所
・
認
定
こ
ど

も
の
園
の
整
備
） 

⑨
子
育
て
し
な
が
ら
働
き
や
す
い
職
場
環
境

へ
の
啓
発 

⑩
小
学
生
の
放
課
後
支
援
（
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
な
ど
）
の
充
実 

⑪
小
中
学
生
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
教

育
環
境
の
整
備 

⑫
子
ど
も
を
事
故
や
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
の

施
策
の
推
進 

⑬
そ
の
他 

⑭
特
に
必
要
な
も
の
は
な
い 

無
回
答 

10 代 4  － 25.0  － 25.0  25.0  － 25.0  － 25.0  50.0  － 50.0  － － 25.0  

20 代 200  15.5  14.0  28.0  59.0  34.5  5.0  7.5  34.5  37.5  10.5  4.5  22.5  2.0  － 7.0  

30 代 1265  7.4  10.3  25.2  62.2  35.3  6.1  5.0  34.4  32.8  21.3  15.6  26.8  2.2  0.2  3.7  

40 代 471  3.8  8.3  24.0  53.9  27.8  5.1  7.2  29.7  31.8  26.8  23.4  36.1  3.4  － 4.9  

50 代以上 16  12.5  6.3  18.8  75.0  31.3  6.3  6.3  31.3  12.5  43.8  12.5  6.3  － － 12.5  
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【子どもの年齢×今後、充実が必要な取り組み】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０～２歳で「⑤乳幼児の遊び場（公園や子どもセンター

など）の整備」「⑧待機児童の解消（保育所・認定こどもの園の整備）」の割合が高くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
産
婦
支
援
（
妊
婦
健
康
診
査
や
産
後
支

援
な
ど
）
の
充
実 

②
母
子
保
健
施
策
（
乳
幼
児
健
康
診
査
や
予

防
接
種
な
ど
）
の
充
実 

③
小
児
医
療
体
制
（
医
療
連
携
や
救
急
医
療

な
ど
）
の
充
実 

④
子
育
て
へ
の
経
済
的
支
援
（
小
児
医
療
費

助
成
、
保
育
料
無
償
化
な
ど
）
の
充
実 

⑤
乳
幼
児
の
遊
び
場
（
公
園
や
子
ど
も
セ
ン

タ
ー
な
ど
）
の
整
備 

⑥
親
同
士
の
交
流
や
地
域
の
子
育
て
支
援
活

動
へ
の
支
援 

⑦
子
育
て
に
関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
の
充

実 ⑧
待
機
児
童
の
解
消
（
保
育
所
・
認
定
こ
ど

も
の
園
の
整
備
） 

⑨
子
育
て
し
な
が
ら
働
き
や
す
い
職
場
環
境

へ
の
啓
発 

⑩
小
学
生
の
放
課
後
支
援
（
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
な
ど
）
の
充
実 

⑪
小
中
学
生
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
教

育
環
境
の
整
備 

⑫
子
ど
も
を
事
故
や
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
の

施
策
の
推
進 

⑬
そ
の
他 

⑭
特
に
必
要
な
も
の
は
な
い 

無
回
答 

０歳 338  10.4  12.1  22.2  62.4  37.9  6.5  8.3  44.1  31.7  17.8  8.6  24.0  2.4  － 2.7  

１歳 413  10.7  11.9  23.2  60.0  41.2  7.0  4.8  39.5  37.0  14.0  9.2  21.1  2.7  0.5  4.8  

２歳 434  8.5  9.2  25.6  62.7  37.1  5.5  6.0  40.6  29.5  21.0  10.8  27.0  2.5  0.5  3.2  

３歳 446  7.0  12.1  25.3  61.7  34.3  7.6  6.7  31.6  29.1  25.1  13.7  26.9  2.0  0.2  3.6  

４歳 501  5.4  7.8  27.1  60.3  31.9  4.8  4.2  28.7  34.5  23.6  20.6  30.1  3.0  0.8  4.4  

５歳 507  5.1  8.3  23.7  56.6  29.6  4.5  3.9  23.3  32.3  29.4  23.7  33.3  2.6  0.4  6.3  

１年生 
（６歳） 

240  2.9  10.0  25.0  67.9  27.1  4.2  4.6  27.5  32.5  28.3  23.3  36.3  0.8  0.8  2.1  

２年生 
（７歳） 

213  3.8  8.0  23.5  65.7  29.1  3.3  4.7  27.2  36.6  25.8  26.3  27.7  2.3  0.5  3.8  

３年生 
（８歳） 

180  3.9  7.2  29.4  57.8  21.1  5.0  3.3  26.7  32.2  21.1  29.4  33.3  3.9  － 7.2  

４年生 
（９歳） 

121  3.3  6.6  20.7  57.9  25.6  5.0  5.8  24.8  31.4  22.3  30.6  38.0  3.3  0.8  6.6  

５年生 
（10 歳） 

75  5.3  10.7  33.3  72.0  24.0  1.3  2.7  26.7  30.7  14.7  32.0  29.3  5.3  1.3  1.3  

６年生 
（11 歳） 

61  1.6  8.2  32.8  57.4  19.7  4.9  4.9  19.7  39.3  18.0  37.7  34.4  1.6  1.6  4.9  

中学生 
以上 

121  3.3  9.1  26.4  60.3  22.3  5.0  4.1  26.4  32.2  20.7  23.1  34.7  5.0  0.8  6.6  
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【母親の就労状況×今後、充実が必要な取り組み】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、②フルタイムで働いている（産休・育休・介護休業中）、

④パート・アルバイト等で働いている（産休・育休・介護休業中）で「⑧待機児童の解消（保育

所・認定こどもの園の整備）」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
産
婦
支
援
（
妊
婦
健
康
診
査
や
産
後
支

援
な
ど
）
の
充
実 

②
母
子
保
健
施
策
（
乳
幼
児
健
康
診
査
や
予

防
接
種
な
ど
）
の
充
実 

③
小
児
医
療
体
制
（
医
療
連
携
や
救
急
医
療

な
ど
）
の
充
実 

④
子
育
て
へ
の
経
済
的
支
援
（
小
児
医
療
費

助
成
、
保
育
料
無
償
化
な
ど
）
の
充
実 

⑤
乳
幼
児
の
遊
び
場
（
公
園
や
子
ど
も
セ
ン

タ
ー
な
ど
）
の
整
備 

⑥
親
同
士
の
交
流
や
地
域
の
子
育
て
支
援
活

動
へ
の
支
援 

⑦
子
育
て
に
関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
の
充

実 ⑧
待
機
児
童
の
解
消
（
保
育
所
・
認
定
こ
ど

も
の
園
の
整
備
） 

⑨
子
育
て
し
な
が
ら
働
き
や
す
い
職
場
環
境

へ
の
啓
発 

⑩
小
学
生
の
放
課
後
支
援
（
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
な
ど
）
の
充
実 

⑪
小
中
学
生
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
教

育
環
境
の
整
備 

⑫
子
ど
も
を
事
故
や
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
の

施
策
の
推
進 

⑬
そ
の
他 

⑭
特
に
必
要
な
も
の
は
な
い 

無
回
答 

①フルタイム
で 働 い て い
る（産休・育休・

介護休業中では
ない） 

549  5.3  10.4  26.0  55.9  28.4  4.6  3.5  34.8  33.5  32.8  15.7  27.1  2.0  0.4  5.3  

②フルタイム
で 働 い て い
る（産休・育休・

介護休業中） 

153  5.2  7.8  14.4  56.9  39.9  7.8  6.5  60.8  31.4  28.1  7.2  15.7  4.6  － 3.9  

③パート・ア
ルバイト等で
働 い て い る
（産休・育休・介
護休業中ではな
い） 

477  6.9  9.6  24.1  63.1  27.0  4.0  5.5  28.7  33.3  23.1  21.6  32.3  3.6  0.6  3.8  

④パート・ア
ルバイト等で
働 い て い る
（産休・育休・介
護休業中） 

37  5.4  8.1  21.6  59.5  35.1  5.4  － 62.2  29.7  27.0  13.5  32.4  － － － 

⑤以前は働
いていたが、
現在は働い
ていない 

696  9.5  10.5  27.2  61.4  41.1  6.6  8.2  29.2  33.9  11.8  15.1  29.3  1.7  0.3  3.7  

⑥ こ れ ま で
に働いたこと
がない 

21  19.0  19.0  33.3  57.1  19.0  19.0  － 14.3  9.5  － 19.0  28.6  － － 14.3  
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【暮らしの状況×今後、充実が必要な取り組み】 

暮らしの状況別でみると、他に比べ、やや苦しい、大変苦しいで「④子育てへの経済的支援（小

児医療費助成、保育料無償化など）の充実」の割合が、大変ゆとりがある、ややゆとりがあるで

「⑤乳幼児の遊び場（公園や子どもセンターなど）の整備」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
産
婦
支
援
（
妊
婦
健
康
診
査
や
産
後
支
援
な

ど
）
の
充
実 

②
母
子
保
健
施
策
（
乳
幼
児
健
康
診
査
や
予
防
接
種

な
ど
）
の
充
実 

③
小
児
医
療
体
制
（
医
療
連
携
や
救
急
医
療
な
ど
）

の
充
実 

④
子
育
て
へ
の
経
済
的
支
援
（
小
児
医
療
費
助
成
、

保
育
料
無
償
化
な
ど
）
の
充
実 

⑤
乳
幼
児
の
遊
び
場
（
公
園
や
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
な

ど
）
の
整
備 

⑥
親
同
士
の
交
流
や
地
域
の
子
育
て
支
援
活
動
へ

の
支
援 

⑦
子
育
て
に
関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
の
充
実 

⑧
待
機
児
童
の
解
消
（
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
の
園

の
整
備
） 

⑨
子
育
て
し
な
が
ら
働
き
や
す
い
職
場
環
境
へ
の

啓
発 

⑩
小
学
生
の
放
課
後
支
援
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
な

ど
）
の
充
実 

⑪
小
中
学
生
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
教
育
環

境
の
整
備 

⑫
子
ど
も
を
事
故
や
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
の
施
策

の
推
進 

⑬
そ
の
他 

⑭
特
に
必
要
な
も
の
は
な
い 

無
回
答 

大 変 ゆ と
りがある 

20  10.0  5.0  25.0  30.0  55.0  10.0  15.0  30.0  20.0  15.0  15.0  35.0  10.0  － － 

や や ゆ と
りがある 

178  6.7  10.1  27.0  44.4  43.3  10.1  3.9  37.6  30.3  28.1  19.1  28.1  1.7  － 2.8  

普通 1019  7.1  9.7  25.6  58.9  34.7  5.7  7.1  33.5  32.8  22.4  17.4  28.8  2.3  0.5  3.3  

や や 苦 し
い 

534  7.5  10.7  23.0  65.5  31.1  5.1  4.7  32.6  35.2  21.3  14.4  28.8  3.0  0.4  4.1  

大 変 苦 し
い 

154  9.7  11.0  27.3  72.7  25.3  1.9  2.6  29.9  32.5  19.5  16.2  28.6  2.6  － 5.2  
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【子育て環境の評価×今後、充実が必要な取り組み】 

子育て環境の評価別でみると、他に比べ、あまり思わない、全く思わないで「⑧待機児童の解

消（保育所・認定こどもの園の整備）」の割合が、とてもそう思う、どちらかというと思うで「⑨

子育てしながら働きやすい職場環境への啓発」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
産
婦
支
援
（
妊
婦
健
康
診
査
や
産
後
支
援
な

ど
）
の
充
実 

②
母
子
保
健
施
策
（
乳
幼
児
健
康
診
査
や
予
防
接
種

な
ど
）
の
充
実 

③
小
児
医
療
体
制
（
医
療
連
携
や
救
急
医
療
な
ど
）

の
充
実 

④
子
育
て
へ
の
経
済
的
支
援
（
小
児
医
療
費
助
成
、

保
育
料
無
償
化
な
ど
）
の
充
実 

⑤
乳
幼
児
の
遊
び
場
（
公
園
や
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
な

ど
）
の
整
備 

⑥
親
同
士
の
交
流
や
地
域
の
子
育
て
支
援
活
動
へ

の
支
援 

⑦
子
育
て
に
関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
の
充
実 

⑧
待
機
児
童
の
解
消
（
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
の
園

の
整
備
） 

⑨
子
育
て
し
な
が
ら
働
き
や
す
い
職
場
環
境
へ
の

啓
発 

⑩
小
学
生
の
放
課
後
支
援
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
な

ど
）
の
充
実 

⑪
小
中
学
生
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
教
育
環

境
の
整
備 

⑫
子
ど
も
を
事
故
や
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
の
施
策

の
推
進 

⑬
そ
の
他 

⑭
特
に
必
要
な
も
の
は
な
い 

無
回
答 

とてもそう
思う 

81 7.4 16.0 17.3 55.6 29.6 13.6 8.6 24.7 35.8 14.8 14.8 35.8 1.2 1.2 6.2 

どちらかと
いうと思う 

648 10.0 11.3 28.1 60.6 30.6 7.4 6.8 30.9 37.0 18.4 16.8 31.0 1.1 0.8 2.0 

あ ま り 思
わない 

936 5.6 10.4 25.0 62.6 37.0 4.6 5.3 35.1 32.4 25.5 17.6 28.2 2.6 0.1 1.4 

全 く 思 わ
ない 

226 7.5 5.8 24.3 60.2 35.8 4.0 2.7 41.6 29.2 23.9 12.8 24.8 7.1 0.4 4.4 
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（イ）今後、充実が必要な取り組み（１番目に必要） 

「④子育てへの経済的支援（小児医療費助成、

保育料無償化など）の充実」の割合が 37.5％と

最も高く、次いで「⑧待機児童の解消（保育所・

認定こどもの園の整備）」の割合が 12.8％、「⑤

乳幼児の遊び場（公園や子どもセンターなど）の

整備」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,969 ％

①妊産婦支援（妊婦健康診査

や産後支援など）の充実

②母子保健施策（乳幼児健康

診査や予防接種など）の充実

③小児医療体制（医療連携や

救急医療など）の充実

④子育てへの経済的支援（小
児医療費助成、保育料無償化

など）の充実

⑤乳幼児の遊び場（公園や子

どもセンターなど）の整備

⑥親同士の交流や地域の子育

て支援活動への支援

⑦子育てに関する相談や情報
提供の充実

⑧待機児童の解消（保育所・認
定こどもの園の整備）

⑨子育てしながら働きやすい職
場環境への啓発

⑩小学生の放課後支援（放課
後児童クラブなど）の充実

⑪小中学生の健やかな成長の

ための教育環境の整備

⑫子どもを事故や犯罪から守る

ための施策の推進

⑬その他

⑭特に必要なものはない

無回答

2.4

1.2

8.3

37.5

10.5

0.9

1.3

12.8

6.1

3.8

2.2

7.0

1.1
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0 20 40 60 80 100
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【回答者の年齢×今後、充実が必要な取り組み（１番目に必要）】 

回答者の年齢別でみると、他に比べ、30 代、50 代で「④子育てへの経済的支援（小児医療費

助成、保育料無償化など）の充実」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
産
婦
支
援
（
妊
婦
健
康
診
査
や
産
後

支
援
な
ど
）
の
充
実 

②
母
子
保
健
施
策
（
乳
幼
児
健
康
診
査
や

予
防
接
種
な
ど
）
の
充
実 

③
小
児
医
療
体
制
（
医
療
連
携
や
救
急
医

療
な
ど
）
の
充
実 

④
子
育
て
へ
の
経
済
的
支
援
（
小
児
医
療

費
助
成
、
保
育
料
無
償
化
な
ど
）
の
充
実 

⑤
乳
幼
児
の
遊
び
場
（
公
園
や
子
ど
も
セ

ン
タ
ー
な
ど
）
の
整
備 

⑥
親
同
士
の
交
流
や
地
域
の
子
育
て
支
援

活
動
へ
の
支
援 

⑦
子
育
て
に
関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
の

充
実 

⑧
待
機
児
童
の
解
消
（
保
育
所
・
認
定
こ

ど
も
の
園
の
整
備
） 

⑨
子
育
て
し
な
が
ら
働
き
や
す
い
職
場
環

境
へ
の
啓
発 

⑩
小
学
生
の
放
課
後
支
援
（
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
な
ど
）
の
充
実 

⑪
小
中
学
生
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の

教
育
環
境
の
整
備 

⑫
子
ど
も
を
事
故
や
犯
罪
か
ら
守
る
た
め

の
施
策
の
推
進 

⑬
そ
の
他 

⑭
特
に
必
要
な
も
の
は
な
い 

無
回
答 

10 代 4  － 25.0  － 25.0  － － 25.0  － － － － － － － 25.0  

20 代 200  4.5  1.0  9.0  33.0  11.0  1.0  1.5  16.5  5.0  1.0  0.5  8.0  0.5  － 7.5  

30 代 1265  2.5  1.3  7.9  40.1  11.6  0.9  0.7  13.1  5.8  3.5  1.7  5.8  1.2  0.2  3.8  

40 代 471  1.3  0.8  8.9  32.5  7.6  1.1  2.5  10.4  7.6  5.9  4.5  10.0  1.3  0.2  5.3  

50 代以上 16  6.3  － 6.3  50.0  － － － 25.0  － － － － － － 12.5  
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【母親の就労状況×今後、充実が必要な取り組み（１番目に必要）】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、①フルタイムで働いている（産休・育休・介護休業中）、

③パート・アルバイト等で働いている（産休・育休・介護休業中）で「⑧待機児童の解消（保育

所・認定こどもの園の整備）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

①
妊
産
婦
支
援
（
妊
婦
健
康
診
査
や
産
後

支
援
な
ど
）
の
充
実 

②
母
子
保
健
施
策
（
乳
幼
児
健
康
診
査
や

予
防
接
種
な
ど
）
の
充
実 

③
小
児
医
療
体
制
（
医
療
連
携
や
救
急
医

療
な
ど
）
の
充
実 

④
子
育
て
へ
の
経
済
的
支
援
（
小
児
医
療

費
助
成
、
保
育
料
無
償
化
な
ど
）
の
充
実 

⑤
乳
幼
児
の
遊
び
場
（
公
園
や
子
ど
も
セ

ン
タ
ー
な
ど
）
の
整
備 

⑥
親
同
士
の
交
流
や
地
域
の
子
育
て
支
援

活
動
へ
の
支
援 

⑦
子
育
て
に
関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
の

充
実 

⑧
待
機
児
童
の
解
消
（
保
育
所
・
認
定
こ

ど
も
の
園
の
整
備
） 

⑨
子
育
て
し
な
が
ら
働
き
や
す
い
職
場
環

境
へ
の
啓
発 

⑩
小
学
生
の
放
課
後
支
援
（
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
な
ど
）
の
充
実 

⑪
小
中
学
生
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の

教
育
環
境
の
整
備 

⑫
子
ど
も
を
事
故
や
犯
罪
か
ら
守
る
た
め

の
施
策
の
推
進 

⑬
そ
の
他 

⑭
特
に
必
要
な
も
の
は
な
い 

無
回
答 

① フ ル タ イ
ム で働い て
いる（産休・育

休・介護休業中
ではない） 

549  2.2  1.5  9.7  33.9  7.3  0.4  1.1  12.6  7.5  8.4  2.2  6.7  1.1  － 5.6  

② フ ル タ イ
ム で働い て
いる（産休・育

休 ・ 介 護 休 業
中） 

153  0.7  1.3  2.6  34.6  13.7  0.7  0.7  30.1  3.9  2.6  － 3.9  1.3  － 3.9  

③パート・ア
ル バ イ ト 等
で 働 い て い
る（産休・育休・

介 護 休 業 中 で
はない） 

477  3.4  0.4  7.3  42.3  8.2  0.8  1.3  11.3  6.1  3.4  3.1  6.9  1.3  0.4  3.8  

④パート・ア
ル バ イ ト 等
で 働 い て い
る（産休・育休・

介護休業中） 

37  2.7  － 5.4  27.0  16.2  2.7  － 32.4  5.4  － － 8.1  － － － 

⑤以前は働
い て い た
が 、 現 在 は
働 い て い な
い 

696  2.4  1.6  9.2  37.6  14.2  1.3  1.7  9.9  5.7  1.0  2.3  7.9  1.0  0.1  3.9  

⑥ こ れ ま で
に 働 い た こ
とがない 

21  － － 19.0  42.9  － － － 9.5  4.8  － － 9.5  － － 14.3  
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