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１ 調査の概要 

（１）調査の目的 

本調査は、第３期子ども・子育て支援事業計画（ 令和７年度～11年度）」の策定にあたり、子育て

家庭の生活状況や市の施策に対する保護者の意見・要望を計画に反映することを目的として実施し

たものです。 

 

（２）調査の対象と実施方法等 

本調査は、対象者別に次の２種類のアンケート調査を実施しました。 

調査の種類 調査の対象 調査期間 実施方法 

就学前児童の保護者調査 
市内の就学前児童 

 ０歳児～５歳児）の保護者 令和６年２月

～３月 

郵送による配

布及び回収 
就学児童の保護者調査 

市内の就学児童 

 小学１～６年生）の保護者 

 

（３）調査の回収結果 

調査票の配布と回収の状況は、次のとおりです。 

調査の種類 配布数 回収数 回収率 

就学前児童の保護者調査 1,500 733 48.9％ 

就学児童の保護者調査 1,000 463 46.3％ 

 

（４）集計結果の見方 

⚫ 図の「n=○○○」の数字は、各設問の回答者数です。 

⚫ 図表は、原則として各設問の総回答者数に対する比率を表示しています。 

⚫ 調査結果の比率は、小数点以下第２位を四捨五入して算出しており、合計が 100％にならない場

合があります。 

⚫ 複数回答（ 当てはまる番号すべてに○）の設問の集計結果は、各回答の比率を合計すると 100％

を超える場合があります。 

⚫ クロス集計（ 年齢など回答者の属性等と、ある設問を掛け合わせて集計したもの）の表内の網掛

けは、各属性等で最も回答率が高いものです。 

⚫ 図の凡例で「前回」とあるのは、平成30年12月実施の調査のことです。 
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２ 集計結果 

（１）就学前児童の保護者 

お住まいの地域について 

問１ お住まいの地区として当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「古井小学校区」が 21.4％、「加茂野小学校区」が 21.3％とこれらが上位２つで、次いで（「太田小

学校区」が 15.4％と続いています。 

 

 

 

15.4

21.4

1.8

10.8

21.3

1.4

0.4

10.8

13.5

3.1

0.1

17.5

17.8

2.1

9.9

20.2

1.7

0.7

11.7

15.8

1.8

0.8

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

太田小学校区

古井小学校区

山之上小学校区

蜂屋小学校区

加茂野小学校区

伊深小学校区

三和小学校区

下米田小学校区

山手小学校区

わからない

無回答

n=733

前回 n=766
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お子さんとご家族の状況について 

問２ 宛名のお子さんの年齢について当てはまる番号１つに○をつけてください。（令和５

年４月１日時点、令和５年４月２日以降に生まれた方は「１．０歳」とご回答ください） 

「５歳」が 29.2％と最も高く、次いで「４歳」が 16.8％、「２歳」が 14.5％と続いています。前

回調査と比べて、「５歳」の割合が高い年齢構成となっています。 

 

 

問３ 宛名のお子さんは何人きょうだいですか。宛名のお子さんを含めた人数をお答えくだ

さい。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「２人」が 44.2％と最も高く、次いで「１人」が 30.3％、「３人」が 19.6％と続いています。前

回調査と比べて、「１人」の割合が低くなっています。 

 

 

12.4

14.2

14.5

11.7

16.8

29.2

1.2

13.8

15.1

16.1

18.1

15.3

21.3

0.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

n=733

前回 n=766

30.3

44.2

19.6

3.8

1.6

0.4

42.2

48.2

8.0

0.3

1.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

n=733

前回 n=766
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問３－１ 問３で「「１人」以外に○をつけた方にうかがいます。末子の方の年齢について当

てはまる番号１つに○をつけてください。（令和５年４月１日時点、令和５年４月２日以降

に生まれた方は「１．０歳」とご回答ください） 

「０歳」、「１歳」が 18.5％とこれらが上位２つで、次いで「５歳」が 17.9％と続いています。 

 

 

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

えください。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「母親」が 86.6％、「父親」が 13.2％となっています。前回調査と比べて、（「父親」の割合が上昇

しています。 

 

 

18.5

18.5

16.3

11.6

15.0

17.9

2.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

n=508

86.6

93.1

13.2

6.3

0.1

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

n=733

前回 n=766

母親 父親 その他 無回答
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問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。当てはま

る番号１つに○をつけてください。 

「配偶者がいる」が 95.2％、「配偶者はいない」が 4.5％となっています。 

 

 

問６ 宛名のお子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。お子さんからみた関係

で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「父母ともに」が 59.6％と最も高く、次いで（「主に母親」が 38.7％、「主に父親」が 0.7％と続い

ています。前回調査と比べて、「父母ともに」の割合が上昇しています。 

 

 

 

95.2

94.4

4.5

5.2

0.3

0.4

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

n=733

前回 n=766

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

59.6

38.7

0.7

0.5

0.4

0.0

51.0

46.5

0.3

1.3

0.5

0.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

n=733

前回 n=766
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子どもの育ちをめぐる環境について 

問７ お子さんの子育て「（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰「（どこ）です

か。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「配偶者」が 87.0％、「親族（ 親、兄弟姉妹など）」が 82.7％とこれらが上位２つで、次いで（「近

所の人、知人（・友人」が 47.6％と続いています。前回調査と比べて、（「近所の人、知人（・友人」の割

合が低下しています。 

 

 

87.0

82.7

47.6

18.8

15.7

11.5

9.1

7.2

6.5

5.2

3.8

2.3

1.6

1.5

1.2

0.3

1.4

0.4

0.1

83.9

86.9

62.3

23.0

19.1

7.3

13.8

6.5

6.3

0.7

4.7

0.4

0.5

1.7

0.8

2.3

1.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

配偶者

親族（親、兄弟姉妹など）

近所の人、知人・友人

保育士

職場の上司・同僚

幼稚園教諭

児童館や子育てサロン等の職員

かかりつけの医師

インターネット

※ＳＮＳ（Ｘ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど）

学校の先生

保健師

民生児童委員・主任児童委員

家庭児童相談員・母子自立支援員（家庭児童相談室）

助産師

民間の電話相談

その他

そのような相手・場所はない

無回答

n=733

前回 n=766

※前回には選択肢無し
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お子さんの保護者の就労状況について 

問８ 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況「（自営業、農業、家族従事者含む）をうか

がいます。（１）母親、（２）父親について、それぞれ当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

（１）母親 

「パート・アルバイト等で就労している」が 34.5％、「以前は就労していたが、現在は就労してい

ない」が 33.2％とこれらが上位２つで、次いで（「フルタイムで就労している」が 30.4％と続いてい

ます。 

（２）父親 

「フルタイムで就労している」が 94.7％と最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就労して

いる」、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 0.7％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

30.4

34.5

33.2

1.4

0.5

32.6

31.3

32.8

1.7

1.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

フルタイムで就労している

パート・アルバイト等で就労している

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

n=733

前回 n=766

94.7

0.7

0.7

0.3

3.7

91.0

0.0

0.7

0.0

8.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

フルタイムで就労している

パート・アルバイト等で就労している

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

n=733

前回 n=766
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家庭類型（配偶者の有無や保護者の就労状況から集計） 

「フルタイム×パートタイム」の家庭が 33.3％、「専業主婦（ 夫）家庭」が 33.2％とこれらが上位

２つで、次いで「フルタイム×フルタイム」の家庭が 27.8％と続いています。 

 

〈居住地区別〉 

太田、山之上、伊深、山手の各小学校区では、「専業主婦（ 夫）家庭」が最も高く、古井、加茂野、

伊深、三和、下米田の各小学校区では（「フルタイム×パートタイム」の家庭が最も高くなっています

 伊深は（「専業主婦（ 夫）家庭」と（「フルタイム×パートタイム」が同率）。また、蜂屋小学校区で

は「フルタイム×フルタイム」の家庭が最も高くなっています。 

 

※表内の網掛けは、回答者の属性 この表では居住地区）別で最も回答率が高いもの【以降の表も同様】 

 

4.4

27.8

33.3

0.1

33.2

0.4

0.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ひとり親家庭

フルタイム×フルタイム

フルタイム×パートタイム

パートタイム×パートタイム

専業主婦（夫）家庭

無業×無業

無回答

n=733

回答者数
n=

ひとり親
家庭

フルタイ
ム×フル
タイム

フルタイ
ム×パー
トタイム

パートタ
イム×
パートタ
イム

専業主婦
 夫）家
庭

無業×無
業

無回答

全体 733 4.4% 27.8% 33.3% 0.1% 33.2% 0.4% 0.8%

太田小学校区 113 5.3% 25.7% 29.2% 0.0% 38.1% 0.0% 1.8%

古井小学校区 157 7.0% 24.8% 35.7% 0.6% 31.8% 0.0% 0.0%

山之上小学校区 13 7.7% 38.5% 7.7% 0.0% 46.2% 0.0% 0.0%

蜂屋小学校区 79 1.3% 35.4% 30.4% 0.0% 30.4% 1.3% 1.3%

加茂野小学校区 156 4.5% 29.5% 37.8% 0.0% 26.3% 0.6% 1.3%

伊深小学校区 10 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0%

三和小学校区 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

下米田小学校区 79 2.5% 29.1% 36.7% 0.0% 31.6% 0.0% 0.0%

山手小学校区 99 3.0% 23.2% 34.3% 0.0% 38.4% 1.0% 0.0%

わからない 23 4.3% 34.8% 4.3% 0.0% 52.2% 0.0% 4.3%

居住地区
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問８－１ 問８の（１）または（２）で「フルタイムで就労している」「パート・アルバイ

ト等で就労している」に○をつけた方にうかがいます。普段の就労時間について、最も多い

パターンをお答えください。（１）母親、（２）父親について、それぞれ当てはまる番号１つ

に○をつけてください。 

（１）母親 

「１日３時間以上８時間未満」が 57.8％と最も高く、次いで「１日おおむね８時間」が 29.2％、

「１日８時間超 残業をすることが多い）」が 9.2％と続いています。 

（２）父親 

「１日８時間超 残業をすることが多い）」が 69.8％と最も高く、次いで「１日おおむね８時間」

が 28.9％、「１日３時間以上８時間未満」が 1.0％と続いています。 

 

 

問８－２ 問８の（１）または（２）で「フルタイムで就労している」「パート・アルバイ

ト等で就労している」に○をつけた方にうかがいます。普段の就労時間帯について、最も多

いパターンをお答えください。（１）母親、（２）父親について、それぞれ当てはまる番号１

つに○をつけてください。 

（１）母親 

「主に昼間の就労」が 92.0％と最も高く、次いで（「昼間（・夜間の就労、いずれもある」が 6.5％、

「主に夜間の就労」が 1.1％と続いています。 

 

3.6

57.8

29.2

9.2

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

１日３時間未満

１日３時間以上８時間未満

１日おおむね８時間

１日８時間超（残業をすることが多い）

無回答

n=476

0.1

1.0

28.9

69.8

0.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

１日３時間未満

１日３時間以上８時間未満

１日おおむね８時間

１日８時間超（残業をすることが多い）

無回答

n=699

92.0

1.1

6.5

0.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

主に昼間の就労

主に夜間の就労

昼間・夜間の就労、いずれもある

無回答

n=476
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（２）父親 

「主に昼間の就労」が 70.7％と最も高く、次いで（「昼間（・夜間の就労、いずれもある」が 27.8％、

「主に夜間の就労」が 1.3％と続いています。 

 

 

問８－３ 問８の「（１）または「（２）で「「パート・アルバイト等で就労している」に○をつ

けた方にうかがいます。フルタイム就労への転換希望はありますか。（１）母親、（２）父親

について、それぞれ当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）母親 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 51.0％と最も高く、次いで「フルタイム

への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が 28.1％、「フルタイムへの転換希望があり、実

現できる見込みがある」が 15.8％と続いています。前回調査と比べて、（「フルタイムへの転換希望が

あり、実現できる見込みがある」の割合が上昇しています。 

 

70.7

1.3

27.8

0.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

主に昼間の就労

主に夜間の就労

昼間・夜間の就労、いずれもある

無回答

n=699

15.8

28.1

51.0

4.7

0.4

7.5

30.8

57.9

2.8

0.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込み

がある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる

見込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念

したい

無回答

n=253

前回 n=214
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（２）父親 

「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」が 60.0％と最も高く、次いで「フ

ルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない」、「パート・アルバイト等の就労を続ける

ことを希望」が 20.0％と続いています。 

 

 

問８－４ 問８の「（１）または「（２）で「「以前は就労していたが、現在は就労していない」、

「これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。就労したいという希望は

ありますか。（１）母親、（２）父親について、それぞれ当てはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

（１）母親 

「１年より先、一番下の子どもが成長してから就労したい」が 56.5％と最も高く、次いで「すぐ

にでも、もしくは１年以内に就労したい」が 31.2％、「子育てや家事などに専念したい（ 就労の予定

はない）」が 11.5％と続いています。前回調査と比べて、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい」の割合が上昇しています。 

 

60.0

20.0

20.0

0.0

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込み

がある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる

見込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念

したい

無回答

n=5

11.5

56.5

31.2

0.8

17.0

57.6

23.5

1.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

子育てや家事などに専念したい（就労の予定は

ない）

１年より先、一番下の子どもが成長してから就労

したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

n=253

前回 n=264
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（２）父親 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 85.7％、「１年より先、一番下の子どもが成長

してから就労したい」が 14.3％となっています。 

 

 

問８－５ 問８－４の「（１）または「（２）で「「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

に○をつけた方にうかがいます。就労希望がありながら、現在働いていない理由は何ですか。

当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「保育サービスが利用できれば就労したい」が 37.8％と最も高く、次いで「働きながら子育てで

きる適当な仕事がない」、「その他」が 29.3％と続いています。前回調査と比べて、（「保育サービスが

利用できれば就労したい」の割合が低下しています。 

 

 

 

0.0

14.3

85.7

0.0

0.0

0.0

80.0

20.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

子育てや家事などに専念したい（就労の予定は

ない）

１年より先、一番下の子どもが成長してから就労

したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

n=7

前回 n=5

37.8

29.3

2.4

1.2

29.3

0.0

47.0

22.7

6.1

6.1

16.7

1.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

保育サービスが利用できれば就労したい

働きながら子育てできる適当な仕事がない

自分の知識、能力に合う仕事がない

家族の考え方（親族の理解が得られない）等就労

する環境が整っていない

その他

無回答

n=82

前回 n=66
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お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

問９ 宛名のお子さんは、平日どのような教育「・保育の事業を利用していますか。年間を通

じて「「定期的に」利用している事業をお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけて

ください。 

「保育園」が 39.6％と最も高く、次いで「利用していない」が 27.0％、「幼稚園」が 24.6％と続

いています。 

 

〈子どもの年齢別等〉 

いずれかの教育（・保育事業を利用している割合は、０歳では 13.2％、１歳では 41.3％、２歳では

65.1％、３歳では 76.7％、４歳では 99.2％、５歳では 99.1％となっています。 

ひとり親家庭では（「保育園」が 68.8％、フルタイム×フルタイムの家庭では同回答が 64.7％とな

っています。 

 

 

24.6

6.8

39.6

1.9

1.5

1.2

3.3

27.0

0.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育園

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

利用していない

無回答

n=733

回答者数
n=

幼
稚
園

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

保
育
園

事
業
所
内
保
育
施
設

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育

施
設

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

全体 733 24.6% 6.8% 39.6% 1.9% 1.5% 1.2% 3.3% 27.0% 0.3%

０歳 91 5.5% 2.2% 1.1% 0.0% 2.2% 86.8% 0.0%

１歳 104 26.9% 3.8% 0.0% 2.9% 4.8% 58.7% 0.0%

２歳 106 8.5% 4.7% 38.7% 5.7% 1.9% 3.8% 9.4% 34.0% 0.9%

３歳 86 16.3% 1.2% 57.0% 2.3% 0.0% 0.0% 1.2% 23.3% 0.0%

４歳 123 43.9% 10.6% 48.8% 0.0% 1.6% 0.0% 0.8% 0.8% 0.0%

５歳 214 43.0% 13.1% 47.2% 0.0% 2.8% 0.9% 2.3% 0.5% 0.5%

０歳 91 3.3% 1.1% 5.5% 2.2% 1.1% 0.0% 2.2% 86.8% 0.0%

１・２歳 210 6.7% 3.3% 32.9% 4.8% 1.0% 3.3% 7.1% 46.2% 0.5%

３～５歳 423 37.8% 9.9% 49.6% 0.5% 1.9% 0.5% 1.7% 5.2% 0.2%

ひとり親家庭 32 9.4% 3.1% 68.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 18.8% 0.0%

フルタイム×フルタイム 204 15.2% 8.8% 64.7% 2.9% 2.5% 0.5% 1.5% 11.3% 0.0%

フルタイム×パートタイム 244 31.6% 12.3% 44.3% 2.9% 1.2% 0.4% 4.5% 10.7% 0.8%

パートタイム×パートタイム 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

専業主婦 夫）家庭 243 28.4% 0.4% 10.3% 0.4% 1.2% 2.9% 3.7% 56.0% 0.0%

無業×無業 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0%

子どもの年齢

子どもの年齢
３区分

家庭類型



14 

問 10 現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日の教育「・

保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えください。当てはまる番

号すべてに○をつけてください。 

「保育園」が 58.1％と最も高く、次いで「幼稚園」が 40.4％、「幼稚園の預かり保育」が 20.5％

と続いています。 

 

 

40.4

20.5

58.1

4.4

1.9

7.8

1.2

3.7

1.5

42.2

20.6

64.6

9.0

1.7

10.2

1.4

2.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育園

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

※いずれも利用したいと思わない

無回答

n=733

前回 n=766

※前回には選択肢無し
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〈子どもの年齢別等〉 

いずれの年齢でも、（「保育園」が最も高く、４歳と５歳では（「幼稚園」の割合も（「保育園」と大き

な差は見られません。 

専業主婦（ 夫）家庭以外の家庭類型では、（「保育園」が最も高くなっています。専業主婦（ 夫）家

庭では、「幼稚園」が 56.4％と最も高く、次いで「保育園」が 43.6％と続いています。 

現在幼稚園を利用している保護者では、今後も「幼稚園」を希望する割合が 82.0％、現在保育園

を利用している保護者では今後も「保育園」を希望する割合が 94.1％となっています。 

子育てについて（ 辛いと感じることの方が多い”という保護者では、（「保育園」が 66.7％と最も高

くなっています。 

 

回答者数
n=

幼
稚
園

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

保
育
園

事
業
所
内
保
育
施
設

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育

施
設

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

い
ず
れ
も
利
用
し
た
い
と

思
わ
な
い

無
回
答

全体 733 40.4% 20.5% 58.1% 4.4% 1.9% 7.8% 1.2% 3.7% 1.5%

０歳 91 38.5% 22.0% 65.9% 7.7% 2.2% 8.8% 2.2% 6.6% 2.2%

１歳 104 32.7% 20.2% 69.2% 4.8% 1.0% 14.4% 1.0% 6.7% 0.0%

２歳 106 38.7% 17.9% 63.2% 7.5% 1.9% 8.5% 0.9% 5.7% 1.9%

３歳 86 34.9% 11.6% 67.4% 3.5% 1.2% 3.5% 2.3% 0.0% 1.2%

４歳 123 45.5% 19.5% 49.6% 4.1% 2.4% 8.1% 0.8% 1.6% 1.6%

５歳 214 44.9% 25.2% 47.7% 1.9% 2.3% 5.1% 0.9% 2.8% 1.9%

０歳 91 38.5% 22.0% 65.9% 7.7% 2.2% 8.8% 2.2% 6.6% 2.2%

１・２歳 210 35.7% 19.0% 66.2% 6.2% 1.4% 11.4% 1.0% 6.2% 1.0%

３～５歳 423 43.0% 20.8% 52.2% 2.8% 2.1% 5.7% 1.2% 1.9% 1.7%

ひとり親家庭 32 21.9% 12.5% 78.1% 6.3% 3.1% 6.3% 6.3% 0.0% 6.3%

フルタイム×フルタイム 204 22.1% 18.1% 73.5% 6.4% 2.9% 9.3% 0.5% 2.5% 1.0%

フルタイム×パートタイム 244 41.8% 23.4% 57.0% 3.3% 1.2% 4.5% 0.8% 2.5% 1.2%

パートタイム×パートタイム 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

専業主婦 夫）家庭 243 56.4% 20.2% 43.6% 3.7% 1.6% 10.3% 1.6% 6.6% 1.2%

無業×無業 3 66.7% 33.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

幼稚園 206 82.0% 36.9% 11.2% 3.4% 0.5% 6.8% 0.5% 1.0% 0.5%

保育園 290 12.4% 10.3% 94.1% 3.1% 1.0% 6.9% 1.0% 1.4% 1.4%

その他保育施設等 57 26.3% 12.3% 52.6% 17.5% 14.0% 17.5% 5.3% 5.3% 1.8%

利用していない 198 43.4% 22.2% 57.1% 5.1% 1.5% 10.1% 2.5% 9.1% 2.0%

楽しいと感じることの方が多い 422 40.8% 21.6% 58.3% 4.5% 2.4% 7.3% 1.2% 3.8% 1.9%
楽しいと感じることと、辛いと

感じることが同じくらいある 277 40.4% 18.8% 57.0% 4.3% 1.4% 8.7% 1.1% 3.6% 1.1%

辛いと感じることの方が多い 15 20.0% 13.3% 66.7% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0%

その他 5 60.0% 40.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

わからない 9 33.3% 11.1% 77.8% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0%

子どもの年齢
３区分

家庭類型

平日の定期利
用施設等

子育てにおけ
る感情

子どもの年齢
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お子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について 

問 11 下記の事業について、枠内の選択肢から現在の状況や考えに近いものを①～⑩の事

業ごとに、それぞれ当てはまる番号１つに○をつけてください。なお、事業によっては、お

住まいの地域で実施されていないものもあります。 

① もうすぐパパ・ママ教室、マタニティクラス、ぱくぱく食育教室など保健センターの講座 

「利用したことがあるが、今後の利用希望はない」が 26.5％、「知っているが利用したことはない

し、今後の利用希望もない」が 25.9％とこれらが上位２つで、次いで「利用したことがあり、今後

もこれまで通り利用したい」が 15.4％と続いています。 

 

 

② 育児相談、すくすく相談、にこにこ相談など保健センターの相談事業 

「利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい」が 26.5％、「知っているが利用したこと

はないし、今後の利用希望もない」が 25.5％とこれらが上位２つで、次いで「利用したことがある

が、今後の利用希望はない」が 15.6％と続いています。 

 

 

1.6

15.4

26.5

10.8

25.9

11.3

8.0

0.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733

3.1

26.5

15.6

12.6

25.5

9.7

6.8

0.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733
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③ あじさい子育て広場、産後ケア 

「知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない」が 26.7％と最も高く、次いで（「利

用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい」が 17.6％、「知らないし、今後の利用希望もな

い」が 15.1％と続いています。 

 

〈子どもの年齢別〉 

当事業の認知度（ 利用したことがある、知っている）は、０歳では 82.4％、１歳では 82.7％とな

っており、０歳では今後の利用希望率が 73.6％となっています。 

 

 

1.9

17.6

12.8

13.5

26.7

11.9

15.1

0.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733

回答者数
n=

利
用
し
た
こ
と
が
あ
り
、

今
後
の
利

用
日
数
を
増
や
し
た
い

利
用
し
た
こ
と
が
あ
り
、

今
後
も
こ

れ
ま
で
通
り
利
用
し
た
い

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

今
後
の

利
用
希
望
は
な
い

知
っ

て
い
る
が
利
用
し
た
こ
と
は
な

い
た
め
、

今
後
は
利
用
し
た
い

知
っ

て
い
る
が
利
用
し
た
こ
と
は
な

い
し
、

今
後
の
利
用
希
望
も
な
い

知
ら
な
い
が
、

今
後
は
利
用
し
た
い

知
ら
な
い
し
、

今
後
の
利
用
希
望
も

な
い

無
回
答

全体 733 1.9% 17.6% 12.8% 13.5% 26.7% 11.9% 15.1% 0.4%

０歳 91 1.1% 37.4% 4.4% 24.2% 15.4% 11.0% 6.6% 0.0%

１歳 104 3.8% 24.0% 8.7% 22.1% 24.0% 14.4% 2.9% 0.0%

２歳 106 0.9% 25.5% 13.2% 9.4% 26.4% 12.3% 11.3% 0.9%

３歳 86 1.2% 15.1% 11.6% 11.6% 30.2% 17.4% 12.8% 0.0%

４歳 123 2.4% 13.8% 18.7% 13.0% 18.7% 9.8% 23.6% 0.0%

５歳 214 1.9% 6.1% 15.0% 7.9% 36.0% 10.3% 22.0% 0.9%

子どもの年齢
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④ 赤ちゃんがきた（ＢＰ１）、きょうだいが生まれた（ＢＰ２）など子育て支援課の講座 

「知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない」が 25.8％、「知らないし、今後の

利用希望もない」が 21.4％とこれらが上位２つで、次いで「利用したことがあるが、今後の利用希

望はない」が 16.5％と続いています。 

 

⑤ 乳幼児期家庭教育学級 

「知らないし、今後の利用希望もない」が 22.8％、「利用したことがあるが、今後の利用希望はな

い」が 19.4％とこれらが上位２つで、次いで（「知らないが、今後は利用したい」が 18.6％と続いて

います。 

 

⑥ 子育てサロン（サンサンルーム・すくすくルーム・山之上サロン） 

「利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい」が 25.6％、「利用したことがあるが、今

後の利用希望はない」が 23.2％とこれらが上位２つで、次いで「知っているが利用したことはない

し、今後の利用希望もない」が 13.2％と続いています。 

 

1.8

12.7

16.5

8.9

25.8

12.7

21.4

0.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733

1.6

10.8

19.4

9.0

17.5

18.6

22.8

0.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733

5.0

25.6

23.2

11.6

13.2

11.9

8.9

0.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733
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⑦ 地域子育て支援センター（ほたるの広場、にじいろ広場） 

「利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい」が 29.2％と最も高く、次いで「利用し

たことがあるが、今後の利用希望はない」が 17.3％、「知っているが利用したことはないし、今後の

利用希望もない」が 14.5％と続いています。 

 

〈子どもの年齢別〉 

当事業の認知度（ 利用したことがある、知っている）は、０歳では 82.4％、１歳では 81.7％とな

っており、０歳では今後の利用希望率が 83.5％、１歳では 85.6％、２歳では 67.9％となっていま

す。 

 

 

5.3

29.2

17.3

10.5

14.5

12.7

9.8

0.7

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733

回答者数
n=

利
用
し
た
こ
と
が
あ
り
、

今
後
の
利

用
日
数
を
増
や
し
た
い

利
用
し
た
こ
と
が
あ
り
、

今
後
も
こ

れ
ま
で
通
り
利
用
し
た
い

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

今
後
の

利
用
希
望
は
な
い

知
っ

て
い
る
が
利
用
し
た
こ
と
は
な

い
た
め
、

今
後
は
利
用
し
た
い

知
っ

て
い
る
が
利
用
し
た
こ
と
は
な

い
し
、

今
後
の
利
用
希
望
も
な
い

知
ら
な
い
が
、

今
後
は
利
用
し
た
い

知
ら
な
い
し
、

今
後
の
利
用
希
望
も

な
い

無
回
答

全体 733 5.3% 29.2% 17.3% 10.5% 14.5% 12.7% 9.8% 0.7%

０歳 91 11.0% 35.2% 3.3% 26.4% 6.6% 11.0% 5.5% 1.1%

１歳 104 7.7% 43.3% 2.9% 21.2% 6.7% 13.5% 3.8% 1.0%

２歳 106 7.5% 41.5% 17.9% 7.5% 6.6% 11.3% 6.6% 0.9%

３歳 86 5.8% 36.0% 17.4% 7.0% 7.0% 18.6% 7.0% 1.2%

４歳 123 4.9% 17.9% 25.2% 8.1% 25.2% 8.1% 10.6% 0.0%

５歳 214 0.9% 17.8% 24.8% 3.3% 22.4% 14.0% 16.4% 0.5%

子どもの年齢
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⑧ 加茂野児童館 

「知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない」が 21.8％、「利用したことがある

が、今後の利用希望はない」が 16.9％とこれらが上位２つで、次いで「利用したことがあり、今後

もこれまで通り利用したい」が 16.0％と続いています。 

 

⑨ ファミリー・サポート・センター 

「知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない」が 36.2％と最も高く、次いで（「知

っているが利用したことはないため、今後は利用したい」が 23.7％、「知らないが、今後は利用した

い」が 13.5％と続いています。 

 

⑩ 保育園・幼稚園等の園庭開放 

「利用したことがあるが、今後の利用希望はない」が 21.6％、「知っているが利用したことはない

し、今後の利用希望もない」が 18.4％とこれらが上位２つで、次いで「知っているが利用したこと

はないため、今後は利用したい」が 17.9％と続いています。 

 

2.2

16.0

16.9

14.5

21.8

12.8

15.4

0.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733

1.2

7.1

6.0

23.7

36.2

13.5

11.7

0.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733

4.6

16.0

21.6

17.9

18.4

16.4

5.0

0.1

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733
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⑪ みのかも子育てきずなメール（プッシュ型メール） 

「知らないし、今後の利用希望もない」が 36.2％と最も高く、次いで「知らないが、今後は利用

したい」が 24.4％、「利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい」が 17.9％と続いてい

ます。 

 

 

問 12 お子さんが成長されてから自分の家と学校以外に過ごす場所として、どんな場所が

あるといいと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「公園や自然の中で遊べる場所」が 69.8％、「祖父母（・親戚、友だちの家」が 68.6％とこれらが上

位２つで、次いで「図書館や児童館等の公共施設」が 54.4％と続いています。 

 

 

 

 

 

1.1

17.9

3.0

7.9

9.3

24.4

36.2

0.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

利用したことがあり、今後の利用日数を増やしたい

利用したことがあり、今後もこれまで通り利用したい

利用したことがあるが、今後の利用希望はない

知っているが利用したことはないため、今後は利用したい

知っているが利用したことはないし、今後の利用希望もない

知らないが、今後は利用したい

知らないし、今後の利用希望もない

無回答

n=733

69.8

68.6

54.4

53.5

52.9

46.8

46.0

45.8

36.8

22.8

15.1

7.9

7.1

1.6

0.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

公園や自然の中で遊べる場所

祖父母・親戚、友だちの家

図書館や児童館等の公共施設

放課後児童クラブ

塾や習い事

無料の学習支援の場

プレイパークなどの遊びの場

放課後子ども教室

スポーツ少年団などの活動の場

子ども食堂

ショッピングセンター

ファーストフード等の飲食店

カラオケやゲームセンター等の娯楽施設

その他

無回答

n=733
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〈主な施設等 子どもの年齢３区分別等〉 

いずれの年齢区分でも、「公園や自然の中で遊べる場所」が最も高くなっています。 

多くの居住地区で、「公園や自然の中で遊べる場所」が最も高くなっています。 

 

回答者数
n=

放
課
後
子
ど
も
教
室

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

ス
ポ
ー

ツ
少
年
団
な

ど
の
活
動
の
場

公
園
や
自
然
の
中
で

遊
べ
る
場
所

図
書
館
や
児
童
館
等

の
公
共
施
設

子
ど
も
食
堂

無
料
の
学
習
支
援
の

場

プ
レ
イ
パ
ー

ク
な
ど

の
遊
び
の
場

全体 733 45.8% 53.5% 36.8% 69.8% 54.4% 22.8% 46.8% 46.0%

０歳 91 48.4% 53.8% 40.7% 73.6% 54.9% 23.1% 41.8% 38.5%

１・２歳 210 47.1% 52.9% 41.4% 70.0% 59.0% 24.8% 47.1% 52.9%

３～５歳 423 44.7% 53.7% 34.0% 69.3% 52.0% 21.7% 48.0% 44.2%

太田小学校区 113 38.1% 46.9% 38.1% 63.7% 47.8% 16.8% 44.2% 43.4%

古井小学校区 157 44.6% 52.9% 42.0% 77.7% 56.7% 18.5% 42.0% 49.7%

山之上小学校区 13 69.2% 76.9% 38.5% 84.6% 84.6% 38.5% 69.2% 69.2%

蜂屋小学校区 79 46.8% 63.3% 39.2% 58.2% 50.6% 20.3% 45.6% 40.5%

加茂野小学校区 156 48.7% 55.1% 37.8% 69.9% 56.4% 26.3% 52.6% 50.6%

伊深小学校区 10 50.0% 40.0% 10.0% 60.0% 70.0% 20.0% 60.0% 50.0%

三和小学校区 3 33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 100.0% 66.7% 66.7% 66.7%

下米田小学校区 79 39.2% 54.4% 31.6% 73.4% 45.6% 22.8% 38.0% 38.0%

山手小学校区 99 53.5% 49.5% 26.3% 67.7% 59.6% 31.3% 51.5% 36.4%

わからない 23 47.8% 52.2% 52.2% 78.3% 47.8% 17.4% 43.5% 69.6%

居住地区

子どもの年齢
３区分
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お子さんの病気の際の対応について 

問 13 平日の定期的な教育「・保育の事業を利用していると答えた保護者の方「（問９で「「利用

していない」以外に○をつけた方）にうかがいます。利用していない方は、問 16 にお進み

ください。この１年間「（令和５年２月以降）で、宛名のお子さんが病気やけがで通常の事業

が利用できなかった場合に行った対処方法として、当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

「母親が休んだ」が 77.7％と最も高く、次いで（「父親が休んだ」が 30.4％、「 同居者を含む）親

族（・知人に子どもを看てもらった」が 25.7％と続いています。前回調査と比べて、（「母親が休んだ」、

「父親が休んだ」がともに上昇しています。 

 
 

問 14 宛名のお子さんが病気やけがの際、どのように対応することを希望しますか。当て

はまる番号１つに○をつけてください。 

「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」が 77.7％と最も高く、次いで「病児・病後児

のための保育施設等を利用したい」が 13.1％、「親族や知人を頼りたい」が 6.9％と続いています。 

 

30.4

77.7

24.2

25.7

2.6

0.4

0.8

0.6

1.1

2.4

0.9

14.2

51.8

18.5

25.4

4.7

0.2

0.4

0.0

1.1

17.0

10.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

父親が休んだ

母親が休んだ

父親または母親のうち就労していない方が子どもを看た

（同居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらった

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

事業を利用できない事態はなかった

無回答

n=533

前回 n=465

77.7

13.1

6.9

0.8

1.3

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい

病児・病後児のための保育施設等を利用したい

親族や知人を頼りたい

ベビーシッターなど、民間サービスを利用したい

その他

無回答
n=533
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〈家庭類型別〉 

ひとり親家庭では、（「病児（・病後児のための保育施設等を利用したい」が 30.8％と比較的高く、フ

ルタイム×フルタイムの家庭では同回答が 17.7％となっています。 

 

 

問 15 今後、宛名のお子さんが病気やけがの際、利用したい病児「・病後児のための保育施設

等はありますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」が 52.7％、「他の施設（ 幼稚園（・保育所等）に

併設した施設で子どもを保育する事業」が 48.0％とこれらが上位２つで、次いで「いずれも利用し

たいとは思わない」が 23.8％と続いています。 

 

 

回答者数
n=

できれば
父母のい
ずれかが
仕事を休
んで看た
い

病児・病
後児のた
めの保育
施設等を
利用した
い

ベビー
シッター
など、民
間サービ
スを利用
したい

親族や知
人を頼り
たい

その他 無回答

全体 533 77.7% 13.1% 0.8% 6.9% 1.3% 0.2%

ひとり親家庭 26 57.7% 30.8% 0.0% 11.5% 0.0% 0.0%

フルタイム×フルタイム 181 68.5% 17.7% 1.7% 11.0% 1.1% 0.0%

フルタイム×パートタイム 216 81.5% 12.0% 0.5% 4.6% 0.9% 0.5%

パートタイム×パートタイム 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

専業主婦 夫）家庭 107 89.7% 3.7% 0.0% 3.7% 2.8% 0.0%

無業×無業 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

家庭類型

52.7

48.0

22.0

15.6

1.9

23.8

0.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

他の施設（幼稚園・保育所等）に併設した施設で子どもを

保育する事業

連携自治体の病児・病後児保育事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する

事業（ファミリー・サポート・センター等）

その他

いずれも利用したいとは思わない

無回答

n=533
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問 15－１ 問 15 で「いずれも利用したいとは思わない」に○をつけた方にうかがいます。

病児「・病後児のための保育施設を利用したいと思わない理由は何ですか。当てはまる番号す

べてに○をつけてください。 

「親が仕事を休んで看る（」が 58.3％、「病児（・病後児を他人に看てもらうのは不安」が 55.1％と

これらが上位２つで、次いで「利用料がかかる・高い」が 26.8％と続いています。 

 

58.3

55.1

26.8

15.7

3.9

3.1

12.6

0.0

64.1

54.9

31.7

19.0

11.3

9.9

23.2

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

親が仕事を休んで看る

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）が

よくない

地域の事業の質に不安がある

その他

無回答

n=127

前回 n=142
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お子さんの不定期な一時預かり等の利用について 

問 16 宛名のお子さんについて、日中の定期的な教育「・保育や病気のため以外に、私用、親

の通院、不定期の就労等の目的で「「不定期に」利用している事業はありますか。ある場合は、

当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「利用していない」が 77.1％と最も高く、次いで「一時預かり」が 10.4％、「幼稚園の預かり保

育」が 8.9％と続いています。前回調査と比べて、「一時預かり」や「幼稚園の預かり保育」の割合

が上昇しています。 

 

 

10.4

8.9

4.6

1.6

1.1

1.1

77.1

1.4

5.2

2.9

3.7

0.1

0.1

0.8

65.4

24.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

n=733

前回 n=766
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問 16－１ 問 16 で「「利用していない」と回答した方にうかがいます。現在利用していない

理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「特に利用する必要がない」が 69.6％と最も高く、次いで「利用料がかかる・高い」が 19.1％、

「事業の利用方法 手続き等）がわからない」が 18.6％と続いています。 

 

 

問 17 宛名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的でお子さんを預け

る場合、どの事業を利用したいですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「一時預かり」が 54.3％と最も高く、次いで（「幼稚園の預かり保育」が 36.2％、「いずれも利用希

望はない」が 23.1％と続いています。 

 

 

69.6

19.1

18.6

12.2

11.9

6.7

3.5

3.5

4.8

0.5

78.4

16.0

16.4

10.8

10.4

3.4

3.0

5.6

7.0

0.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

特に利用する必要がない

利用料がかかる・高い

事業の利用方法（手続き等）がわからない

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）が

よくない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

その他

無回答

n=565

前回 n=501

54.3

36.2

22.4

8.5

5.3

2.3

23.1

1.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

ベビーシッター

その他

いずれも利用希望はない

無回答

n=733
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問 18 今後、保護者の用事「（冠婚葬祭や家族の育児疲れ、病気等）により、宛名のお子さん

を泊まりがけで家族以外に預ける必要が出てくると思いますか。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

「預ける必要はない」が 76.5％、「預ける必要が出てくると思う」が 22.5％となっています。 

 

 

 

「広域連携」について 

問 19 美濃加茂市では、人口減少「・少子高齢社会への対応として、周辺都市との連携を推進

しており、子ども・子育て支援の分野でも、現在、広域連携を実施しています。今後、連携

を実施「（または拡大）してほしい自治体はありますか。当てはまる番号すべてに○をつけて

ください。 

「可児市」が 65.2％と最も高く、次いで（「関市」が 46.1％、「富加町」が 30.6％と続いています。

前回調査と比べて、「特にない」との割合が低下し、すべての自治体で回答率が上昇しています。 

 

 

 

 

22.5 76.5 1.0

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

n=733

預ける必要が出てくると思う 預ける必要はない 無回答

65.2

46.1

30.6

30.0

28.8

19.1

12.3

3.8

17.6

0.3

52.7

30.0

18.0

15.0

23.6

12.1

7.2

2.1

25.2

3.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

可児市

関市

富加町

各務原市

坂祝町

川辺町

八百津町

その他

特にない

無回答

n=733

前回 n=766
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〈居住地区別〉 

多くの小学校では、（「可児市」が最も高く、加茂野と伊深では（「関市」が、三和では（「富加町」が

最も高くなっています。 

 

 

問 20 子ども・子育て支援の分野における広域連携において、連携を実施「（または拡大）し

てほしい施策や事業などのご要望はありますか。ご自由にご記入ください。 
 

主な意見要旨 件数 

安全な公園や遊び場の増設 14件 

室内遊び場の誘致を希望 14件 

広域での保育園利用の柔軟性 12件 

病児保育施設の増設を希望 8件 

児童手当の充実や給食費の無償化 8件 

仕事探し支援の充実 3件 

子連れで利用しやすい飲食店情報を希望 3件 

保育園の開園時間の延長を希望 2件 

保育士への手当や支援の充実 2件 

 

回答者数
n=

可児市 関市 各務原
市

坂祝町 富加町 川辺町 八百津
町

その他 特にな
い

無回答

全体 733 65.2% 46.1% 30.0% 28.8% 30.6% 19.1% 12.3% 3.8% 17.6% 0.3%

太田小学校区 113 65.5% 37.2% 31.9% 31.0% 20.4% 12.4% 8.8% 3.5% 23.9% 0.9%

古井小学校区 157 79.0% 35.7% 27.4% 22.9% 17.2% 22.3% 11.5% 4.5% 14.6% 0.0%

山之上小学校区 13 61.5% 46.2% 23.1% 23.1% 38.5% 38.5% 15.4% 0.0% 7.7% 0.0%

蜂屋小学校区 79 64.6% 60.8% 30.4% 29.1% 43.0% 25.3% 21.5% 5.1% 17.7% 0.0%

加茂野小学校区 156 48.7% 71.2% 32.1% 44.9% 55.8% 12.2% 7.7% 4.5% 13.5% 0.0%

伊深小学校区 10 60.0% 90.0% 30.0% 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0%

三和小学校区 3 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

下米田小学校区 79 77.2% 13.9% 15.2% 6.3% 13.9% 34.2% 20.3% 2.5% 19.0% 0.0%

山手小学校区 99 63.6% 42.4% 39.4% 30.3% 21.2% 17.2% 13.1% 3.0% 23.2% 0.0%

わからない 23 65.2% 56.5% 39.1% 26.1% 26.1% 13.0% 8.7% 4.3% 13.0% 4.3%

居住地区
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子育てについて 

問 21 あなたは、子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか、それとも辛いと感じ

ることが多いと思いますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「楽しいと感じることの方が多い」が 57.6％と最も高く、次いで「楽しいと感じることと、辛い

と感じることが同じくらいある」が 37.8％、「辛いと感じることの方が多い」が 2％と続いています。 

 

 

問 21－１ 問 21 で「楽しいと感じることの方が多い」「楽しいと感じることと、辛いと感

じることが同じくらいある」に○をつけた方にうかがいます。子育てが楽しいと思う理由は

何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもがかわいい」が 92.7％、「子どもの成長が目に見える」が 89.8％とこれらが上位２つで、

次いで「自分を信頼してくれる 求めてくれる）」が 58.1％と続いています。 

 

57.6

37.8

2.0

0.7

1.2

0.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらいある

辛いと感じることの方が多い

その他

わからない

無回答

n=733

92.7

89.8

58.1

52.4

1.7

0.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

子どもがかわいい

子どもの成長が目に見える

自分を信頼してくれる（求めてくれる）

自分自身も一緒に成長できる

その他

無回答
n=699
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問 21－２ 問 21 で「楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらいある」「辛い

と感じることの方が多い」に○をつけた方にうかがいます。子育てが辛いと思うときは何で

すか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「身体や精神的な疲れがあるとき」が 84.6％と最も高く、次いで「時間などの制約や自由な時間

が阻害されるとき」が 73.3％、「子育てが思い通りにならないとき」が 58.9％と続いています。 

 

 

問 22 お子さんの発達について気になることはございますか。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

「特に気になることはない」が 80.8％、「気になることがある」が 18.6％となっています。 

 

 

問 23 児童発達支援などの療育について知っていますか。当てはまる番号１つに○をつけ

てください。 

「知っている」が 64.4％、「知らない」が 34.5％となっています。 

 

 

84.6

73.3

58.9

57.2

45.2

25.3

3.4

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

身体や精神的な疲れがあるとき

時間などの制約や自由な時間が阻害されるとき

子育てが思い通りにならないとき

自分が病気のとき

子どもが病気のとき

協力者や相談者がいないとき

その他

無回答
n=292

18.6 80.8 0.7

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

n=733

気になることがある 特に気になることはない 無回答

64.4 34.5 1.1

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

n=733

知っている 知らない 無回答
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問 24 美濃加茂市内の児童発達支援事業所や、発達に関する相談先を知っていますか。知

っている事業所や相談先について、当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「美濃加茂市児童発達支援センター カナリヤの家」が 63.4％と最も高く、次いで「いずれも知

らない」が 33.8％、「こどもみらい園ぽぽらす」が 15.6％と続いています。 

 

 

63.4

15.6

5.2

4.6

4.0

33.8

0.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

美濃加茂市児童発達支援センター カナリヤの家

こどもみらい園ぽぽらす

ぱれっとジュニア 前平

ワンライフ ＭＩＮＯＫＡＭＯ

指定障がい児通所支援 ｅｎ

いずれも知らない

無回答

n=733
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問 25 子育てに関して、不安や負担などを感じることはありますか。（１）子どもに関する

こと、（２）ご自身に関することについて、それぞれ当てはまる番号すべてに○をつけてく

ださい。 

（１）子どもに関すること 

「子どものしつけに関すること」が 38.5％、「病気や発育発達に関すること」が 37.9％とこれら

が上位２つで、次いで「食事や栄養に関すること」が 33.8％と続いています。 

 

 

〈世帯収入別等※〉 

世帯収入が 263 万円未満の保護者では、（「病気や発育発達に関すること」が 47.7％と最も高くなっ

ています。 

選択言語が英語（・ポルトルル語の保護者では、（「病気や発育発達に関すること」が 42.0％と最も高

く、次いで「子育て支援サービスのこと」が 34.6％と続いており、選択言語が日本語の保護者と比

べて「子育て支援サービスのこと」の割合が高くなっています。 

 

※世帯収入は、国民生活基礎調査に基づく貧困率の計算を参考に、問 27 家庭の経済状況）の回答

結果から、世帯収入の中央値（ 525 万円）を算出し、その中央値の半分未満（ 263 万円未満）を区

分したもの。 

 

38.5

37.9

33.8

32.5

23.9

16.4

12.6

8.2

1.9

21.4

1.1

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

子どものしつけに関すること

病気や発育発達に関すること

食事や栄養に関すること

子どもの教育・保育に関すること

子どもの友だち付き合いに関すること

子どもと過ごす時間が十分取れないこと

子育て支援サービスのこと

子どもの登所・登園拒否など

その他

特にない

無回答

n=733

回答者数
n=

病
気
や
発
育
発
達
に
関

す
る
こ
と

食
事
や
栄
養
に
関
す
る

こ
と

子
育
て
支
援
サ
ー

ビ
ス

の
こ
と

子
ど
も
の
し
つ
け
に
関

す
る
こ
と

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間

が
十
分
取
れ
な
い
こ
と

子
ど
も
の
教
育
・
保
育

に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
友
だ
ち
付
き

合
い
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
登
所
・
登
園

拒
否
な
ど

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 733 37.9% 33.8% 12.6% 38.5% 16.4% 32.5% 23.9% 8.2% 1.9% 21.4% 1.1%

263万円未満 65 47.7% 33.8% 26.2% 26.2% 23.1% 30.8% 21.5% 12.3% 7.7% 23.1% 0.0%

263万円以上525万円未満 232 37.9% 33.6% 13.4% 38.4% 14.7% 30.2% 20.7% 9.9% 1.3% 21.6% 1.3%

525万円以上 365 35.6% 35.1% 10.1% 40.5% 17.3% 34.8% 25.2% 6.3% 0.8% 21.4% 0.8%

日本語 652 37.4% 34.5% 9.8% 41.0% 15.8% 33.1% 24.7% 7.1% 1.1% 20.7% 0.9%

英語・ポルトルル語 81 42.0% 28.4% 34.6% 18.5% 21.0% 27.2% 17.3% 17.3% 8.6% 27.2% 2.5%

選択言語

世帯収入
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（２）ご自身に関すること 

「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分取れないこと」が 32.6％、「子どもの教育にか

かる経済的な不安が大きくなっていること」が 31.8％とこれらが上位２つで、次いで「子育てのス

トレスなどから子どもにきつくあたってしまうこと」が 28.5％と続いています。 

 

〈世帯収入別等〉 

世帯収入が 263 万円未満の保護者では、（「子どもの教育にかかる経済的な不安が大きくなっている

こと」が 43.1％と最も高く、世帯収入が 263 万円以上 525 万円未満の保護者でも同回答が 39.7％と

最も高くなっています。 

選択言語が英語（・ポルトルル語の保護者では、選択言語が日本語の保護者と比べて（「子育てが大変

なことを、身近な人が理解してくれないこと」の割合が高くなっています。 

 

32.6

31.8

28.5

26.3

13.4

11.2

10.8

7.9

7.2

4.9

2.7

25.8

2.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分取れないこと

子どもの教育にかかる経済的な不安が大きくなっていること

子育てのストレスなどから子どもにきつくあたってしまうこと

子育てによる身体の疲れが大きいこと

子育てに関して配偶者（パートナー）の協力が少ないこと

配偶者（パートナー）と子育てに関して意見が合わないこと

配偶者（パートナー）以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

ご自身の子育てについて、身近な人の見る目が気になること

子育てが大変なことを、身近な人が理解してくれないこと

子育てに関して話し相手や相談相手がいないこと

その他

特にない

無回答

n=733

回答者数
n= 子

育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（

パ
ー

ト

ナ
ー
）

の
協
力
が
少
な
い
こ
と

配
偶
者
（

パ
ー

ト
ナ
ー
）

と
子
育
て
に
関

し
て
意
見
が
合
わ
な
い
こ
と

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
、

身
近
な
人
が

理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と

ご
自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
、

身
近
な
人

の
見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と

子
育
て
に
関
し
て
話
し
相
手
や
相
談
相
手

が
い
な
い
こ
と

仕
事
や
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
な
ど
自
分

の
時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と

配
偶
者
（

パ
ー

ト
ナ
ー
）

以
外
に
子
育
て

を
手
伝
っ

て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も
に

き
つ
く
あ
た
っ

て
し
ま
う
こ
と

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い
こ

と

子
ど
も
の
教
育
に
か
か
る
経
済
的
な
不
安

が
大
き
く
な
っ

て
い
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 733 13.4% 11.2% 7.2% 7.9% 4.9% 32.6% 10.8% 28.5% 26.3% 31.8% 2.7% 25.8% 2.9%

263万円未満 65 15.4% 6.2% 15.4% 12.3% 4.6% 30.8% 16.9% 21.5% 18.5% 43.1% 3.1% 24.6% 3.1%

263万円以上525万円未満 232 13.8% 8.6% 4.7% 6.9% 4.7% 31.5% 10.8% 28.4% 28.9% 39.7% 2.6% 28.0% 3.0%

525万円以上 365 11.8% 12.3% 5.8% 6.6% 4.9% 35.9% 10.1% 30.7% 27.1% 25.5% 2.5% 24.1% 1.9%

日本語 652 13.7% 12.1% 6.0% 7.7% 4.3% 34.0% 10.1% 30.8% 28.2% 32.1% 2.1% 25.3% 2.1%

英語・ポルトルル語 81 11.1% 3.7% 17.3% 9.9% 9.9% 21.0% 16.0% 9.9% 11.1% 29.6% 7.4% 29.6% 8.6%

選択言語

世帯収入
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問 26 子育てをする中で、どのような支援「・対策が有効と感じていますか。当てはまる番号

３つまでに○をつけてください。 

「仕事と家庭生活の両立」が 43.1％、「地域における子育て支援の充実」が 38.7％とこれらが上

位２つで、次いで「保育サービスの充実」が 32.6％と続いています。 

 

 

〈子育てにおける感情別〉 

 わからない”という場合を除き、いずれの感情の保護者でも（「仕事と家庭生活の両立」が最も高

くなっており、（ 楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらいある”や（ 辛いと感じるこ

との方が多い”という保護者では、（ 楽しいと感じることの方が多い”という保護者と比べて同回答

の割合が高くなっています。 

 辛いと感じることの方が多い”という保護者では、「子育てしやすい住居（・まちの環境面での充

実」も同率で最も高くなっています。 

 

43.1

38.7

32.6

30.7

22.2

20.5

17.3

16.6

13.4

8.3

7.2

6.5

3.0

3.0

1.8

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

仕事と家庭生活の両立

地域における子育て支援の充実

保育サービスの充実

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

子どもの教育環境

妊娠・出産に対する支援

乳児の育児に対する支援

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

地域における子どもの活動拠点の充実

特別な支援を要する児童への支援

不妊治療費等の助成

子育て支援のネットワークづくり

特別な支援を要する児童のための療育施設の設置

その他

無回答

n=733

回答者数
n=

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

の
充
実

保
育
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

子
育
て
支
援
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ
く
り

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
活

動
拠
点
の
充
実

妊
娠
・
出
産
に
対
す
る
支
援

乳
児
の
育
児
に
対
す
る
支
援

子
ど
も
の
教
育
環
境

子
育
て
し
や
す
い
住
居
・
ま

ち
の
環
境
面
で
の
充
実

仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立

子
ど
も
を
対
象
に
し
た
犯

罪
・
事
故
の
軽
減

特
別
な
支
援
を
要
す
る
児
童

へ
の
支
援

特
別
な
支
援
を
要
す
る
児
童

の
た
め
の
療
育
施
設
の
設
置

不
妊
治
療
費
等
の
助
成

全体 733 38.7% 32.6% 6.5% 13.4% 20.5% 17.3% 22.2% 30.7% 43.1% 16.6% 8.3% 3.0% 7.2%

楽しいと感じることの方が多い 422 40.3% 31.3% 5.5% 12.6% 25.1% 16.6% 24.6% 32.2% 40.8% 16.8% 6.6% 1.7% 7.6%
楽しいと感じることと、辛いと感

じることが同じくらいある 277 36.8% 35.7% 8.3% 14.8% 15.2% 17.7% 20.6% 28.5% 47.3% 15.2% 10.1% 4.0% 6.9%

辛いと感じることの方が多い 15 33.3% 20.0% 0.0% 6.7% 0.0% 20.0% 6.7% 53.3% 53.3% 26.7% 20.0% 13.3% 6.7%

その他 5 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0%

わからない 9 44.4% 55.6% 11.1% 22.2% 11.1% 33.3% 11.1% 11.1% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0%

子育てにお
ける感情
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問 27 ご家庭の経済状況についてうかがいます。昨年「（令和５年）１年間の、家族全員の収

入の合計額は、税込みでおよそいくらでしたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「450～500 万円未満」が 10.4％、「わからない」が 9.3％とこれらが上位２つで、次いで「550～

600 万円未満」が 8.2％と続いています。なお、世帯収入の中央値は 525 万円となっています。 

 

〈子どもの人数別〉 

国民生活基礎調査に基づく貧困率の計算を参考に、世帯収入の中央値（ 525 万円）を算出し、その

中央値の半分未満（ 263 万円未満）を区分した結果について、子どもの人数別で見ると、子どもが４

人以上の家庭では（「263 万円以上 525 万円未満」が 37.5％と最も高く、「263 万円未満」も 27.5％と、

子どもが３人以下の場合と比べて高くなっています。 

 

 

1.8

1.5

1.1

2.2

2.3

3.8

5.7

4.6

7.1

10.4

7.6

8.2

5.9

5.6

4.2

4.2

4.5

4.4

5.2

9.3

0.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

50万円未満

50～100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500～550万円未満

550～600万円未満

600～650万円未満

650～700万円未満

700～750万円未満

750～800万円未満

800～900万円未満

900～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

n=733

合計 263万円未
満

263万円以
上525万円
未満

525万円以
上

無回答

全体 733 8.9% 31.7% 49.8% 9.7%

１人 222 10.8% 29.3% 46.4% 13.5%

２人 324 6.5% 34.3% 52.2% 7.1%

３人 144 4.9% 28.5% 56.3% 10.4%

４人以上 40 27.5% 37.5% 27.5% 7.5%

子どもの人数
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問 28 あなたの世帯では、過去１年の間に、急な出費などで家計のやりくりができないこ

とがありましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「まったくなかった」が 50.5％と最も高く、次いで「ときどきあった」が 19.6％、「まれにあっ

た」が 16.5％と続いています。 

 

〈世帯収入別〉 

世帯収入が 263 万円未満の場合では、（「よくあった」、（「ときどきあった」が 36.9％と比較的高くな

っています。 

 

問 29 あなたの世帯では、過去１年の間に、経済的な理由で、月々の料金の支払い、家賃「・

住宅ローンの滞納、債務の返済ができないことがありましたか。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

「まったくなかった」が 82.4％と最も高く、次いで（「ときどきあった」が 6.5％、「まれにあった」

が 5.5％と続いています。 

 

〈世帯収入別〉 

世帯収入が 263 万円未満の場合では、（「ときどきあった」が 32.3％、「よくあった」が 24.6％と比

較的高くなっています。 

 

12.8 19.6 16.5 50.5 0.5

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

n=733

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

回答者数
n=

よくあっ
た

ときどき
あった

まれに
あった

まったく
なかった

無回答

全体 733 12.8% 19.6% 16.5% 50.5% 0.5%

263万円未満 65 36.9% 36.9% 15.4% 10.8% 0.0%

263万円以上525万円未満 232 17.7% 24.6% 18.5% 38.8% 0.4%

525万円以上 365 6.8% 14.2% 15.6% 63.3% 0.0%

世帯収入

4.9

6.5

5.5 82.4 0.7

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

n=733

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

回答者数
n=

よくあっ
た

ときどき
あった

まれに
あった

まったく
なかった

無回答

全体 733 4.9% 6.5% 5.5% 82.4% 0.7%

263万円未満 65 24.6% 32.3% 10.8% 32.3% 0.0%

263万円以上525万円未満 232 6.9% 5.6% 9.5% 77.6% 0.4%

525万円以上 365 0.5% 1.9% 2.2% 95.1% 0.3%

世帯収入
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問 30 あなたの世帯では、過去５年の間に、経済的な理由による料金滞納のために、電気、

ガス、水道を止められたことがありましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「なかった」が 95.4％と最も高く、次いで「あった」が 2.2％、「どれか１つはあった」が 1.9％

と続いています。 

 

〈世帯収入別〉 

世帯収入が 263 万円未満の場合では、「あった」が 12.3％、「どれか１つはあった」が 9.2％と比

較的高くなっています。 

 

2.2

1.9

95.4 0.5

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

n=733

あった どれか１つはあった なかった 無回答

回答者数
n=

あった どれか１
つはあっ
た

なかった 無回答

全体 733 2.2% 1.9% 95.4% 0.5%

263万円未満 65 12.3% 9.2% 78.5% 0.0%

263万円以上525万円未満 232 1.7% 3.0% 95.3% 0.0%

525万円以上 365 0.3% 0.3% 99.2% 0.3%

世帯収入
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問 31 下記の項目について、あなたのご家庭では、お子さんに次のことをしていますか。①

～⑨の項目ごとに、それぞれ当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「していない／経済的にできない」の割合は、 １年に１回くらい家族旅行に行く”では 19.8％、

 習い事・学習塾・通信教育のいずれかをしている”では 18.1％、 保険適用外治療を受けさせる”

では 16.4％と、これらの項目で比較的高くなっています。 

 

 

53.8

22.9

93.6

95.0

74.6

94.1

96.5

30.0

92.1

18.1

8.6

4.2

3.1

19.8

3.7

1.2

16.4

1.6

25.2

64.8

1.0

0.4

3.8

1.0

1.0

50.6

3.7

2.9

3.7

1.2

1.5

1.8

1.2

1.4

3.0

2.6

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

習い事・学習塾・通信教育のいずれ

かをしている

おこづかいを渡す

新しい洋服・靴を買う

お誕生日のお祝いをする

１年に１回くらい家族旅行に行く

クリスマスのプレゼントや正月のお

年玉をあげる

医者・歯医者に行く（医療機関での

健診を含む）

保険適用外治療を受けさせる

子どもの行事（運動会、保護者会

など）へ親が参加する

している していない／経済的にできない していない／必要だと思わない 無回答

n=733
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問 32 あなたはお子さんに、将来、どの学校まで進学してほしいと思いますか。当てはまる

番号１つに○をつけてください。 

「中学→高校 または５年制の高等専門学校）→大学」が 51.3％と最も高く、次いで「まだわか

らない」が 17.9％、「中学→高校」が 11.5％と続いています。 

 

〈世帯収入別〉 

世帯収入に関わらず、「中学→高校（ または５年制の高等専門学校）→大学」が最も高く、世帯収

入が 263 万円未満の場合では、「中学→高校 または５年制の高等専門学校）→大学→大学院」が

23.1％と比較的高くなっています。 

 

 

0.1

11.5

6.1

0.7

2.3

51.3

6.4

3.3

17.9

0.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

中学

中学→高校

中学→高校→専門学校

中学→５年制の高等専門学校

中学→高校→短大

中学→高校（または５年制の高等専門学校）→大学

中学→高校（または５年制の高等専門学校）→大学→大学院

その他

まだわからない

無回答

n=733

回答者数
n=

中
学

中
学
→

高
校

中
学
→

高
校
→

専
門
学
校

中
学
→

５
年
制
の
高
等
専
門
学
校

中
学
→

高
校
→

短
大

中
学
→

高
校
（

ま
た
は
５
年
制
の
高

等
専
門
学
校
）
→

大
学

中
学
→

高
校
（

ま
た
は
５
年
制
の
高

等
専
門
学
校
）
→

大
学
→

大
学
院

そ
の
他

ま
だ
わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 733 0.1% 11.5% 6.1% 0.7% 2.3% 51.3% 6.4% 3.3% 17.9% 0.4%

263万円未満 65 1.5% 10.8% 12.3% 6.2% 4.6% 27.7% 23.1% 0.0% 13.8% 0.0%

263万円以上525万円未満 232 0.0% 12.5% 9.9% 0.4% 1.7% 47.4% 6.9% 2.6% 18.5% 0.0%

525万円以上 365 0.0% 11.0% 3.0% 0.0% 2.2% 59.7% 3.8% 4.1% 16.2% 0.0%

世帯収入
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問 32－１ 問 32 で「「まだわからない」以外に○をつけた方にうかがいます。その理由は何

ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「お子さんが幸せになれると思うから」が 48.2％、「一般的な進路だと思うから」が 44.1％とこ

れらが上位２つで、次いで「家庭の経済的な状況から考えて」が 13.4％と続いています。 

 

 

問 33 あなたはヤングケアラーという言葉を知っていますか。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

「言葉も内容も知っている」が 60.3％と最も高く、次いで（「知らなかった」が 24.8％、「言葉は聞

いたことがある」が 14.1％と続いています。 

 

 

問 34 あなたの周りにヤングケアラーと思われる人がいた場合、どのように対応をします

か。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「本人に様子を聞く」が 51.2％と最も高く、次いで「家族、知人、友人に相談する」が 41.9％、

「関係機関に相談する」が 25.1％と続いています。 

 

 

 

48.2

44.1

13.4

12.9

9.5

0.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

お子さんが幸せになれると思うから

一般的な進路だと思うから

家庭の経済的な状況から考えて

その他

特に理由はない

無回答

n=599

60.3 14.1 24.8 0.8

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

n=733

言葉も内容も知っている 言葉は聞いたことがある 知らなかった 無回答

51.2

41.9

25.1

21.6

6.8

0.7

13.4

0.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

本人に様子を聞く

家族、知人、友人に相談する

関係機関に相談する

教育関係者に相談する

何もしない

その他

わからない

無回答

n=733
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子どもの権利について 

問 35 あなたは「「子どもの権利」を知っていますか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

「名前は知っているが内容は知らなかった」が 38.7％、「名前も内容も知っている」が 38.3％と

これらが上位２つで、次いで「知らなかった」が 22.9％と続いています。 

 

 

問 36 子どもの権利の中で特に大切だと思うことはどれですか。当てはまる番号１つに○

をつけてください。 

「暴力や言葉で傷つけないこと」が21.4％、「家族が仲良く一緒に過ごす時間を持つこと」が20.5％

とこれらが上位２つで、次いで「自分の考えを自由に言えること」が 16.5％と続いています。 

 

 

38.3 38.7 22.9

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

n=733

名前も内容も知っている 名前は知っているが内容は知らなかった

知らなかった 無回答

21.4

20.5

16.5

12.3

11.2

8.2

4.8

2.0

1.6

1.2

0.1

0.1

0.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

暴力や言葉で傷つけないこと

家族が仲良く一緒に過ごす時間を持つこと

自分の考えを自由に言えること

人と違う自分らしさが認められること

人種や性別、宗教などで差別されないこと

自分のことは自分で決められること

障がいのある子が差別されないこと

必要な情報を知ることや、参加する手助けを受けられること

自由な時間を持つこと

子どもが知りたいことを隠さないこと

自分の秘密が守られること

自由な呼び掛けでグループをつくり集まれること

無回答

n=733
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問 37 あなたは、子育てをしていて、子どもからの意見や要望を聞き、それらを取り入れる

ように意識をしたことはありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「常にしている」が 48.8％、「ときどきしている」が 46.9％とこれらが上位２つで、次いで（「あま

りしていない」が 3.1％と続いています。 

 

 

 

その他教育・保育全般に関することについて 

問 38 どのような支援があれば、子どもをもう一人産み育てたいと思いますか。当てはま

る番号３つまでに○をつけてください。 

「子育てに関する経済的支援 手当）の充実」が 58.4％と最も高く、次いで「保育料・副食費の

無償化または負担軽減」が45.6％、「男女ともに仕事と育児を両立できる環境や制度づくり」が22.1％

と続いています。前回調査と比べて、（「子育てに関する経済的支援（ 手当）の充実」の割合が上昇し

ています。 

 

48.8 46.9 3.1

0.8

0.3

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

n=733

常にしている ときどきしている あまりしていない まったくしたことがない 無回答

58.4

45.6

22.1

21.8

15.7

15.6

15.0

14.7

12.7

3.3

17.2

0.1

53.0

51.4

14.6

26.0

21.5

14.1

13.2

25.3

18.3

15.4

4.0

1.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

子育てに関する経済的支援（手当）の充実

保育料・副食費の無償化または負担軽減

男女ともに仕事と育児を両立できる環境や制度づくり

妊娠・出産への支援（不妊治療への助成など）

勤務先の企業の配慮・努力

住居の確保の支援（購入費・家賃等への助成）

産前・産後の心身の負担軽減

保育の受け皿の確保（待機児童ゼロ）

自分が病気などのときに、一時的に子どもを預けられる

施設・環境の充実

その他

特にない（現在の子どもの人数で満足している）

無回答

n=733

前回 n=766
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〈世帯収入別〉 

世帯収入に関わらず、（「子育てに関する経済的支援（ 手当）の充実」が最も高く、次いで（「保育料（・

副食費の無償化または負担軽減」と続いています。世帯収入が 263 万円未満の場合では、（「住居の確

保の支援 購入費・家賃等への助成）」が 29.2％と比較的高くなっています。 

 

回答者数
n=

保
育
の
受
け
皿
の
確
保
（

待
機
児
童
ゼ
ロ
）

保
育
料
・
副
食
費
の
無
償
化
ま
た
は
負
担
軽

減

自
分
が
病
気
な
ど
の
と
き
に
、

一
時
的
に
子

ど
も
を
預
け
ら
れ
る
施
設
・
環
境
の
充
実

妊
娠
・
出
産
へ
の
支
援
（

不
妊
治
療
へ
の
助

成
な
ど
）

産
前
・
産
後
の
心
身
の
負
担
軽
減

住
居
の
確
保
の
支
援
（

購
入
費
・
家
賃
等
へ

の
助
成
）

子
育
て
に
関
す
る
経
済
的
支
援
（

手
当
）

の

充
実

男
女
と
も
に
仕
事
と
育
児
を
両
立
で
き
る
環

境
や
制
度
づ
く
り

勤
務
先
の
企
業
の
配
慮
・
努
力

そ
の
他

特
に
な
い
（

現
在
の
子
ど
も
の
人
数
で
満
足

し
て
い
る
）

無
回
答

全体 733 14.7% 45.6% 12.7% 21.8% 15.0% 15.6% 58.4% 22.1% 15.7% 3.3% 17.2% 0.1%

263万円未満 65 24.6% 53.8% 13.8% 23.1% 10.8% 29.2% 64.6% 21.5% 6.2% 1.5% 6.2% 0.0%

263万円以上525万円未満 232 15.9% 50.4% 12.1% 22.4% 11.6% 19.8% 62.1% 17.7% 13.8% 4.3% 16.8% 0.0%

525万円以上 365 11.8% 42.7% 13.4% 19.7% 18.1% 11.0% 56.4% 25.8% 18.4% 2.7% 18.1% 0.0%

世帯収入



45 

問 39 子育てに関する情報をどのように入手していますか「（入手したいと思いますか）。当

てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「近所の人、知人（・友人」が 58.4％と最も高く、次いで（「保育園、幼稚園、認定こども園、学校」

が 52.7％、「親族（ 親、兄弟姉妹など）」が 49.0％と続いています。前回調査と比べて、（「近所の人、

知人（・友人」の割合が低下し、「配偶者」や（「ＳＮＳ Ｘ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど）」が上昇してい

ます。 

 

58.4

52.7

49.0

40.7

40.1

20.5

17.1

15.4

13.1

13.1

11.9

10.8

9.3

8.9

6.4

4.5

1.5

1.0

1.4

0.4

0.4

69.1

54.0

49.5

29.1

31.6

18.0

26.0

35.2

16.1

24.9

20.6

16.3

20.4

23.1

3.9

10.8

2.5

0.9

2.2

0.9

0.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

近所の人、知人・友人

保育園、幼稚園、認定こども園、学校

親族（親、兄弟姉妹など）

配偶者

ＳＮＳ（Ｘ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど）

市役所や市の機関

子育て支援センター（ほたるの広場、にじいろ広場）

・児童館・子育てサロン（サンサンルームなど）

市の広報やパンフレット、市公式ＳＮＳ（Ｘ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、

ＬＩＮＥなど）

保健センター（健診等）

市のホームページ、インターネット

テレビ、ラジオ、新聞

子育てサークルなど

子育て雑誌・育児書

すぐメールみのかも

子ども相談センター（児童相談所）

コミュニティ誌

育児サークル、子育てボランティアなど

その他

情報の入手手段がわからない

情報の入手先がない

無回答

n=733

前回 n=766
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問 40 あなたは、子育てに関するどのような情報が欲しいですか。当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

「公園などの遊び場の情報」が 61.0％と最も高く、次いで「保育所 園）などの保育サービスに

関する情報」が 44.9％、「子どもに関する手当の申請方法などの情報」が 42.0％と続いています。

前回調査と比べて、「公園などの遊び場の情報」の割合が上昇しています。 

 

 

61.0

44.9

42.0

35.6

30.3

29.1

28.0

24.8

18.3

18.0

15.3

13.4

12.1

1.8

2.0

55.7

48.7

38.5

43.3

33.9

35.9

31.6

34.2

17.8

13.6

16.1

22.8

19.3

0.8

3.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

公園などの遊び場の情報

保育所（園）などの保育サービスに関する情報

子どもに関する手当の申請方法などの情報

子育てに関するイベント・講習の情報

家庭教育やしつけに関する情報

医療機関に関する情報

幼稚園などの幼児教育に関する情報

予防接種の情報

育児に関する相談窓口の情報

発達支援に関する相談窓口の情報

アレルギーを持つ子ども向けの情報

妊産婦・子どもへの健診の情報

子育てサークルの情報

その他

無回答

n=733

前回 n=766
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問 41 子育てについて考えたとき、今後、行政や関係機関の取り組みとして必要と思われ

ること、重要と思われることは何だと思いますか。当てはまる番号３つまでに○をつけてく

ださい。 

「家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知」が 29.9％、「子育てに関する相談の充実

 例（ 発達相談、教育相談など）」が 29.3％とこれらが上位２つで、次いで（「自然や文化とのふれあ

い、人との付き合い方を学ぶための体験活動の充実」が 21.0％と続いています。前回調査と比べて、

「子育てに関する相談の充実 例 発達相談、教育相談など）」の割合が上昇しています。 

 

 

29.9

29.3

21.0

21.0

20.9

20.5

19.4

17.7

12.6

12.3

9.3

8.6

7.5

6.5

6.3

6.1

5.0

3.5

1.2

1.8

1.4

31.5

26.1

25.2

29.6

26.1

26.2

20.1

18.7

18.5

9.3

8.7

8.2

4.7

7.0

5.1

7.2

5.4

2.1

2.2

2.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知

子育てに関する相談の充実（例：発達相談、教育相談など）

自然や文化とのふれあい、人との付き合い方を学ぶための

体験活動の充実

小児医療の充実や乳幼児医療費の助成制度の拡充

地域社会全体で子どもたちを見守り育てていく体制づくり

公共施設や公園などの安全性の確保

一人ひとりの個性や特徴を尊重した幼児教育

労働時間改善など、企業や事業主へのはたらきかけ

乳児保育、延長保育などの拡充

子ども同士、高齢者などとの交流の機会の充実

児童虐待の防止・発見・対応

防犯意識の啓発活動

母子保健の充実

障がいのある子どもと家庭への支援

バランスのよい食生活に関する知識の普及

交通マナーの向上などの交通安全啓発活動

ひとり親家庭への支援

※調理や掃除などの訪問家事支援

バリアフリーのまちづくり

その他

無回答

n=733

前回 n=766

※前回には選択肢無し
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〈市の子育ての環境や支援に「満足していない」「あまり満足していない」という保護者に限定〉 

問 42 で市の子育ての環境や支援に「満足していない」「あまり満足していない」という保護者に

限定すると、（「家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知」が 32.8％と最も高く、次いで（「小

児医療の充実や乳幼児医療費の助成制度の拡充」が 26.9％、（「子育てに関する相談の充実（ 例（ 発達

相談、教育相談など）」が 25.9％と続いています。 

 

 

 

 

32.8

26.9

25.9

21.9

18.9

18.4

18.4

17.4

15.9

8.5

8.5

7.5

7.5

7.5

7.0

6.5

4.5

3.5

1.5

3.0

1.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知

小児医療の充実や乳幼児医療費の助成制度の拡充

子育てに関する相談の充実（例：発達相談、教育相談など）

自然や文化とのふれあい、人との付き合い方を学ぶための

体験活動の充実

一人ひとりの個性や特徴を尊重した幼児教育

労働時間改善など、企業や事業主へのはたらきかけ

公共施設や公園などの安全性の確保

乳児保育、延長保育などの拡充

地域社会全体で子どもたちを見守り育てていく体制づくり

交通マナーの向上などの交通安全啓発活動

障がいのある子どもと家庭への支援

防犯意識の啓発活動

ひとり親家庭への支援

児童虐待の防止・発見・対応

子ども同士、高齢者などとの交流の機会の充実

母子保健の充実

バランスのよい食生活に関する知識の普及

調理や掃除などの訪問家事支援

バリアフリーのまちづくり

その他

無回答

n=201
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〈選択言語が「英語」「ポルトルル語」の保護者に限定〉 

選択言語が（「英語」「ポルトルル語」の保護者に限定すると、（「子育てに関する相談の充実（ 例（ 発

達相談、教育相談など）」が 51.9％と最も高く、次いで（「一人ひとりの個性や特徴を尊重した幼児教

育」が 25.9％、「地域社会全体で子どもたちを見守り育てていく体制づくり」、「母子保健の充実」が

18.5％と続いています。 

 

51.9

25.9

18.5

18.5

17.3

17.3

14.8

13.6

13.6

12.3

11.1

11.1

9.9

8.6

7.4

2.5

2.5

0.0

0.0

1.2

2.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

子育てに関する相談の充実（例：発達相談、教育相談など）

一人ひとりの個性や特徴を尊重した幼児教育

地域社会全体で子どもたちを見守り育てていく体制づくり

母子保健の充実

自然や文化とのふれあい、人との付き合い方を学ぶための

体験活動の充実

労働時間改善など、企業や事業主へのはたらきかけ

小児医療の充実や乳幼児医療費の助成制度の拡充

子ども同士、高齢者などとの交流の機会の充実

公共施設や公園などの安全性の確保

乳児保育、延長保育などの拡充

防犯意識の啓発活動

児童虐待の防止・発見・対応

家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知

ひとり親家庭への支援

障がいのある子どもと家庭への支援

バランスのよい食生活に関する知識の普及

交通マナーの向上などの交通安全啓発活動

バリアフリーのまちづくり

調理や掃除などの訪問家事支援

その他

無回答

n=81
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問 42 美濃加茂市における子育ての環境や支援への満足度について、当てはまる番号１つ

に○をつけてください。 

「ふつう」が 47.9％と最も高く、次いで「やや満足している」が 19.2％、「あまり満足していな

い」が 18.4％と続いています。前回調査と比べて、「やや満足している」と「非常に満足している」

を合わせた割合が低下 前回 30.2％→23.9％）しています。 

 

〈子育てにおける感情別等〉 

いずれの感情の保護者でも（「ふつう」が最も高くなっています。（ 楽しいと感じることの方が多い”

という保護者では、「やや満足している」と（「非常に満足している」を合わせた割合が 27.0％である

のに対して、（ 楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらいある”という保護者では同回

答が 19.9％、 辛いと感じることの方が多い”という保護者では 13.3％となっています。 

子どもの発達について（ 気になることがある”という保護者では、（「やや満足している」と（「非常

に満足している」を合わせた割合が 14.0％と比較的低くなっています。 

 
 

9.0

18.4

47.9

19.2

4.6

0.8

5.0

15.8

47.1

27.7

2.5

2.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

満足していない

あまり満足していない

ふつう

やや満足している

非常に満足している

無回答

n=733

前回 n=766

回答者数
n=

満足して
いない

あまり満
足してい
ない

ふつう やや満足
している

非常に満
足してい
る

無回答

全体 733 9.0% 18.4% 47.9% 19.2% 4.6% 0.8%

楽しいと感じることの方が多い 422 7.8% 14.9% 49.5% 21.1% 5.9% 0.7%

楽しいと感じることと、辛いと感

じることが同じくらいある 277 10.1% 24.9% 44.8% 17.3% 2.5% 0.4%

辛いと感じることの方が多い 15 20.0% 0.0% 60.0% 6.7% 6.7% 6.7%

その他 5 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0%

わからない 9 11.1% 11.1% 66.7% 11.1% 0.0% 0.0%

気になることがある 136 10.3% 21.3% 53.7% 11.8% 2.2% 0.7%

特に気になることはない 592 8.8% 17.7% 47.0% 20.6% 5.2% 0.7%

子育てにお
ける感情

子どもの発
達について
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問 43 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や希望する支援に関してご意見が

ございましたら、ご自由にご記入ください。 

 

主な意見要旨 件数 

公園や遊び場の整備が必要 51件 

小学生の放課後の受け皿が少ない 25件 

働く親への支援が不足している 23件 

保育料の減額や無償化が必要 20件 

ひとり親家庭への支援が不十分 13件 

病気の子どもを預ける場所がない 13件 

保育士の待遇改善が必要 10件 

保育園の兄弟同時入園が難しい 9件 

通学路の安全対策が必要 9件 

相談機関の充実が必要 7件 
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（２）就学児童の保護者 

お住まいの地域について 

問１ お住まいの地区として当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「古井小学校区」が 21.8％、「加茂野小学校区」が 19.7％とこれらが上位２つで、次いで（「太田小

学校区」が 15.8％と続いています。 

 

 

お子さんとご家族の状況について 

問２ 宛名のお子さんは現在何年生ですか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「６年生」が 19.2％、「４年生」が 17.1％とこれらが上位２つで、次いで「３年生」が 16.6％と

続いています。前回調査と比べて、「５年生」の割合が低くなっています。 

 

15.8

21.8

2.4

12.7

19.7

1.5

0.2

10.6

15.3

0.0

0.0

11.9

19.8

4.3

13.7

19.3

1.6

0.0

11.0

17.5

0.0

0.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

太田小学校区

古井小学校区

山之上小学校区

蜂屋小学校区

加茂野小学校区

伊深小学校区

三和小学校区

下米田小学校区

山手小学校区

わからない

無回答

n=463

前回 n=445

15.3

15.1

16.6

17.1

16.6

19.2

0.0

14.4

14.4

13.3

14.8

23.6

19.1

0.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

n=463

前回 n=445
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問３ 宛名のお子さんは何人きょうだいですか。宛名のお子さんを含めた人数をお答えくだ

さい。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「２人」が 53.3％と最も高く、次いで「３人」が 21.4％、「１人」が 21.2％と続いています。前

回調査と比べて、「１人」の割合が上昇しています。 

 

 

問３－１ 問３で「「１人」以外に○をつけた方にうかがいます。末子の方の年齢について当

てはまる番号１つに○をつけてください。（令和５年４月１日時点、令和５年４月２日以降

に生まれた方は「１．０歳」とご回答ください） 

「８歳」が 16.8％、「11歳」が 16.2％とこれらが上位２つで、次いで（「10 歳」が 14.0％と続いて

います。 

 

 

21.2

53.3

21.4

3.9

0.0

0.2

16.0

59.3

20.7

2.2

0.4

1.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

n=463

前回 n=445

2.7

0.8

0.8

3.6

3.8

4.7

9.9

12.6

16.8

11.8

14.0

16.2

2.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

無回答

n=364
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問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答

えください。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「母親」が 84.4％と最も高く、次いで（「父親」が 15.1％、「その他」が 0.2％と続いています。前

回調査と比べて、「父親」の割合が上昇しています。 

 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。当てはま

る番号１つに○をつけてください。 

「配偶者がいる」が 90.7％、「配偶者はいない」が 9.3％となっています。 

 

 

問６ 宛名のお子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。お子さんからみた関係

で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「父母ともに」が 61.1％と最も高く、次いで（「主に母親」が 36.7％、「主に父親」が 1.7％と続い

ています。前回調査と比べて、「父母ともに」の割合が上昇しています。 

 

84.4

88.8

15.1

10.8

0.2

0.2

0.2

0.2

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

n=463

前回 n=445

母親 父親 その他 無回答

90.7

91.7

9.3

8.1 0.2

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

n=463

前回 n=445

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

61.1

36.7

1.7

0.4

0.0

0.0

56.2

41.6

0.9

0.7

0.2

0.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

n=463

前回 n=445
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子どもの育ちをめぐる環境について 

問７ お子さんの子育て「（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰「（どこ）です

か。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「配偶者」が 78.0％と最も高く、次いで（「親族（ 親、兄弟姉妹など）」が 71.5％、「近所の人、知

人・友人」が 50.8％と続いています。前回調査と比べて、「親族 親、兄弟姉妹など）」や「近所の

人、知人・友人」の割合が低下しています。 

 

 

78.0

71.5

50.8

24.0

20.3

5.6

3.0

1.5

1.3

1.1

0.9

0.6

0.4

0.4

0.2

0.0

2.6

1.1

0.0

77.5

78.7

59.8

28.3

23.6

5.4

2.7

3.4

3.6

2.2

0.0

0.9

0.0

1.3

0.4

2.7

3.8

0.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

配偶者

親族（親、兄弟姉妹など）

近所の人、知人・友人

職場の上司・同僚

学校の先生

かかりつけの医師

インターネット

※ＳＮＳ

幼稚園教諭

保育士

児童館や子育てサロン等の職員

民生児童委員・主任児童委員

家庭児童相談員・母子自立支援員（家庭児童相談室）

民間の電話相談

保健師

助産師

その他

そのような相手・場所はない

無回答

n=463

※前回には選択肢無し
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問８ 宛名のお子さんは次のような地域での催しへ参加していますか。当てはまる番号すべ

てに○をつけてください。 

「参加していない」が 32.8％、「スポーツ活動」が 29.6％とこれらが上位２つで、次いで（「子ども

会等の青少年団体活動」が 25.7％と続いています。 

 

 

 

お子さんの保護者の就労状況について 

問９ 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況「（自営業、農業、家族従事者含む）をうか

がいます。（１）母親、（２）父親について、それぞれ当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

（１）母親 

「パート・アルバイト等で就労している」が 51.8％と最も高く、次いで「フルタイムで就労して

いる」が 33.5％、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 10.8％と続いています。前回

調査と比べて、「フルタイムで就労している」の割合が上昇しています。 

 

29.6

25.7

25.1

5.0

4.5

2.8

2.2

4.8

3.7

32.8

0.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

スポーツ活動

子ども会等の青少年団体活動

地域伝統行事（祭り、地蔵盆など）

文化・音楽活動

リサイクル等の環境分野での社会貢献活動

キャンプ等の野外活動

子育て支援サークルの活動

その他の活動

参加したいが参加方法がわからない

参加していない

無回答

n=463

33.5

51.8

10.8

1.7

2.2

27.4

57.5

12.4

1.1

1.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

フルタイムで就労している

パート・アルバイト等で就労している

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

n=463

前回 n=445
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（２）父親 

「フルタイムで就労している」が 90.1％と最も高く、次いで「以前は就労していたが、現在は就

労していない」が 1.3％、「パート・アルバイト等で就労している」が 1.1％と続いています。 

 

 

家庭類型（配偶者の有無や保護者の就労状況から集計） 

「フルタイム×パートタイム」の家庭が 48.2％と最も高く、次いで「フルタイム×フルタイム」

の家庭が 27.2％、「専業主婦 夫）家庭」が 12.7％と続いています。 

 

〈居住地区別〉 

三和小学校区以外の小学校区では、（「フルタイム×パートタイム」の家庭が最も高くなっています。 

 

 

90.1

1.1

1.3

0.4

7.1

86.7

0.2

0.4

0.0

12.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

フルタイムで就労している

パート・アルバイト等で就労している

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

n=463

前回 n=445

9.3

27.2

48.2

0.4

12.7

0.4

1.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ひとり親家庭

フルタイム×フルタイム

フルタイム×パートタイム

パートタイム×パートタイム

専業主婦（夫）家庭

無業×無業

無回答

n=463

回答者数
n=

ひとり親
家庭

フルタイ
ム×フル
タイム

フルタイ
ム×パー
トタイム

パートタ
イム×
パートタ
イム

専業主婦
 夫）家
庭

無業×無
業

無回答

全体 463 9.3% 27.2% 48.2% 0.4% 12.7% 0.4% 1.7%

太田小学校区 73 12.3% 24.7% 45.2% 1.4% 15.1% 0.0% 1.4%

古井小学校区 101 7.9% 24.8% 52.5% 0.0% 9.9% 1.0% 4.0%

山之上小学校区 11 18.2% 18.2% 54.5% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0%

蜂屋小学校区 59 3.4% 25.4% 55.9% 0.0% 11.9% 0.0% 3.4%

加茂野小学校区 91 8.8% 30.8% 42.9% 0.0% 16.5% 1.1% 0.0%

伊深小学校区 7 0.0% 42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

三和小学校区 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

下米田小学校区 49 14.3% 26.5% 46.9% 2.0% 10.2% 0.0% 0.0%

山手小学校区 71 8.5% 31.0% 45.1% 0.0% 14.1% 0.0% 1.4%

わからない 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

居住地区



58 

問９－１ 問９の（１）または（２）で「フルタイムで就労している」「パート・アルバイ

ト等で就労している」に○をつけた方にうかがいます。普段の就労時間について、最も多い

パターンをお答えください。（１）母親、（２）父親について、それぞれ当てはまる番号１つ

に○をつけてください。 

（１）母親 

「１日３時間以上８時間未満」が 60.5％と最も高く、次いで「１日おおむね８時間」が 23.3％、

「１日８時間超 残業をすることが多い）」が 13.7％と続いています。 

 

（２）父親 

「１日８時間超 残業をすることが多い）」が 69.9％と最も高く、次いで「１日おおむね８時間」

が 27.5％、「１日３時間以上８時間未満」が 2.1％と続いています。 

 

2.3

60.5

23.3

13.7

0.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

１日３時間未満

１日３時間以上８時間未満

１日おおむね８時間

１日８時間超（残業をすることが多い）

無回答

n=395

0.2

2.1

27.5

69.9

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

１日３時間未満

１日３時間以上８時間未満

１日おおむね８時間

１日８時間超（残業をすることが多い）

無回答

n=463
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問９－２ 問９の（１）または（２）で「フルタイムで就労している」「パート・アルバイ

ト等で就労している」に○をつけた方にうかがいます。普段の就労時間帯について、最も多

いパターンをお答えください。（１）母親、（２）父親について、それぞれ当てはまる番号１

つに○をつけてください。 

（１）母親 

「主に昼間の就労」が 92.2％と最も高く、次いで（「昼間（・夜間の就労、いずれもある」が 7.3％、

「主に夜間の就労」が 0.5％と続いています。 

 

（２）父親 

「主に昼間の就労」が 70.6％と最も高く、次いで（「昼間（・夜間の就労、いずれもある」が 27.3％、

「主に夜間の就労」が 1.7％と続いています。 

 

 

92.2

0.5

7.3

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

主に昼間の就労

主に夜間の就労

昼間・夜間の就労、いずれもある

無回答
n=395

70.6

1.7

27.3

0.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

主に昼間の就労

主に夜間の就労

昼間・夜間の就労、いずれもある

無回答
n=463
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問９－３ 問９の「（１）または「（２）で「「パート・アルバイト等で就労している」に○をつ

けた方にうかがいます。フルタイム就労への転換希望はありますか。（１）母親、（２）父親

について、それぞれ当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）母親 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 57.1％と最も高く、次いで「フルタイム

への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が 30.4％、「フルタイムへの転換希望があり、実

現できる見込みがある」が 9.6％と続いています。 

 

（２）父親 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 80.0％、「フルタイムへの転換希望はある

が、実現できる見込みはない」が 20.0％となっています。 

 

 

9.6

30.4

57.1

2.1

0.8

6.9

32.0

58.7

1.6

0.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みが

ある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込み

はない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念

したい

無回答

n=240

前回 n=247

0.0

20.0

80.0

0.0

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みが

ある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込み

はない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念

したい

無回答

n=5
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問９－４ 問９の「（１）または「（２）で「「以前は就労していたが、現在は就労していない」、

「これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。就労したいという希望は

ありますか。（１）母親、（２）父親について、それぞれ当てはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

（１）母親 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 39.7％と最も高く、次いで「１年より先、一

番下の子どもが成長してから就労したい」が 32.8％、「子育てや家事などに専念したい（ 就労の予定

はない）」が 27.6％と続いています。 

 

（２）父親 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 62.5％、「子育てや家事などに専念したい（ 就

労の予定はない）」が 12.5％となっています。 

 

 

27.6

32.8

39.7

0.0

30.0

28.3

41.7

0.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが成長してから就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答
n=58

前回 n=60

12.5

0.0

62.5

25.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが成長してから就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

n=8

前回 n=2
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問９－５ 問９－４の「（１）または「（２）で「「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

に○をつけた方にうかがいます。就労希望がありながら、現在働いていない理由は何ですか。

当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「その他」が 48.1％と最も高く、次いで（「働きながら子育てできる適当な仕事がない」が 37.0％、

「家族の考え方 親族の理解が得られない）等就労する環境が整っていない」が 14.8％と続いてい

ます。前回調査と比べて、「働きながら子育てできる適当な仕事がない」の割合が上昇しています。 

 

37.0

14.8

0.0

0.0

48.1

0.0

28.0

12.0

0.0

4.0

48.0

8.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

働きながら子育てできる適当な仕事がない

家族の考え方（親族の理解が得られない）等就労

する環境が整っていない

放課後児童クラブ（学童保育）などのサービスが

利用できれば就労したい

自分の知識、能力に合う仕事がない

その他

無回答

n=27

前回 n=25
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お子さんの病気の際の対応について 

問 10 この１年間「（令和５年の２月以降）で、宛名のお子さんが病気やけがで学校を休まな

ければならなかった場合に行った対処方法として、当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

「母親が休んだ」が 76.9％と最も高く、次いで（「 同居者を含む）親族（・知人に子どもを看てもら

った」が 20.5％、（「父親が休んだ」が 20.1％と続いています。前回調査と比べて、（「母親が休んだ」、

「父親が休んだ」がともに上昇しています。 

 

 

20.1

76.9

17.1

20.5

0.0

0.0

0.0

11.4

2.4

3.5

0.0

7.6

42.2

11.9

16.4

0.2

0.0

0.0

7.2

2.5

35.7

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

父親が休んだ

母親が休んだ

父親または母親のうち就労していない方が子どもを看た

（同居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらった

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

学校を休まなければならない事態はなかった

無回答

n=463

前回 n=445
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問 11 宛名のお子さんが病気やけがの際、どのように対応することを希望しますか。当て

はまる番号１つに○をつけてください。 

「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」が 89.6％と最も高く、次いで「親族や知人を

頼りたい」が 4.1％、「病児・病後児のための保育施設等を利用したい」が 3.5％と続いています。 

 

 

〈家庭類型別〉 

いずれの家庭類型でも（「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」が最も高く、ひとり親家

庭では「病児・病後児のための保育施設等を利用したい」が 18.6％と比較的高くなっています。 

 

89.6

4.1

3.5

0.6

1.1

1.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい

親族や知人を頼りたい

病児・病後児のための保育施設等を利用したい

ベビーシッターなど、民間サービスを利用したい

その他

無回答

n=463

回答者数
n=

できれば
父母のい
ずれかが
仕事を休
んで看た
い

病児・病
後児のた
めの保育
施設等を
利用した
い

ベビー
シッター
など、民
間サービ
スを利用
したい

親族や知
人を頼り
たい

その他 無回答

全体 463 89.6% 3.5% 0.6% 4.1% 1.1% 1.1%

ひとり親家庭 43 58.1% 18.6% 0.0% 20.9% 2.3% 0.0%

フルタイム×フルタイム 126 92.1% 4.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

フルタイム×パートタイム 223 93.7% 0.9% 0.4% 2.7% 0.9% 1.3%

パートタイム×パートタイム 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

専業主婦 夫）家庭 59 93.2% 0.0% 0.0% 3.4% 1.7% 1.7%

無業×無業 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

家庭類型
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問 12 今後、宛名のお子さんが病気やけがの際、利用したい病児「・病後児のための保育施設

等はありますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「いずれも利用したいとは思わない」が 55.1％と最も高く、次いで「小児科に併設した施設で子

どもを保育する事業」が 30.5％、「連携自治体の病児（・病後児保育事業」が 13.2％と続いています。 

 

 

問 12－１ 問 15 で「いずれも利用したいとは思わない」に○をつけた方にうかがいます。

病児「・病後児のための保育施設を利用したいと思わない理由は何ですか。当てはまる番号す

べてに○をつけてください。 

「親が仕事を休んで看る」が 53.3％と最も高く、次いで「病児・病後児を他人に看てもらうのは

不安」が 42.7％、「利用料がかかる・高い」が 25.1％と続いています。前回調査と比べて、（「親が仕

事を休んで看る」の割合が上昇しています。 

 

 

30.5

13.2

12.1

10.4

1.5

55.1

1.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

連携自治体の病児・病後児保育事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する

事業（ファミリー・サポート・センター等）

他の施設（幼稚園・保育所等）に併設した施設で子どもを

保育する事業

その他

いずれも利用したいとは思わない

無回答

n=463

53.3

42.7

25.1

13.3

7.1

5.9

10.6

0.4

49.3

44.1

28.9

17.1

4.6

11.2

21.7

3.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

親が仕事を休んで看る

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）が

よくない

その他

無回答

n=255

前回 n=152
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お子さんの不定期な一時預かり等の利用について 

問 13 宛名のお子さんについて、病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目

的で「「不定期に」利用している事業はありますか。ある場合は、当てはまる番号すべてに○

をつけてください。 

「利用していない」が 94.4％と最も高く、次いで（「ファミリー・サポート・センター」が 4.8％、

「子育て短期支援事業 ショートステイ・トワイライトステイ）」が 1.5％と続いています。 

 

 

問 13－１ 問 13 で「「利用していない」と回答した方にうかがいます。現在利用していない

理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「特に利用する必要がない」が 80.3％と最も高く、次いで「利用料がかかる・高い」が 11.0％、

「事業の利用方法 手続き等）がわからない」が 10.3％と続いています。 

 

4.8

1.5

0.2

94.4

0.4

1.3

0.0

1.1

95.1

2.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ファミリー・サポート・センター

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

その他

利用していない

無回答

n=463

前回 n=445

80.3

11.0

10.3

9.6

9.2

5.5

3.0

2.3

3.7

0.5

79.9

12.3

10.9

6.4

8.7

1.9

1.7

3.3

8.7

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

特に利用する必要がない

利用料がかかる・高い

事業の利用方法（手続き等）がわからない

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）が

よくない

地域の事業の質に不安がある

その他

無回答

n=437

前回 n=445
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問 14 宛名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的でお子さんを預け

る場合、どの事業を利用したいですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「いずれも利用希望はない」が 65.4％と最も高く、次いで「ファミリー・サポート・センター」

が 22.0％、「子育て短期支援事業（ ショートステイ・トワイライトステイ）」が 15.8％と続いていま

す。 

 

 

問 15 今後、保護者の用事「（冠婚葬祭や家族の育児疲れ、病気等）により、宛名のお子さん

を泊まりがけで家族以外に預ける必要が出てくると思いますか。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

「預ける必要はない」が 84.2％、「預ける必要が出てくると思う」が 15.3％となっています。 

 

 

 

22.0

15.8

2.6

65.4

1.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ファミリー・サポート・センター

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

その他

いずれも利用希望はない

無回答

n=463

15.3 84.2 0.4

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

n=463

預ける必要が出てくると思う 預ける必要はない 無回答
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お子さんの放課後の過ごし方について 

問 16 宛名のお子さんについて、小学校低学年「（１～３年生）、小学校高学年「（４～６年生）

のときは、放課後「（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いま

すか。または、過ごしていましたか。低学年「・高学年のそれぞれ当てはまる番号すべてに○

をつけてください。 

（１）低学年 

「自宅」が 72.1％と最も高く、次いで（「放課後児童クラブ（ 学童保育）」が 36.9％、「習い事（ ピ

アノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 31.3％と続いています。前回調査と比べて、「自宅」

や「放課後児童クラブ 学童保育）」の割合が上昇しています。 

 

72.1

25.9

31.3

3.2

36.9

3.7

1.9

17.1

1.5

5.4

63.8

22.5

39.6

2.2

29.0

1.1

13.0

2.7

10.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

加茂野児童館（自由来館）

放課後児童クラブ（学童保育）

※放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

公園・図書館

その他

無回答

n=463

前回 n=445
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（２）高学年 

「自宅」が 87.3％と最も高く、次いで（「習い事（ ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が

41.0％、「祖父母宅や友人・知人宅」が 29.6％と続いています。前回調査と比べて、「自宅」や「公

園・図書館」の割合が上昇しています。 

 

 

問 16－１ 問 16 の「（１）または「（２）で「「放課後児童クラブ「（学童保育）」に○をつけた方

にうかがいます。宛名のお子さんについて、土曜日、日曜日・祝日、長期の休暇期間中に、

放課後児童クラブの利用を希望しますか。または、希望していましたか。低学年「・高学年の

それぞれ当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

（１）低学年 

「長期の休暇期間中」が 62.6％と最も高く、次いで「利用していなかった・利用意向はない」が

31.6％、「土曜日」が 8.8％と続いています。 

（２）高学年 

「長期の休暇期間中」が 66.3％と最も高く、次いで「利用していなかった・利用意向はない」が

27.7％、「土曜日」が 14.5％と続いています。 

 

87.3

29.6

41.0

3.5

17.9

3.7

1.9

28.7

3.9

2.8

81.3

26.5

48.1

3.6

16.2

0.9

20.0

3.1

2.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

加茂野児童館（自由来館）

放課後児童クラブ（学童保育）

※放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

公園・図書館

その他

無回答

n=463

前回 n=445

8.8

4.7

62.6

31.6

3.5

14.5

8.4

66.3

27.7

2.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

土曜日

日曜日・祝日

長期の休暇期間中

利用していなかった・利用意向はない

無回答

低学年 n=171

高学年 n=63
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問 17 放課後児童クラブ「（学童保育）について今後希望することは何ですか。当てはまる番

号すべてに○をつけてください。 

「長期休業期間中の昼食を用意してほしい」が 34.1％と最も高く、次いで「現在のままでよい」

が 28.9％、「定員を拡大してほしい」が 22.5％と続いています。前回調査と比べて、（「定員を拡大し

てほしい」の割合が低下し、「現在のままでよい」や「施設を整備してほしい」が上昇しています。 

 

 

34.1

28.9

22.5

16.4

16.2

11.9

11.2

9.3

7.8

6.7

22.0

33.5

10.8

15.7

11.9

11.2

8.1

12.1

19.6

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

※長期休業期間中の昼食を用意してほしい

現在のままでよい

定員を拡大してほしい

施設を整備してほしい

費用負担を安くしてほしい

指導内容を工夫してほしい

利用時間を延長してほしい

日曜日・祝日も開いてほしい

その他

無回答

n=463

前回 n=445

※前回には選択肢無し
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〈子どもの学年別等〉 

下の学年ほど（「長期休業期間中の昼食を用意してほしい」との回答率が高く、１年生では同回答が

43.7％、２年生では 41.4％、３年生では 35.1％となっています。 

古井小学校区では、（「定員を拡大してほしい」が 28.7％と他の小学校区と比べて高く、蜂屋小学校

区や加茂野小学校区、下米田小学校でも同回答が 20％以上となっています。 

 

 

問 18 子ども教室について知っていますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「知らなかった」が 85.1％、「知っている」が 14.7％となっています。 

 
 

回答者数
n=

利
用
時
間
を
延
長
し
て

ほ
し
い

定
員
を
拡
大
し
て
ほ
し

い

日
曜
日
・
祝
日
も
開
い

て
ほ
し
い

施
設
を
整
備
し
て
ほ
し

い

指
導
内
容
を
工
夫
し
て

ほ
し
い

費
用
負
担
を
安
く
し
て

ほ
し
い

長
期
休
業
期
間
中
の
昼

食
を
用
意
し
て
ほ
し
い

現
在
の
ま
ま
で
よ
い

そ
の
他

無
回
答

全体 463 11.2% 22.5% 9.3% 16.4% 11.9% 16.2% 34.1% 28.9% 7.8% 6.7%

１年生 71 12.7% 21.1% 8.5% 23.9% 9.9% 16.9% 43.7% 23.9% 5.6% 11.3%

２年生 70 8.6% 14.3% 11.4% 12.9% 14.3% 18.6% 41.4% 34.3% 4.3% 2.9%

３年生 77 14.3% 26.0% 6.5% 19.5% 20.8% 18.2% 35.1% 23.4% 7.8% 9.1%

４年生 79 10.1% 24.1% 6.3% 13.9% 8.9% 13.9% 31.6% 32.9% 7.6% 8.9%

５年生 77 13.0% 26.0% 10.4% 16.9% 9.1% 13.0% 31.2% 26.0% 7.8% 2.6%

６年生 89 9.0% 22.5% 12.4% 12.4% 9.0% 16.9% 24.7% 32.6% 12.4% 5.6%

太田小学校区 73 16.4% 19.2% 9.6% 23.3% 28.8% 13.7% 41.1% 16.4% 8.2% 6.8%

古井小学校区 101 11.9% 28.7% 10.9% 19.8% 8.9% 14.9% 38.6% 28.7% 7.9% 5.0%

山之上小学校区 11 0.0% 0.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% 36.4% 36.4% 0.0% 9.1%

蜂屋小学校区 59 10.2% 23.7% 8.5% 20.3% 13.6% 15.3% 28.8% 37.3% 15.3% 5.1%

加茂野小学校区 91 8.8% 24.2% 9.9% 19.8% 9.9% 16.5% 31.9% 27.5% 7.7% 5.5%

伊深小学校区 7 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 28.6% 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 14.3%

三和小学校区 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

下米田小学校区 49 8.2% 24.5% 4.1% 6.1% 2.0% 24.5% 26.5% 32.7% 4.1% 8.2%

山手小学校区 71 14.1% 18.3% 11.3% 4.2% 7.0% 15.5% 31.0% 33.8% 5.6% 9.9%

わからない 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

子どもの学年

居住地区

14.7 85.1 0.2

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

n=463

知っている 知らなかった 無回答
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問 19 子ども教室について利用意向はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

「利用したい」が 52.7％、「利用したいと思わない」が 46.4％となっています。 

 
 

〈子ども学年別等〉 

「利用したい」という割合は、下の学年ほど高く、１年生では 69.0％、２年生では 65.7％、３年

生では 61.0％となっており、４年生以降は「利用したいと思わない」という回答の方が高くなって

います。 

下米田小学校区では、「利用したい」が 67.3％と比較的高くなっています。 

回答者数が少数の類型を除くと、家庭類型による大きな差は見られません。 

 

 

52.7 46.4 0.9

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

n=463

利用したい 利用したいと思わない 無回答

回答者数
n=

利用した
い

利用した
いと思わ
ない

無回答

全体 463 52.7% 46.4% 0.9%

１年生 71 69.0% 29.6% 1.4%

２年生 70 65.7% 32.9% 1.4%

３年生 77 61.0% 39.0% 0.0%

４年生 79 45.6% 53.2% 1.3%

５年生 77 41.6% 58.4% 0.0%

６年生 89 38.2% 60.7% 1.1%

太田小学校区 73 52.1% 47.9% 0.0%

古井小学校区 101 52.5% 45.5% 2.0%

山之上小学校区 11 54.5% 45.5% 0.0%

蜂屋小学校区 59 49.2% 49.2% 1.7%

加茂野小学校区 91 48.4% 51.6% 0.0%

伊深小学校区 7 71.4% 28.6% 0.0%

三和小学校区 1 0.0% 100.0% 0.0%

下米田小学校区 49 67.3% 30.6% 2.0%

山手小学校区 71 50.7% 49.3% 0.0%

わからない 0 0.0% 0.0% 0.0%

ひとり親家庭 43 51.2% 46.5% 2.3%

フルタイム×フルタイム 126 52.4% 47.6% 0.0%

フルタイム×パートタイム 223 52.9% 46.6% 0.4%

パートタイム×パートタイム 2 100.0% 0.0% 0.0%

専業主婦 夫）家庭 59 52.5% 47.5% 0.0%

無業×無業 2 0.0% 50.0% 50.0%

家庭類型

居住地区

子どもの学年
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問 20 今後、美濃加茂市で子ども教室を実施するとした場合に期待することは何ですか。

当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「学習支援」が 61.8％と最も高く、次いで「運動指導」が 54.9％、「工作体験」が 43.6％と続い

ています。 

 

 

「広域連携」について 

問 21 美濃加茂市では、人口減少「・少子高齢社会への対応として、周辺都市との連携を推進

しており、子ども・子育て支援の分野でも、現在、広域連携を実施しています。今後、連携

を実施「（または拡大）してほしい自治体はありますか。当てはまる番号すべてに○をつけて

ください。 

「可児市」が 42.5％、「特にない」が 39.5％とこれらが上位２つで、次いで「関市」が 28.5％と

続いています。前回調査と比べて、すべての自治体の回答率が上昇しています。 

 

 

 

61.8

54.9

43.6

35.6

35.2

21.6

2.2

15.6

0.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

学習支援

運動指導

工作体験

異年齢との交流（学生、企業ＯＢ、地域のお年寄り等）

理科・科学の実験体験

利用日が週１回以上

その他

特にない

無回答

n=463

42.5

28.5

24.6

21.0

13.8

13.2

7.1

1.5

39.5

1.5

39.8

22.9

20.7

17.8

12.1

11.2

6.5

2.0

33.0

7.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

可児市

関市

富加町

坂祝町

各務原市

川辺町

八百津町

その他

特にない

無回答

n=463

前回 n=445
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〈居住地区別〉 

太田、山之上、三和、下米田、山手の各小学校区では、（「可児市」が最も高く、古井、山之上では

「特にない」 山之上では（「可児市」と同率）、蜂屋と伊深では（「富加町」（ 伊深では（「特にない」と

同率）が、加茂野では「関市」が最も高くなっています。 

 

 

問 22 子ども・子育て支援の分野における広域連携において、連携を実施「（または拡大）し

てほしい施策や事業などのご要望はありますか。ご自由にご記入ください。 

 

主な意見要旨 件数 

子どもの居場所の確保 6件 

医療費の助成拡大 6件 

公園や遊具の整備 6件 

子どもの送迎サービスの充実 5件 

スポーツ施設の整備 5件 

学習支援の強化 5件 

図書館サービスの改善 4件 

子育て手当の増額 4件 

外国語教育の充実 4件 

給食費の無償化 3件 

 

 

 

回答者数
n=

可児市 関市 各務原
市

坂祝町 富加町 川辺町 八百津
町

その他 特にな
い

無回答

全体 463 42.5% 28.5% 13.8% 21.0% 24.6% 13.2% 7.1% 1.5% 39.5% 1.5%

太田小学校区 73 53.4% 39.7% 23.3% 35.6% 26.0% 16.4% 8.2% 1.4% 32.9% 2.7%

古井小学校区 101 42.6% 14.9% 8.9% 10.9% 13.9% 20.8% 7.9% 2.0% 49.5% 1.0%

山之上小学校区 11 45.5% 18.2% 27.3% 27.3% 36.4% 27.3% 18.2% 0.0% 45.5% 0.0%

蜂屋小学校区 59 33.9% 33.9% 10.2% 13.6% 39.0% 6.8% 1.7% 0.0% 37.3% 1.7%

加茂野小学校区 91 27.5% 49.5% 14.3% 37.4% 44.0% 7.7% 5.5% 3.3% 35.2% 0.0%

伊深小学校区 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3%

三和小学校区 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

下米田小学校区 49 55.1% 8.2% 12.2% 16.3% 8.2% 16.3% 16.3% 0.0% 40.8% 0.0%

山手小学校区 71 52.1% 23.9% 14.1% 9.9% 9.9% 8.5% 4.2% 1.4% 38.0% 2.8%

わからない 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

居住地区
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子育てについて 

問 23 あなたは、子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか、それとも辛いと感じ

ることが多いと思いますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「楽しいと感じることの方が多い」が 51.6％と最も高く、次いで「楽しいと感じることと、辛いと

感じることが同じくらいある」が 39.1％、「辛いと感じることの方が多い」が 5.0％と続いています。 

 

 

問 23－１ 問 23 で「楽しいと感じることの方が多い」「楽しいと感じることと、辛いと感

じることが同じくらいある」に○をつけた方にうかがいます。子育てが楽しいと思う理由は

何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもの成長が目に見える」が 89.0％と最も高く、次いで（「子どもがかわいい」が 76.9％、「自

分自身も一緒に成長できる」が 58.8％と続いています。 

 

 

問 23－２ 問 23 で「楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらいある」「辛い

と感じることの方が多い」に○をつけた方にうかがいます。子育てが辛いと思うときは何で

すか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「身体や精神的な疲れがあるとき」が 74.5％と最も高く、次いで「時間などの制約や自由な時間

が阻害されるとき」が 60.3％、「自分が病気のとき」が 51.5％と続いています。 

 

51.6

39.1

5.0

0.6

3.5

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらいある

辛いと感じることの方が多い

その他

わからない

無回答
n=463

89.0

76.9

58.8

47.9

0.2

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

子どもの成長が目に見える

子どもがかわいい

自分自身も一緒に成長できる

自分を信頼してくれる（求めてくれる）

その他

無回答
n=420

74.5

60.3

51.5

44.6

32.4

23.5

3.9

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

身体や精神的な疲れがあるとき

時間などの制約や自由な時間が阻害されるとき

自分が病気のとき

子どもが思い通りにならないとき

子どもが病気のとき

協力者や相談者がいないとき

その他

無回答
n=204
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問 24 子育てに関して、不安や負担などを感じることはありますか。（１）子どもに関する

こと、（２）ご自身に関することについて、それぞれ当てはまる番号すべてに○をつけてく

ださい。 

（１）子どもに関すること 

「子どもの友だち付き合いに関すること」が 48.4％と最も高く、次いで「子どものしつけに関す

ること」が 40.6％、「病気や発育発達に関すること」が 36.1％と続いています。 

 

 

〈世帯収入別等〉 

世帯収入が 288 万円未満の保護者では、（「病気や発育発達に関すること」が 49.0％と最も高くなっ

ています。 

選択言語が英語（・ポルトルル語の保護者では、（「子どもと過ごす時間が十分取れないこと」が 54.3％

と最も高く、次いで「病気や発育発達に関すること」、「子どものしつけに関すること」が 43.5％と

続いており、選択言語が日本語の保護者と比べて（「子どもと過ごす時間が十分取れないこと」の割合

が高くなっています。 

 
 

 

 

48.4

40.6

36.1

33.9

23.8

21.0

7.3

5.6

1.7

15.3

0.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

子どもの友だち付き合いに関すること

子どものしつけに関すること

病気や発育発達に関すること

子どもの教育・保育に関すること

食事や栄養に関すること

子どもと過ごす時間が十分取れないこと

子どもの不登校

子育て支援サービスのこと

その他

特にない

無回答

n=463

回答者数
n=

病
気
や
発
育
発
達
に
関

す
る
こ
と

食
事
や
栄
養
に
関
す
る

こ
と

子
育
て
支
援
サ
ー

ビ
ス

の
こ
と

子
ど
も
の
し
つ
け
に
関

す
る
こ
と

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間

が
十
分
取
れ
な
い
こ
と

子
ど
も
の
教
育
・
保
育

に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
友
だ
ち
付
き

合
い
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
不
登
校

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 463 36.1% 23.8% 5.6% 40.6% 21.0% 33.9% 48.4% 7.3% 1.7% 15.3% 0.9%

288万円未満 51 49.0% 33.3% 9.8% 33.3% 29.4% 31.4% 29.4% 7.8% 2.0% 19.6% 2.0%

288万円以上575万円未満 139 39.6% 22.3% 7.2% 45.3% 22.3% 32.4% 51.8% 10.8% 0.7% 12.2% 1.4%

575万円以上 227 30.4% 21.1% 3.1% 41.9% 18.9% 35.2% 53.7% 5.7% 2.2% 15.9% 0.0%

日本語 417 35.3% 23.5% 4.1% 40.3% 17.3% 34.1% 50.6% 7.9% 1.9% 16.1% 0.7%

英語・ポルトルル語 46 43.5% 26.1% 19.6% 43.5% 54.3% 32.6% 28.3% 2.2% 0.0% 8.7% 2.2%

世帯収入

選択言語
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（２）ご自身に関すること 

「子どもの教育にかかる経済的な不安が大きくなっていること」が 43.8％と最も高く、次いで（「仕

事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分取れないこと」が 28.9％、「子育てのストレスなどか

ら子どもにきつくあたってしまうこと」が 24.8％と続いています。 

 

〈世帯収入別等〉 

世帯収入が 288 万円未満の保護者では、（「子どもの教育にかかる経済的な不安が大きくなっている

こと」が 49.0％と最も高く、世帯収入が 288 万円以上 575 万円未満の保護者でも同回答が 49.6％と

最も高くなっています。 

選択言語が英語（・ポルトルル語の保護者では、選択言語が日本語の保護者と比べて（「配偶者（ パー

トナー）以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと」の割合が高くなっています。 

 

43.8

28.9

24.8

15.6

14.7

12.7

10.2

6.7

6.0

4.3

2.6

24.4

0.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

子どもの教育にかかる経済的な不安が大きくなっていること

仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分取れないこと

子育てのストレスなどから子どもにきつくあたってしまうこと

子育てに関して配偶者（パートナー）の協力が少ないこと

子育てによる身体の疲れが大きいこと

配偶者（パートナー）と子育てに関して意見が合わないこと

配偶者（パートナー）以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

ご自身の子育てについて、身近な人の見る目が気になること

子育てが大変なことを、身近な人が理解してくれないこと

子育てに関して話し相手や相談相手がいないこと

その他

特にない

無回答

n=463

回答者数
n= 子

育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（

パ
ー

ト

ナ
ー
）

の
協
力
が
少
な
い
こ
と

配
偶
者
（

パ
ー

ト
ナ
ー
）

と
子
育
て
に
関

し
て
意
見
が
合
わ
な
い
こ
と

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
、

身
近
な
人
が

理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と

ご
自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
、

身
近
な
人

の
見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と

子
育
て
に
関
し
て
話
し
相
手
や
相
談
相
手

が
い
な
い
こ
と

仕
事
や
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
な
ど
自
分

の
時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と

配
偶
者
（

パ
ー

ト
ナ
ー
）

以
外
に
子
育
て

を
手
伝
っ

て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も
に

き
つ
く
あ
た
っ

て
し
ま
う
こ
と

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い
こ

と

子
ど
も
の
教
育
に
か
か
る
経
済
的
な
不
安

が
大
き
く
な
っ

て
い
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 463 15.6% 12.7% 6.0% 6.7% 4.3% 28.9% 10.2% 24.8% 14.7% 43.8% 2.6% 24.4% 0.9%

288万円未満 51 13.7% 9.8% 7.8% 7.8% 7.8% 25.5% 7.8% 15.7% 9.8% 49.0% 3.9% 29.4% 2.0%

288万円以上575万円未満 139 16.5% 14.4% 6.5% 8.6% 5.8% 30.2% 8.6% 28.8% 16.5% 49.6% 2.2% 20.9% 0.7%

575万円以上 227 15.4% 11.5% 5.3% 6.2% 3.1% 29.5% 11.5% 25.6% 15.0% 39.2% 2.6% 25.6% 0.4%

日本語 417 15.6% 13.2% 5.8% 6.7% 3.6% 29.3% 9.1% 25.9% 15.6% 43.9% 2.9% 24.0% 0.5%

英語・ポルトルル語 46 15.2% 8.7% 8.7% 6.5% 10.9% 26.1% 19.6% 15.2% 6.5% 43.5% 0.0% 28.3% 4.3%

世帯収入

選択言語
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問 25 あなたは、子どもたちの安全「・安心な学校での生活の充実のために、どのような防犯

上の取り組みが必要だと思いますか。当てはまる番号３つまで○をつけてください。 

「不審者の侵入防止など学校の安全対策」が67.2％、「信号や歩道など通学路の安全対策」が63.3％

とこれらが上位２つで、次いで「交通安全・防犯対策等の教育」が 53.1％と続いています。 

 

 

問 26 子育てをする中で、どのような支援「・対策が有効と感じていますか。当てはまる番号

３つまでに○をつけてください。 

「仕事と家庭生活の両立」が 45.6％と最も高く、次いで「子育てしやすい住居・まちの環境面で

の充実」が 33.5％、「地域における子育て支援の充実」が 32.4％と続いています。 

 

 

67.2

63.3

53.1

52.9

0.6

3.5

0.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

不審者の侵入防止など学校の安全対策

信号や歩道など通学路の安全対策

交通安全・防犯対策等の教育

登下校時の見守り

その他

特にない

無回答

n=463

45.6

33.5

32.4

29.6

25.9

21.6

14.7

12.3

8.0

7.1

6.0

5.4

4.1

3.2

1.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

仕事と家庭生活の両立

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

地域における子育て支援の充実

子どもの教育環境

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

地域における子どもの活動拠点の充実

保育サービスの充実

特別な支援を要する児童への支援

子育て支援のネットワークづくり

妊娠・出産に対する支援

特別な支援を要する児童のための療育施設の設置

乳児の育児に対する支援

不妊治療費等の助成

その他

無回答

n=463
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〈子育てにおける感情別〉 

いずれの感情の保護者でも（「仕事と家庭生活の両立」が最も高くなっており、（ 辛いと感じること

の方が多い”という保護者では、（ 楽しいと感じることの方が多い”、（ 楽しいと感じることと、辛い

と感じることが同じくらいある”という保護者と比べて同回答の割合が高くなっています。 

また、（ 辛いと感じることの方が多い”という保護者では、「特別な支援を要する児童への支援」や

「特別な支援を要する児童のための療育施設の設置」との回答率が比較的高くなっています。 

 

 

問 27 ご家庭の経済状況についてうかがいます。昨年「（令和５年）１年間の、家族全員の収

入の合計額は、税込みでおよそいくらでしたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「わからない」が 9.3％、「1,000 万円以上」が 8.4％とこれらが上位２つで、次いで（「500～550 万

円未満」が 7.8％と続いています。 

 
 

回答者数
n=

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

の
充
実

保
育
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

子
育
て
支
援
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ
く
り

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
活

動
拠
点
の
充
実

妊
娠
・
出
産
に
対
す
る
支
援

乳
児
の
育
児
に
対
す
る
支
援

子
ど
も
の
教
育
環
境

子
育
て
し
や
す
い
住
居
・
ま

ち
の
環
境
面
で
の
充
実

仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立

子
ど
も
を
対
象
に
し
た
犯

罪
・
事
故
の
軽
減

特
別
な
支
援
を
要
す
る
児
童

へ
の
支
援

特
別
な
支
援
を
要
す
る
児
童

の
た
め
の
療
育
施
設
の
設
置

不
妊
治
療
費
等
の
助
成

そ
の
他

無
回
答

全体 463 32.4% 14.7% 8.0% 21.6% 7.1% 5.4% 29.6% 33.5% 45.6% 25.9% 12.3% 6.0% 4.1% 3.2% 1.5%

楽しいと感じることの方が多い 239 32.6% 13.4% 6.3% 21.8% 7.9% 4.6% 26.4% 37.2% 44.4% 28.5% 11.7% 4.6% 5.0% 2.1% 0.4%楽しいと感じることと、

辛いと感じることが同じ

くらいある 181 35.4% 15.5% 8.3% 22.7% 6.1% 6.1% 35.4% 32.0% 45.3% 24.3% 12.2% 6.6% 3.3% 3.9% 1.7%

辛いと感じることの方が多い 23 13.0% 21.7% 17.4% 17.4% 8.7% 8.7% 21.7% 17.4% 65.2% 8.7% 21.7% 17.4% 4.3% 8.7% 4.3%

その他 3 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%

わからない 16 31.3% 18.8% 18.8% 12.5% 6.3% 0.0% 25.0% 25.0% 37.5% 31.3% 12.5% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3%

子育てに
おける感
情

0.6

1.5

1.9

1.9

2.2

2.8

3.7

5.4

7.3

5.8

7.8

5.8

6.7

5.6

7.3

6.0

4.8

4.3

8.4

9.3

0.6

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

50万円未満

50～100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500～550万円未満

550～600万円未満

600～650万円未満

650～700万円未満

700～750万円未満

750～800万円未満

800～900万円未満

900～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

n=463
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〈子どもの人数別〉 

国民生活基礎調査に基づく貧困率の計算を参考に、世帯収入の中央値（ 575 万円）を算出し、その

中央値の半分未満（ 288 万円未満）を区分した結果について、子どもの人数別で見ると、子どもが１

人の家庭では（「288 万円以上 575 万円未満」が 40.8％と最も高く、「288 万円未満」も 17.3％と、子

どもが２人以上の場合と比べて高くなっています。 

 

 

問 28 あなたの世帯では、過去１年の間に、急な出費などで家計のやりくりができないこ

とがありましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「まったくなかった」が 49.9％と最も高く、次いで「まれにあった」が 21.4％、「ときどきあっ

た」が 17.5％と続いています。 

 

 

〈世帯収入別〉 

世帯収入が 288 万円未満の場合では、「よくあった」が 23.5％、「ときどきあった」、「まれにあっ

た」が 29.4％と比較的高くなっています。 

 

回答者数
n=

288万円未
満

288万円以
上575万円
未満

575万円以
上

無回答

全体 463 11.0% 30.0% 49.0% 9.9%

１人 98 17.3% 40.8% 30.6% 11.2%

２人 247 8.9% 27.5% 54.3% 9.3%

３人 99 11.1% 24.2% 52.5% 12.1%

４人以上 18 5.6% 33.3% 61.1% 0.0%

子どもの人数

10.4 17.5 21.4 49.9 0.9

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

n=463

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

回答者数
n=

よくあっ
た

ときどき
あった

まれに
あった

まったく
なかった

無回答

全体 463 10.4% 17.5% 21.4% 49.9% 0.9%

288万円未満 51 23.5% 29.4% 29.4% 15.7% 2.0%

288万円以上575万円未満 139 14.4% 24.5% 25.2% 35.3% 0.7%

575万円以上 227 5.3% 11.5% 18.1% 64.8% 0.4%

世帯収入
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問 29 あなたの世帯では、過去１年の間に、経済的な理由で、月々の料金の支払い、家賃「・

住宅ローンの滞納、債務の返済ができないことがありましたか。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

「まったくなかった」が 84.4％と最も高く、次いで（「ときどきあった」が 5.6％、「まれにあった」

が 4.8％と続いています。 

 

〈世帯収入別〉 

世帯収入が 288 万円未満の場合では、（「よくあった」が 11.7％、（「ときどきあった」が 17.6％、「ま

れにあった」が 9.8％と比較的高くなっています。 

 

 

問 30 あなたの世帯では、過去５年の間に、経済的な理由による料金滞納のために、電気、

ガス、水道を止められたことがありましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「なかった」が 96.8％と最も高く、次いで「どれか１つはあった」が 1.7％、「あった」が 1.3％

と続いています。 

 

〈世帯収入別〉 

世帯収入が 288 万円未満の場合では、「あった」、「どれか１つはあった」が 5.9％と比較的高くな

っています。 

 

4.5

5.6

4.8 84.4 0.6

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

n=463

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

回答者数
n=

よくあっ
た

ときどき
あった

まれに
あった

まったく
なかった

無回答

全体 463 4.5% 5.6% 4.8% 84.4% 0.6%

288万円未満 51 11.8% 17.6% 9.8% 58.8% 2.0%

288万円以上575万円未満 139 7.9% 7.9% 6.5% 77.7% 0.0%

575万円以上 227 1.3% 1.3% 3.1% 93.8% 0.4%

世帯収入

1.3

1.7

96.8 0.2

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

n=463

あった どれか１つはあった なかった 無回答

回答者数
n=

あった どれか１
つはあっ
た

なかった 無回答

全体 463 1.3% 1.7% 96.8% 0.2%

288万円未満 51 5.9% 5.9% 88.2% 0.0%

288万円以上575万円未満 139 1.4% 3.6% 95.0% 0.0%

575万円以上 227 0.4% 0.0% 99.6% 0.0%

世帯収入
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問 31 下記の項目について、あなたのご家庭では、お子さんに次のことをしていますか。①

～⑨の項目ごとに、それぞれ当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「していない／経済的にできない」の割合は、 保険適用外治療を受けさせる”では 19.7％、 １

年に１回くらい家族旅行に行く”では 18.8％、 習い事・学習塾・通信教育のいずれかをしている”

では 10.8％、と、これらの項目で比較的高くなっています。 

 

 

81.6

53.8

94.8

95.9

74.3

94.6

98.1

37.6

96.5

10.8

7.8

2.8

1.7

18.8

3.0

0.4

19.7

0.4

7.1

36.9

1.3

1.1

4.8

1.7

39.3

1.3

0.4

1.5

1.1

1.3

2.2

0.6

1.5

3.5

1.7

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

習い事・学習塾・通信教育のいずれ

かをしている

おこづかいを渡す

新しい洋服・靴を買う

お誕生日のお祝いをする

１年に１回くらい家族旅行に行く

クリスマスのプレゼントや正月のお

年玉をあげる

医者・歯医者に行く（医療機関での

健診を含む）

保険適用外治療を受けさせる

子どもの行事（運動会、保護者会

など）へ親が参加する

している していない／経済的にできない していない／必要だと思わない 無回答

n=463
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問 32 あなたはお子さんに、将来、どの学校まで進学してほしいと思いますか。当てはまる

番号１つに○をつけてください。 

「中学→高校 または５年制の高等専門学校）→大学」が 48.6％と最も高く、次いで「まだわか

らない」が 17.5％、「中学→高校」が 9.1％と続いています。 

 

〈世帯収入別〉 

世帯収入に関わらず、「中学→高校（ または５年制の高等専門学校）→大学」が最も高く、世帯収

入が 288 万円未満の場合では、「中学→高校 または５年制の高等専門学校）→大学→大学院」が

15.7％と比較的高くなっています。 

 

 

0.0

9.1

8.9

0.9

5.2

48.6

6.7

2.8

17.5

0.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

中学

中学→高校

中学→高校→専門学校

中学→５年制の高等専門学校

中学→高校→短大

中学→高校（または５年制の高等専門学校）→大学

中学→高校（または５年制の高等専門学校）→大学→大学院

その他

まだわからない

無回答

n=463

回答者数
n=

中
学

中
学
→

高
校

中
学
→

高
校
→

専
門
学
校

中
学
→

５
年
制
の
高
等
専
門
学
校

中
学
→

高
校
→

短
大

中
学
→

高
校
（

ま
た
は
５
年
制
の
高

等
専
門
学
校
）
→

大
学

中
学
→

高
校
（

ま
た
は
５
年
制
の
高

等
専
門
学
校
）
→

大
学
→

大
学
院

そ
の
他

ま
だ
わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 463 0.0% 9.1% 8.9% 0.9% 5.2% 48.6% 6.7% 2.8% 17.5% 0.4%

288万円未満 51 0.0% 9.8% 9.8% 2.0% 11.8% 33.3% 15.7% 0.0% 17.6% 0.0%

288万円以上575万円未満 139 0.0% 12.2% 7.2% 0.7% 5.0% 45.3% 8.6% 3.6% 17.3% 0.0%

575万円以上 227 0.0% 7.0% 9.3% 0.4% 4.4% 57.7% 3.1% 3.1% 14.5% 0.4%

世帯収入
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問 32－１ 問 32 で「「まだわからない」以外に○をつけた方にうかがいます。その理由は何

ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「一般的な進路だと思うから」が 38.2％と最も高く、次いで「お子さんが幸せになれると思うか

ら」が 32.4％、「お子さんがそう希望しているから」が 25.5％と続いています。 

 

 

問 33 あなたはヤングケアラーという言葉を知っていますか。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

「言葉も内容も知っている」が 63.5％と最も高く、次いで（「知らなかった」が 19.7％、「言葉は聞

いたことがある」が 16.4％と続いています。 

 

 

問 34 あなたの周りにヤングケアラーと思われる人がいた場合、どのように対応をします

か。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「本人に様子を聞く」が 39.1％、「家族、知人、友人に相談する」が 35.2％とこれらが上位２つ

で、次いで「わからない」が 26.1％と続いています。 

 

 

 

38.2

32.4

25.5

22.1

12.4

6.6

7.4

0.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

一般的な進路だと思うから

お子さんが幸せになれると思うから

お子さんがそう希望しているから

お子さんの学力から考えて

家庭の経済的な状況から考えて

その他

特に理由はない

無回答

n=380

63.5 16.4 19.7 0.4

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

n=463

言葉も内容も知っている 言葉は聞いたことがある 知らなかった 無回答

39.1

35.2

24.0

23.1

5.4

26.1

1.5

0.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

本人に様子を聞く

家族、知人、友人に相談する

関係機関に相談する

教育関係者に相談する

何もしない

わからない

その他

無回答

n=463
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子どもの権利について 

問 35 あなたは「「子どもの権利」を知っていますか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

「名前は知っているが内容は知らなかった」が 41.3％、「名前も内容も知っている」が 36.7％と

これらが上位２つで、次いで「知らなかった」が 21.6％と続いています。 

 

 

問 36 子どもの権利の中で特に大切だと思うことはどれですか。当てはまる番号１つに○

をつけてください。 

「暴力や言葉で傷つけないこと」が 22.5％、「自分の考えを自由に言えること」が 18.1％とこれ

らが上位２つで、次いで「人と違う自分らしさが認められること」が 15.6％と続いています。 

 

 

36.7 41.3 21.6 0.4

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

n=463

名前も内容も知っている 名前は知っているが内容は知らなかった

知らなかった 無回答

22.5

18.1

15.6

15.1

10.6

8.0

5.0

2.4

0.9

0.9

0.6

0.2

0.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

暴力や言葉で傷つけないこと

自分の考えを自由に言えること

人と違う自分らしさが認められること

家族が仲良く一緒に過ごす時間を持つこと

人種や性別、宗教などで差別されないこと

自分のことは自分で決められること

障がいのある子が差別されないこと

必要な情報を知ることや、参加する手助けを受けられること

子どもが知りたいことを隠さないこと

自由な時間を持つこと

自分の秘密が守られること

自由な呼び掛けでグループをつくり集まれること

無回答

n=463
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問 37 あなたは、子育てをしていて、子どもからの意見や要望を聞き、それらを取り入れる

ように意識をしたことはありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「ときどきしている」が 54.2％と最も高く、次いで（「常にしている」が 42.3％、「あまりしていな

い」が 3.2％と続いています。 

 

 

 

42.3 54.2 3.2 0.2

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

n=463

常にしている ときどきしている あまりしていない まったくしたことがない 無回答
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その他教育・保育全般に関することについて 

問 38 どのような支援があれば、子どもをもう一人産み育てたいと思いますか。当てはま

る番号３つまでに○をつけてください。 

「子育てに関する経済的支援 手当）の充実」が 50.1％と最も高く、次いで「保育料の無償化ま

たは負担軽減」が 38.7％、「特にない（ 現在の子どもの人数で満足している）」が 25.5％と続いてい

ます。前回調査と比べて、（「特にない（ 現在の子どもの人数で満足している）」の割合が上昇していま

す。 

 

 

 

 

 

 

50.1

38.7

18.8

16.0

14.5

13.6

12.3

11.4

10.4

3.2

25.5

0.2

49.2

39.8

12.6

15.1

19.8

15.1

13.9

11.7

36.9

6.1

2.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

子育てに関する経済的支援（手当）の充実

保育料の無償化または負担軽減

男女ともに仕事と育児を両立できる環境や制度づくり

※勤務先の企業の配慮・努力

妊娠・出産への支援（不妊治療への助成など）

自分が病気などのときに、一時的に子どもを預けられる

施設・環境の充実

保育の受け皿の確保（待機児童ゼロ）

住居の確保の支援（購入費・家賃等への助成）

産前・産後の心身の負担軽減

その他

特にない（現在の子どもの人数で満足している）

無回答

n=463

前回 n=445

※前回には選択肢無し
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〈世帯収入別〉 

世帯収入に関わらず、（「子育てに関する経済的支援（ 手当）の充実」が最も高くなっています。世

帯収入が 288 万円未満の場合では、「保育料・副食費の無償化または負担軽減」も同率で最も高く、

「住居の確保の支援 購入費・家賃等への助成）」が 23.5％と比較的高くなっています。 

 

回答者数
n=

保
育
の
受
け
皿
の
確
保
（

待
機
児
童
ゼ
ロ
）

保
育
料
の
無
償
化
ま
た
は
負
担
軽
減

自
分
が
病
気
な
ど
の
と
き
に
、

一
時
的
に
子

ど
も
を
預
け
ら
れ
る
施
設
・
環
境
の
充
実

妊
娠
・
出
産
へ
の
支
援
（

不
妊
治
療
へ
の
助

成
な
ど
）

産
前
・
産
後
の
心
身
の
負
担
軽
減

住
居
の
確
保
の
支
援
（

購
入
費
・
家
賃
等
へ

の
助
成
）

子
育
て
に
関
す
る
経
済
的
支
援
（

手
当
）

の

充
実

男
女
と
も
に
仕
事
と
育
児
を
両
立
で
き
る
環

境
や
制
度
づ
く
り

勤
務
先
の
企
業
の
配
慮
・
努
力

そ
の
他

特
に
な
い
（

現
在
の
子
ど
も
の
人
数
で
満
足

し
て
い
る
）

無
回
答

全体 463 12.3% 38.7% 13.6% 14.5% 10.4% 11.4% 50.1% 18.8% 16.0% 3.2% 25.5% 0.2%

288万円未満 51 15.7% 43.1% 17.6% 9.8% 9.8% 23.5% 43.1% 21.6% 13.7% 2.0% 21.6% 0.0%

288万円以上575万円未満 139 15.8% 38.1% 10.8% 18.0% 6.5% 11.5% 54.7% 19.4% 12.9% 4.3% 23.0% 0.0%

575万円以上 227 9.3% 36.6% 14.1% 13.7% 13.2% 8.8% 50.2% 18.1% 18.9% 2.6% 27.3% 0.0%

世帯収入
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問 39 子育てに関する情報をどのように入手していますか「（入手したいと思いますか）。当

てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「近所の人、知人（・友人」が 62.4％と最も高く、次いで（「親族（ 親、兄弟姉妹など）」が 38.2％、

「保育園、幼稚園、認定こども園、学校」が 36.7％と続いています。前回調査と比べて、「保育園、

幼稚園、認定こども園、学校」の割合が低下し、「配偶者」や「ＳＮＳ」が上昇しています。 

 

 

62.4

38.2

36.7

35.0

34.1

22.0

18.4

17.7

16.4

16.2

7.1

6.7

5.2

4.3

4.1

2.8

0.4

1.7

2.6

0.2

0.2

66.1

38.9

62.7

24.7

15.7

35.3

22.7

11.7

21.8

22.7

7.9

13.7

7.9

6.3

11.2

1.6

2.0

1.3

2.0

0.4

1.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

近所の人、知人・友人

親族（親、兄弟姉妹など）

保育園、幼稚園、認定こども園、学校

配偶者

ＳＮＳ

市の広報やパンフレット

市のホームページ、インターネット

市役所や市の機関

テレビ、ラジオ、新聞

すぐメールみのかも

保健センター（健診等）

子育て雑誌・育児書

子育て支援センター（ほたるの広場、にじいろ広場）・児童

館・子育てサロン（サンサンルームなど）

子育てサークルなど

コミュニティ誌

子ども相談センター（児童相談所）

育児サークル、子育てボランティアなど

その他

情報の入手手段がわからない

情報の入手先がない

無回答

n=463

前回 n=445
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問 40 あなたは、子育てに関するどのような情報が欲しいですか。当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

「子どもに関する手当の申請方法などの情報」が 40.2％、「公園などの遊び場の情報」が 35.6％

とこれらが上位２つで、次いで「医療機関に関する情報」が 31.5％と続いています。前回調査と比

べて、（「子どもに関する手当の申請方法などの情報」の割合が上昇し、（「医療機関に関する情報」が低

下しています。 

 

 

40.2

35.6

31.5

27.9

25.7

25.7

15.1

14.7

12.3

12.1

6.5

6.0

5.0

2.6

5.0

26.7

40.7

42.0

26.5

23.4

28.1

11.9

14.2

10.1

11.0

6.5

7.0

5.2

3.8

9.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

子どもに関する手当の申請方法などの情報

公園などの遊び場の情報

医療機関に関する情報

予防接種の情報

家庭教育やしつけに関する情報

子育てに関するイベント・講習の情報

発達支援に関する相談窓口の情報

保育所（園）などの保育サービスに関する情報

育児に関する相談窓口の情報

アレルギーを持つ子ども向けの情報

幼稚園などの幼児教育に関する情報

子育てサークルの情報

妊産婦・子どもへの健診の情報

その他

無回答

n=463

前回 n=445
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問 41 子育てについて考えたとき、今後、行政や関係機関の取り組みとして必要と思われ

ること、重要と思われることは何だと思いますか。当てはまる番号３つまでに○をつけてく

ださい。 

「家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知」が 28.7％、「子育てに関する相談の充実

 例（ 発達相談、教育相談など）」が 25.7％とこれらが上位２つで、次いで（「自然や文化とのふれあ

い、人との付き合い方を学ぶための体験活動の充実」が 22.5％と続いています。前回調査と比べて、

上位の項目で回答率が低下しています。 

 

 

28.7

25.7

22.5

21.0

20.7

19.0

17.5

16.4

12.7

10.2

9.3

8.6

8.6

8.0

5.6

5.4

3.7

3.2

0.6

3.2

1.7

33.9

27.9

25.8

29.4

24.9

25.6

16.2

13.7

10.8

8.5

9.4

11.0

6.1

10.3

2.7

4.3

6.7

2.0

2.7

3.6

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知

子育てに関する相談の充実（例：発達相談、教育相談など）

自然や文化とのふれあい、人との付き合い方を学ぶための

体験活動の充実

地域社会全体で子どもたちを見守り育てていく体制づくり

小児医療の充実や乳幼児医療費の助成制度の拡充

公共施設や公園などの安全性の確保

労働時間改善など、企業や事業主へのはたらきかけ

一人ひとりの個性や特徴を尊重した幼児教育

児童虐待の防止・発見・対応

ひとり親家庭への支援

防犯意識の啓発活動

子ども同士、高齢者などとの交流の機会の充実

交通マナーの向上などの交通安全啓発活動

障がいのある子どもと家庭への支援

バランスのよい食生活に関する知識の普及

母子保健の充実

乳児保育、延長保育などの拡充

※調理や掃除などの訪問家事支援

バリアフリーのまちづくり

その他

無回答

n=463

前回 n=445
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〈市の子育ての環境や支援に「満足していない」「あまり満足していない」という保護者に限定〉 

問 42 で市の子育ての環境や支援に「満足していない」「あまり満足していない」という保護者に

限定すると、「家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知」が 30.5％、「子育てに関する相

談の充実（ 例（ 発達相談、教育相談など）」が 27.7％とこれらが上位２つで、次いで（「公共施設や公

園などの安全性の確保」が 27.0％と続いています。 

 

30.5

27.7

27.0

24.8

17.7

14.9

14.2

14.2

11.3

10.6

9.9

7.8

7.1

7.1

6.4

5.0

4.3

4.3

0.7

4.3

1.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知

子育てに関する相談の充実（例：発達相談、教育相談など）

公共施設や公園などの安全性の確保

小児医療の充実や乳幼児医療費の助成制度の拡充

労働時間改善など、企業や事業主へのはたらきかけ

地域社会全体で子どもたちを見守り育てていく体制づくり

一人ひとりの個性や特徴を尊重した幼児教育

自然や文化とのふれあい、人との付き合い方を学ぶための

体験活動の充実

児童虐待の防止・発見・対応

ひとり親家庭への支援

障がいのある子どもと家庭への支援

母子保健の充実

子ども同士、高齢者などとの交流の機会の充実

防犯意識の啓発活動

交通マナーの向上などの交通安全啓発活動

バランスのよい食生活に関する知識の普及

乳児保育、延長保育などの拡充

調理や掃除などの訪問家事支援

バリアフリーのまちづくり

その他

無回答

n=141

※前回には選択肢無し



93 

〈選択言語が「英語」「ポルトルル語」の保護者に限定〉 

選択言語が（「英語」「ポルトルル語」の保護者に限定すると、（「子育てに関する相談の充実（ 例（ 発

達相談、教育相談など）」が 34.8％と最も高く、次いで（「一人ひとりの個性や特徴を尊重した幼児教

育」が 28.3％、「小児医療の充実や乳幼児医療費の助成制度の拡充」が 23.9％と続いています。 

 

34.8

28.3

23.9

19.6

19.6

15.2

15.2

13.0

10.9

10.9

8.7

6.5

6.5

6.5

4.3

2.2

2.2

2.2

0.0

0.0

4.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

子育てに関する相談の充実（例：発達相談、教育相談など）

一人ひとりの個性や特徴を尊重した幼児教育

小児医療の充実や乳幼児医療費の助成制度の拡充

労働時間改善など、企業や事業主へのはたらきかけ

防犯意識の啓発活動

地域社会全体で子どもたちを見守り育てていく体制づくり

児童虐待の防止・発見・対応

ひとり親家庭への支援

家庭と仕事が両立できるよう、各種支援事業の周知

子ども同士、高齢者などとの交流の機会の充実

バランスのよい食生活に関する知識の普及

自然や文化とのふれあい、人との付き合い方を学ぶための

体験活動の充実

障がいのある子どもと家庭への支援

母子保健の充実

乳児保育、延長保育などの拡充

公共施設や公園などの安全性の確保

交通マナーの向上などの交通安全啓発活動

調理や掃除などの訪問家事支援

バリアフリーのまちづくり

その他

無回答

n=46
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問 42 美濃加茂市における子育ての環境や支援への満足度について、当てはまる番号１つ

に○をつけてください。 

「ふつう」が 54.2％と最も高く、次いで「あまり満足していない」が 20.5％、「やや満足してい

る」が 11.9％と続いています。 

 

〈子育てにおける感情別等〉 

 楽しいと感じることの方が多い”、 楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらいあ

る”という保護者では（「ふつう」が最も高く、（ 辛いと感じることの方が多い”という保護者では（「あ

まり満足していない」。が 39.1％と最も高くなっています。 

選択言語が英語（・ポルトルル語の保護者では、（「やや満足している」と（「非常に満足している」を

合わせた割合が 47.8％であるのに対して、選択言語が日本語の保護者では 10.8％となっています。 

 

 

問 43 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や希望する支援に関してご意見が

ございましたら、ご自由にご記入ください。 
 

主な意見要旨 件数 

高校生までの医療費助成を希望 25件 

子どもの遊び場の充実を求める 24件 

経済的支援の拡充を希望 17件 

共働き家庭の負担軽減が必要 15件 

登下校時の安全対策を強化してほしい 8件 

学童保育の内容の充実や利用申込時の対応の改善 7件 

教育費の負担軽減を希望 5件 

発達障がい児へのサポートが必要 4件 

学校用品の購入負担を減らしてほしい 3件 

アンケート結果の反映を求める 3件 

9.9

20.5

54.2

11.9

2.6

0.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

満足していない

あまり満足していない

ふつう

やや満足している

非常に満足している

無回答
n=463

回答者数
n=

満足して
いない

あまり満
足してい
ない

ふつう やや満足
している

非常に満
足してい
る

無回答

全体 463 9.9% 20.5% 54.2% 11.9% 2.6% 0.9%

楽しいと感じることの方が多い 239 7.1% 20.1% 54.8% 12.6% 4.2% 1.3%
楽しいと感じることと、辛いと

感じることが同じくらいある 181 11.6% 19.9% 55.2% 12.2% 1.1% 0.0%

辛いと感じることの方が多い 23 13.0% 39.1% 34.8% 13.0% 0.0% 0.0%

その他 3 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%

わからない 16 18.8% 12.5% 62.5% 0.0% 0.0% 6.3%

日本語 417 10.6% 22.1% 56.1% 9.1% 1.7% 0.5%

英語・ポルトルル語 46 4.3% 6.5% 37.0% 37.0% 10.9% 4.3%

子育てに
おける感
情

選択言語
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