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第 1 章 調査の概要 

 

1. 調査目的 

会津若松市内の子ども・子育て支援に関する現状と課題の把握を行い、次期子ども・子育

て支援事業計画を策定するにあたっての基礎資料作成を目的とする。 

 

2. 調査対象 

平成 30 年 11 月時点において、会津若松市に居住する児童の保護者、中学生及び高校生に

ついて、次のとおり対象とした。 

(1) 未就学児童の保護者 4,347 件 

(2) 小学生児童の保護者 2,026 件 

(3) 中学生及び高校生 1,463 件 

 

3. 調査設計 

（１）調査方法  郵送調査。学校を通じての配付・回収 

（２）調査期間  平成 30 年 11 月～平成 31 年 1 月 

（３）調査機関  株式会社東京商工リサーチ 郡山支店 

 

4. 回収結果 

本調査の回収結果は次のとおり。回収件数及び回収率は、各調査における調査票自体の

件数及び対象数に占める割合を示している。  

 

（１）未就学児童の保護者 

   回収件数   1,591 件 ／ 回収率   36.6％ 

（２）小学生児童の保護者 

回収件数   1,667 件 ／ 回収率   82.3％ 

（３）中学生および高校生 

回収件数   1,442 件 ／ 回収率   98.6％ 

 

5. 注意事項 

（１）図表中の「Ｎ」（Number of cases の略）は、設問に対する回答者の総数を示してお 

り、回答者の構成比（％）を算出するための基数となる。 

（２）図表中の構成比は、小数点第 2 位以下を四捨五入している。そのため、合計した値 

が 100％にならない場合がある。 

（３）複数回答の設問についても、設問に対する回答者の総数（＝当該設問全体の回答件 

数）を基数（Ｎ）とし、各選択肢を回答した件数の割合を算出している。回答は 2 

つ以上ありうるため、合計は 100％を超えることがある。 

（４）各設問において、特に記載のない限り無回答は除外して集計している。 
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％

家庭

地域

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

92.4

27.2

14.5

36.2

43.0

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,576)

 

【例：「Ｎ」について】 

 

 図表中の「Ｎ」（Number of cases の略）は、設問に対する回答者の総数を示してお 

り、回答者の構成比（％）を算出するための基数となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例：複数回答の設問について】 

 

  複数回答の設問について、当該設問全体の回答件数を基数（Ｎ）とし、各選択肢を 

回答した件数の割合を算出している。 

 例えば、下記のグラフにおいて、回答者 1,576 人のうちの 92.4％（1,457 人）が「家 

庭」と回答したことを示している。複数回答を可としているため、各選択肢において回 

答者の重複がありうる。 

 

1人

34.0%

2人

38.2%

3人以上

27.8%

(N = 1,321)

Ｎ＝設問に対する回答者の総数  

Ｎ＝設問に対する回答者の総数 
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第 2 章 調査結果（未就学児童の保護者） 

 

1. 住まいの地区 

 

「門田地区」が 20.0％と最も高く、次いで「一箕地区」が 17.9％、「城西地区」が

10.1％となっている。 

  地区別にみたとき、「中心市街地」は 28.6％、「周辺部」は 71.4％であった。（※） 

  

（※）本章において、グラフ中の地区名に下線のある行仁地区、鶴城地区、謹教地区、城北地区、日新

地区の5地区を「中心市街地」とし、それ以外の地区を「周辺部」として集計している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
％

行仁地区

鶴城地区

謹教地区

城北地区

日新地区

城西地区

町北地区

高野地区

神指地区

門田地区

東山地区

一箕地区

大戸地区

湊地区

北会津地区

河東地区

5.1

4.5

5.9

5.6

7.6

10.1

1.9

1.2

1.5

20.0

4.7

17.9

0.5

1.3

6.1

6.3

0 5 10 15 20 25

(N = 1,548)

中

心

市

街

地

周

辺

部

中心市街地

28.6%

周辺部

71.4%

(N = 1,548)
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2. 子どもの年齢  

 

「4 歳」が 23.3％と最も高く、次いで「5 歳」が 20.5％、「3 歳」が 16.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 養育している子どもの数 

 

 「2 人」が 38.4％と最も高く、次いで「1 人」が 34.4％、「3 人以上」が 27.2％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯においては、「1 人」の割合が 25 万円以上の世帯

と比べて 10 ポイント近く高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】

0歳

15.4%

1歳

10.3%

2歳

13.9%

3歳

16.6%

4歳

23.3%

5歳

20.5%

(N = 1,324)

1人

34.4%

2人

38.4%

3人以上

27.2%

(N = 1,574)

世帯月収

　合　計 1,506

25万円未満 662

25万円以上 844

34.7

40.0

30.5

38.1

36.6

39.3

27.2

23.4

30.2

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

(N = 1,506)
1人 2人 3人以上
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4. 調査票の回答者 

  

 「母親」が 91.9％と最も高く、「父親」が 8.1％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 配偶関係 

 

 「配偶者がいる（事実婚を含む）」は 95.6％、「配偶者はいない」は 4.4％であった。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において、「配偶者はいない」と回答した割合が

およそ 1 割を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

母親

91.9%

父親

8.1%

(N = 1,324)

配偶者がいる

（事実婚を含む）

95.6%

配偶者はいない

4.4%

(N = 1,324)

世帯月収

　合　計 1,275

25万円未満 515

25万円以上 760

95.5

90.3

99.1

4.5

9.7

0.9

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

(N = 1,275) 配偶者がいる（事実婚を含む） 配偶者はいない
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6. 子育てを主に行っている人  

 

 「父母ともに」が 61.4％と最も高く、次いで「主に母親」が 36.7％、「主に祖父や祖母」が

1.1％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において、「主に母親」と回答した割合が 5 割近

くを占めており、25 万円以上の世帯と比べて 20 ポイント以上高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

父母ともに

61.4%

主に母親

36.7%

主に父親

0.2%

主に祖父や祖母

1.1%
その他

0.6%
(N = 1,312)

世帯月収

　合　計 1,264

25万円未満 511

25万円以上 753

61.4

48.7

70.0

36.8

49.7

28.0

0.2

0.2

0.1

1.0

0.4

1.5

0.6

1.0

0.4

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

(N = 1,264)
父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父や祖母 その他
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7. 公的制度（生活保護 /児童扶養手当 /ひとり親家庭医療費助成事業 /就学援助）の利用状況  

 

「利用している(受けている)」は 22.5％、「利用していない(受けていない)」は 77.5％であ

った。 

世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において、「利用している(受けている)」の割合

が 3 割以上を占めており、25 万円以上の世帯に比べ高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

 

8. 世帯収入（ひと月あたり）  

 

 「40 万円以上」が 20.6％と最も高く、次いで「30 万円以上 35 万円未満」が 20.2％、「25 万

円以上 30 万円未満」が 16.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している

(受けている)

22.5%

利用していない

(受けていない)

77.5%

(N = 1,563)

世帯月収

　合　計 1,502

25万円未満 658

25万円以上 844

22.9

33.0

15.0

77.1

67.0

85.0

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

(N = 1,502)
利用している(受けている) 利用していない(受けていない)

収入無し

0.9%
５万円未満

0.3% ５万円以上

１０万円未満

1.7%

１０万円以上

１５万円未満

3.5%

１５万円以上

２０万円未満

8.0%２０万円以上

２５万円未満

13.0%

２５万円以上

３０万円未満

16.6%３０万円以上

３５万円未満

20.2%

３５万円以上

４０万円未満

15.2%

４０万円以上

20.6%

(N = 1,511)
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％

父母ともに

母親

父親

祖父や祖母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

56.0

27.9

2.8

29.8

7.9

31.0

38.1

3.6

46.1

37.8

3.5

25.1

10.4

25.7

33.8

4.4

63.8

20.1

2.2

33.6

5.9

35.1

41.4

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 1,508)

合 計 25万円未満 25万円以上

 

9. 子育てに日常的に関わっている人（施設）  

 

 「父母ともに」が 55.9％と最も高く、次いで「認定こども園」が 38.1％、「保育所」が

30.6％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において、「母親」の割合が 4 割近くとなってい

るのに対し、25 万円以上の世帯では 2 割程度となっている。また、25 万円以上の世帯では「父

母ともに」の割合について、25 万円未満の世帯より 20 ポイント近く高くなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【世帯月収別】

％

父母ともに

母親

父親

祖父や祖母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

55.9

28.1

2.7

29.7

7.9

30.6

38.1

4.0

0 10 20 30 40 50 60

(N = 1,578)
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10. 子育てに影響すると思われる環境  

 

「家庭」が 92.4％と最も高く、次いで「認定こども園」が 43.0％、「保育所」が 36.2％とな

っている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 子育てについて気軽に相談できる人（場所）の有無  

  

 「いる／ある」が 96.8％を占める結果となった。子育てを行っている家庭のほとんどで、気

軽に相談できる人もしくは場所があることがわかった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

家庭

地域

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

92.4

27.2

14.5

36.2

43.0

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,576)

いる／ある

96.8%

いない／ない

3.2%
(N = 1,571)
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12. 子育てについて気軽に相談できる先  

 

「祖父母等の親族」が 84.9％と最も高く、次いで「友人や知人」が 73.1％、「保育士・幼稚

園教諭」が 54.3％となっている。 

 地区別で見たとき、中心市街地において「保育士・幼稚園教諭」の割合が 61.4％となってお

り、周辺部よりも 9 ポイント高くなっている。 

 世帯月収別でみたとき、25 万円以上の世帯において、「保育士・幼稚園教諭」が 6 割以上と、

25 万円未満の世帯の回答割合よりも 15 ポイント以上高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

保育士・幼稚園教諭

保育所、認定こども園、
幼稚園等の保護者

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て支援施設

自治体等の子育て関連
担当窓口

インターネット上の掲示
板等サイト

その他

84.9

73.1

6.5

54.3

27.1

0.3

13.8

9.4

2.1

7.1

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,526)
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【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

保育士・幼稚園教諭

保育所、認定こども園、
幼稚園等の保護者

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て支援施設

自治体等の子育て関連
担当窓口

インターネット上の掲示
板等サイト

その他

85.0

73.4

6.6

55.0

27.5

0.3

13.9

9.3

2.1

6.9

2.1

81.4

75.1

7.0

61.4

30.7

0.2

15.3

11.6

2.8

8.6

2.6

86.5

72.8

6.5

52.4

26.2

0.4

13.3

8.4

1.9

6.2

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,495)

合 計 中心市街地 周辺部

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

保育士・幼稚園教諭

保育所、認定こども園、
幼稚園等の保護者

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て支援施設

自治体等の子育て関連
担当窓口

インターネット上の掲示
板等サイト

その他

85.0

72.8

6.6

54.5

27.1

0.3

13.8

9.3

2.0

7.1

2.2

83.8

71.0

7.0

46.0

22.9

0.2

12.3

11.2

2.6

6.7

2.2

85.9

74.2

6.4

61.2

30.4

0.4

15.1

7.7

1.5

7.3

2.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,459)

合 計 25万円未満 25万円以上
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13. 子育てに関する不安や負担の有無  

 

「やや感じる」が 48.4％と最も高く、次いで「あまり感じない」が 40.0％、「非常に感じ

る」が 6.8％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 子育てに関して不安や負担に思う理由  

 

 「子育てで出費がかさむ」が 43.8％と最も高く、次いで「自分の趣味や娯楽を気軽に楽しめ

ない」が 37.3％、「気の休まる時間がない。子育ては根気がいるなど、精神的に負担が大き

い」が 37.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常に感じる

6.8%

やや感じる

48.4%

あまり感じない

40.0%

全く感じない

4.8%(N = 1,529)

％

子どもにかかりきりで時間に余裕がない

夫婦で楽しむ時間がない

自分の趣味や娯楽を気軽に楽しめない

気の休まる時間がない。子育ては根気が
いるなど、精神的に負担が大きい

子どもの世話で肉体的に疲れる

子育てで出費がかさむ

親として子育ての自信がない

仕事が忙しくて、子どもとふれ合う
時間が取れない

子育てで仕事を続けるのが難しい

住宅が手狭で不自由だ

配偶者（パートナー）の協力が得られない

子育てが大変なことを身近な人が
理解してくれない

子どもの病気や発達、
障がいなどに不安がある

その他

33.8

20.0

37.3

37.0

31.9

43.8

20.4

33.5

9.4

12.3

10.7

3.2

12.3

19.5

0 10 20 30 40 50

(N = 853)
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％

子どもにかかりきりで時間に余裕がない

夫婦で楽しむ時間がない

自分の趣味や娯楽を気軽に楽しめない

気の休まる時間がない。子育ては根気が
いるなど、精神的に負担が大きい

子どもの世話で肉体的に疲れる

子育てで出費がかさむ

親として子育ての自信がない

仕事が忙しくて、子どもとふれ合う
時間が取れない

子育てで仕事を続けるのが難しい

住宅が手狭で不自由だ

配偶者（パートナー）の協力が得られない

子育てが大変なことを身近な人が
理解してくれない

子どもの病気や発達、
障がいなどに不安がある

その他

33.7

20.2

37.5

37.2

31.7

44.1

20.5

33.9

9.4

12.0

10.1

3.1

12.2

19.6

35.8

17.2

36.1
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37.5
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23.9
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10.8

16.4
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4.2

15.6

19.4

32.1

22.5

38.6

34.1

27.1

39.7

17.9

45.2

8.3

8.5

8.1

2.2

9.6

19.7

0 10 20 30 40 50 60

(N = 818)

合 計 25万円未満 25万円以上

 

【世帯月収別】 
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15. 【母親】子どもと過ごす時間（平日）  

 

 「5 時間以上 10 時間未満」が 47.9％と最も高く、次いで「5 時間未満」が 28.4％、「10 時

間以上 15 時間未満」が 16.8％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円以上の世帯では「5 時間未満」が 4 割近くを占めているのに

対し、25 万円未満の世帯では 1 割台となっている。一方で、25 万円未満の世帯では「10 時間

以上 15 時間未満」が 2 割以上であるのに対し、25 万円以上の世帯では 1 割程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

5時間未満

28.4%

5時間以上

10時間未満

47.9%

10時間以上

15時間未満

16.8%

15時間以上

6.9%

(N = 1,558)

世帯月収

　合　計 1,486

25万円未満 648

25万円以上 838

28.7

16.4

38.3

47.7

49.1

46.7

16.9

25.0

10.6

6.7

9.6

4.4

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

(N = 1,486)
5時間未満 5時間以上10時間未満
10時間以上15時間未満 15時間以上
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16. 【母親】子どもと過ごす時間（休日）  

 

 「10 時間以上 15 時間未満」が 63.7％と最も高く、次いで「15 時間以上」が 29.2％、「5 時

間以上 10 時間未満」が 6.1％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

5時間未満

1.0%
5時間以上

10時間未満

6.1%

10時間以上

15時間未満

63.7%

15時間以上

29.2%

(N = 1,551)

世帯月収

　合　計 1,480

25万円未満 643

25万円以上 837

1.0

1.1

1.0

6.1

5.4

6.6

63.8

63.0

64.4

29.1

30.5

28.1

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

(N = 1,480)
5時間未満 5時間以上10時間未満
10時間以上15時間未満 15時間以上
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17. 【母親】子どもと過ごす時間数をどのように感じているか  

 

 「十分である」が 33.2％と最も高く、次いで「ふつう」が 25.2％、「やや足りない」が

16.6％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯で「十分である」が 4 割以上を占めており、25 万

円以上の世帯よりも 17 ポイント程度上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

十分である

33.2%

まあ十分である

15.9%

ふつう

25.2%

やや足りない

16.6%

足りない

9.0%(N = 1,516)

世帯月収

　合　計 1,448

25万円未満 631

25万円以上 817

33.0

42.8

25.5

15.7

15.4

16.0

25.2

23.6

26.4

16.9

11.7

20.9

9.1

6.5

11.1

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

(N = 1,448)
十分である まあ十分である ふつう やや足りない 足りない
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18. 【父親】子どもと過ごす時間（平日）  

 

 「5 時間未満」が 85.5％と最も高く、次いで「5 時間以上 10 時間未満」が 13.0％、「10 時

間以上 15 時間未満」が 1.3％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

5時間未満

85.5%

5時間以上

10時間未満

13.0%

10時間以上

15時間未満

1.3%

15時間以上

0.2%(N = 1,435)

世帯月収

　合　計 1,368

25万円未満 553

25万円以上 815

85.8

83.9

87.1

12.7

13.7

12.0

1.3

2.0

0.9

0.1

0.4

0.0

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

(N = 1,368)
5時間未満 5時間以上10時間未満 10時間以上15時間未満 15時間以上
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19. 【父親】子どもと過ごす時間（休日）  

 

「10 時間以上 15 時間未満」が 55.0％と最も高く、次いで「5 時間以上 10 時間未満」が

17.9％、「15 時間以上」が 17.8％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

5時間未満

9.3%

5時間以上

10時間未満

17.9%

10時間以上

15時間未満

55.0%

15時間以上

17.8%

(N = 1,426)

世帯月収

　合　計 1,360

25万円未満 550

25万円以上 810

9.2

9.6

8.9

17.7

18.2

17.4

55.4

55.1

55.6

17.7

17.1

18.1

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

(N = 1,360)
5時間未満 5時間以上10時間未満 10時間以上15時間未満 15時間以上
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20. 【父親】子どもと過ごす時間数をどのように感じているか  

 

 「ふつう」が 27.2％と最も高く、次いで「やや足りない」が 24.0％、「足りない」が

21.1％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

十分である

11.4%

まあ十分である

16.3%

ふつう

27.2%
やや足りない

24.0%

足りない

21.1%

(N = 1,362)

世帯月収

　合　計 1,302

25万円未満 533

25万円以上 769

11.4

15.0

9.0

15.8

16.3

15.5

27.3

26.3

28.1

24.4

21.8

26.3

21.0

20.6

21.2

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

(N = 1,302)
十分である まあ十分である ふつう やや足りない 足りない
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21. 理想と考える子どもの人数 

 

 「3 人」が 52.1％と最も高く、次いで「2 人」が 36.4％、「4 人」が 6.3％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

１人

2.3%

２人

36.4%

３人

52.1%

４人

6.3%

５人以上

2.6%

子どもは持たない

0.3%

(N = 1,569)

世帯月収

　合　計 1,496

25万円未満 654

25万円以上 842

2.2

3.7

1.1

36.5

37.6

35.6

52.2

48.9

54.8

6.1

6.4

5.8

2.7

2.9

2.5

0.3

0.5

0.2

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

(N = 1,496)
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 子どもは持たない
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22. 実際、持とうとしている（持っている）子どもの人数  

 

「2 人」が 46.8％と最も高く、次いで「3 人」が 27.7％、「1 人」が 19.8％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

１人

19.8%

２人

46.8%

３人

27.7%

４人

4.5%

５人以上

1.3%

(N = 1,573)

世帯月収

　合　計 1,500

25万円未満 656

25万円以上 844

19.9

23.3

17.3

46.6

48.2

45.4

27.7

22.6

31.8

4.4

4.6

4.3

1.3

1.4

1.3

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

(N = 1,500)
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上
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23. 理想的と考える人数の子どもを持てない・持たない理由  

 

 「教育費がかかるから」が 57.8％と最も高く、次いで「養育費がかかるから」が 55.4％、

「精神的・肉体的負担が大きいから」及び「出産が年齢的に難しいから」が同率で 38.7％とな

っている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「教育費がかかるから」及び「養育費が

かかるから」は 6 割以上となっており、25 万円以上の世帯と比べて 10 ポイント以上高くなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

養育費がかかるから

教育費がかかるから

精神的・肉体的負担が大きいから

社会・教育環境に不安があるから

子育て支援の公的サービスが使いにくい
から

配偶者（パートナー）の家事･ 育児への
協力が得られないから

自分の仕事に差し支えるから

家が狭いから

出産が年齢的に難しいから

時間的なゆとりがほしいから

配偶者（パートナー）の意向

子どもがあまりすきでないから

子どもができない

その他

55.4

57.8

38.7

17.0

8.9

14.6

21.1

10.4

38.7

15.1

9.3

0.8

13.2

15.5

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 734)
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【世帯月収別】 

 

 ％

養育費がかかるから

教育費がかかるから

精神的・肉体的負担が大きいから

社会・教育環境に不安があるから

子育て支援の公的サービスが使いにくい
から

配偶者（パートナー）の家事･ 育児への
協力が得られないから

自分の仕事に差し支えるから

家が狭いから

出産が年齢的に難しいから

時間的なゆとりがほしいから

配偶者（パートナー）の意向

子どもがあまりすきでないから

子どもができない

その他

55.5

57.6

39.4

17.5

8.8

14.4

21.5

10.3

38.1

15.4

9.0

0.9

13.6

15.5

63.7

63.0

38.5

18.0

9.9

15.8

15.8

13.4

33.5

16.8

9.6

1.9

11.5

15.8

48.5

53.0

40.1

17.2

7.9

13.2

26.4

7.7

42.0

14.2

8.4

0.0

15.3

15.3

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 701)

合 計 25万円未満 25万円以上
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世帯月収

　合　計 1,462

25万円未満 636

25万円以上 826

32.5

19.8

42.3

43.4

56.1

33.7

0.8

0.6

1.0

19.6

19.5

19.6

3.7

3.9

3.5

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

(N = 1,462)

仕事の時間を優先している 家事（育児）時間を優先している

プライベートを優先している 仕事・家事（育児）・プライベートをバランスよく行っている

その他

 

24. 【母親】「仕事の時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度（希望）  

 

 「仕事・家事（育児）・プライベートをバランスよく行いたい」が 75.9％と最も高く、次い

で「家事（育児）時間を優先させたい」が 21.5％、「プライベートを優先させたい」が 1.8％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 【母親】「仕事の時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度（現実）  

 

 「家事（育児）時間を優先している」が 43.9％と最も高く、次いで「仕事の時間を優先して

いる」が 32.1％、「仕事・家事（育児）・プライベートをバランスよく行っている」が 19.5％

となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯では「家事（育児）時間を優先している」が 5 割

以上を占めているのに対し、25 万円以上の世帯では「仕事の時間を優先している」が 4 割以上

を占めており、「家事（育児）・プライベートをバランスよく行っている」はどちらも 2 割程度

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

仕事の時間を優先

したい

0.5%

家事（育児）時間を

優先させたい

21.5%

プライベートを優先

させたい

1.8%
仕事・家事（育児）・

プライベートをバラ

ンスよく行いたい

75.9%

その他

0.3%(N = 1,533)

仕事の時間を

優先している

32.1%

家事（育児）時間を

優先している

43.9%

プライベートを優先

している

0.9%

仕事・家事（育児）・

プライベートをバラ

ンスよく行っている

19.5%

その他

3.7%

(N = 1,529)
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26. 【父親】「仕事の時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度（希望）  

 

 「仕事・家事（育児）・プライベートをバランスよく行いたい」が 77.7％と最も高く、次い

で「プライベートを優先させたい」が 7.8％、「家事（育児）時間を優先させたい」が 7.5％と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 【父親】「仕事の時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度（現実）  

 

 「仕事の時間を優先している」が 68.3％と最も高く、次いで「仕事・家事（育児）・プライ

ベートをバランスよく行っている」が 21.5％、「家事（育児）時間を優先している」が 4.7％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

仕事の時間を優先

したい

6.6%

家事（育児）時間を

優先させたい

7.5%

プライベートを

優先させたい

7.8%

仕事・家事（育児）・

プライベートをバラ

ンスよく行いたい

77.7%

その他

0.4%

(N = 1,348)

 

仕事の時間を

優先している

68.3%

家事（育児）時間を

優先している

4.7%

プライベートを

優先している

3.8%

仕事・家事（育児）・

プライベートをバラ

ンスよく行っている

21.5%

その他

1.7%

(N = 1,356)

世帯月収

　合　計 1,301

25万円未満 521

25万円以上 780

68.2

69.9

67.1

4.7

5.2

4.4

3.9

5.0

3.2

21.6

19.2

23.2

1.6

0.8

2.2

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

(N = 1,301)

仕事の時間を優先している 家事（育児）時間を優先している

プライベートを優先している 仕事・家事（育児）・プライベートをバランスよく行っている

その他
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28. 【母親】現在の就労状況 

 

 「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 47.1％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 21.6％、「パート・アルバイト等で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 17.1％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円以上の世帯において「フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない」はほぼ 6 割を占めている一方、25 万円未満の世帯においては 3 割弱

となっており、「以前は就労していたが、現在は就労していない」も 3 割以上を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

フルタイムで就労し

ており、産休・

育休・介護休業中

ではない

47.1%

フルタイムで就労し

ているが、産休・

育休・介護休業中

である

12.2%

パート・アルバイト

等で就労しており、

産休・育休・介護

休業中ではない

17.1%

パート・アルバイト

等で就労している

が、産休・育休・

介護休業中である

1.2%

以前は就労してい

たが、現在は就労

していない

21.6%

これまで就労したこ

とがない

0.8%

(N = 1,324)

世帯月収

　合　計 1,275

25万円未満 515

25万円以上 760

47.3

28.9

59.7

12.2

11.5

12.6

16.8

22.5

12.9

1.3

2.1

0.7

21.7

33.6

13.7

0.8

1.4

0.4

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

(N = 1,275)

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない これまで就労したことがない
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29. 【母親】就労日数（ひと月あたり）  

 

 「120 時間以上」が 85.5％と最も高く、次いで「120 時間未満 64 時間以上」が 10.1％、「64

時間未満」が 4.4％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「120 時間未満 64 時間以上」の割合が

25 万円以上の世帯と比べて 10.1 ポイント上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

120時間以上

85.5%

120時間未満

64時間以上

10.1%

64時間未満

4.4%

(N = 1,011)

世帯月収

　合　計 973

25万円未満 327

25万円以上 646

85.6

76.5

90.2

10.1

16.8

6.7

4.3

6.7

3.1

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

(N = 973) 120時間以上 120時間未満64時間以上 64時間未満
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30. 【父親】現在の就労状況 

 

 「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 98.7％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 0.7％、「パート・アルバイト等で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 0.4％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 
世帯月収

　合　計 1,221

25万円未満 467

25万円以上 754

98.6

97.4

99.3

0.2

0.4

0.1

0.4

0.6

0.3

0.0

0.0

0.0

0.7

1.5

0.3

0.0

0.0

0.0

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

(N = 1,221)

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない これまで就労したことがない

フルタイムで就労

しており、産休

・育休・介護休業中

ではない

98.7%

フルタイムで就労

しているが、産休・

育休・介護休業中

である

0.2%

パート・アルバイト

等で就労しており、

産休・育休・介護

休業中ではない

0.4%

パート・アルバイト

等で就労している

が、産休・育休・

介護休業中である

0.0%

以前は就労して

いたが、現在は

就労していない

0.7%

これまで就労した

ことがない

0.0%

(N = 1,269)
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31. 【父親】就労日数（ひと月あたり）  

 

 「120 時間以上」が 98.7％と最も高く、次いで「64 時間未満」が 0.9％、「120 時間未満 64

時間以上」が 0.4％となっている。子育て家庭のほとんどで、父親は「120 時間以上」就労して

いることがわかった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

120時間以上

98.7%

120時間未満

64時間以上

0.4%

64時間未満

0.9%
(N = 1,213)

世帯月収

　合　計 1,167

25万円未満 437

25万円以上 730

98.7

98.9

98.6

0.4

0.2

0.5

0.9

0.9

0.8

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

(N = 1,167)
120時間以上 120時間未満64時間以上 64時間未満
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32. 【母親】フルタイムへの転換希望の有無  

 

 「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 52.9％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 29.3％、「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 12.0％となっている。 

 地区別にみたとき、中心市街地において「パート・アルバイト等の就労を続けることを希

望」が 6 割近くを占める一方、周辺部では 5 割程度にとどまり、「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、中心市街地よりも 8.3 ポイント高くなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

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

12.0%

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

29.3%

パート・アルバイト

等の就労を続ける

ことを希望

52.9%

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

5.8%

(N = 242)

地区（地域）

　合　計 237

中心市街地 65

周辺部 172

12.2

6.2

14.5

29.5

29.2

29.7

52.7

58.5

50.6

5.5

6.2

5.2

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

(N = 237)
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

世帯月収

　合　計 230

25万円未満 127

25万円以上 103

12.2

12.6

11.7

27.8

26.8

29.1

53.9

53.5

54.4

6.1

7.1

4.9

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

(N = 230)
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
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世帯月収

　合　計 287

25万円未満 180

25万円以上 107

20.2

16.1

27.1

46.3

42.8

52.3

33.4

41.1

20.6

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

(N = 287)

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）
1年より先に就労したい
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

 

33. 【父親】フルタイムへの転換希望の有無  

 

 「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 66.7％、「パート・アルバ

イト等の就労を続けることを希望」が 33.3％となっている。 

 対象者数が非常に少ないため、属性別の傾向については割愛する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 【母親】就労したい希望 

 

 「1 年より先に就労したい」が 46.8％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 32.7％、「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 20.5％

となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労した

い」が 4 割以上を占めており、25 万円以上の世帯を 20 ポイント以上上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

子育てや家事など

に専念したい（就労

の予定はない）

20.5%

1年より先に

就労したい

46.8%

すぐにでも、

もしくは１年以内に

就労したい

32.7%

(N = 297)

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

66.7%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

0.0%

パート・アルバイト

等の就労を続ける

ことを希望

33.3%

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

0.0%

(N = 3)
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35. 【父親】就労したい希望 

 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が回答のすべてを占めた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 定期的な教育・保育事業（幼稚園や保育所など）の利用について  

 

 「利用している」は 80.5％、「利用していない」は 19.5％であった。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「利用していない」が 3 割近くを占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

利用している

80.5%

利用していない

19.5%

(N = 1,319)

子育てや家事など

に専念したい（就労

の予定はない）

0.0%
1年より先に

就労したい

0.0%

すぐにでも、もしく

は１年以内に就労

したい

100.0%

(N = 3)

世帯月収

　合　計 1,272

25万円未満 512

25万円以上 760

80.6

70.7

87.2

19.4

29.3

12.8

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

(N = 1,272)
利用している 利用していない
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37. 希望した保育サービスを利用できているか  

 

 「希望する時期に利用できた」が 93.5％と最も高く、次いで「時期を調整して利用すること

ができた」が 5.1％、「利用することができなかった」が 0.9％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. 【月曜日～金曜日】定期的に利用している教育・保育事業  

 

「認定こども園」が 48.2％と最も高く、次いで「認可保育所」が 37.1％、「幼稚園」が

9.6％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する時期に利

用できた

93.5%

時期を調整して

利用することが

できた

5.1%

利用することができ

なかった

0.9%

その他

0.5%

(N = 1,052)

％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

児童発達支援

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・
センター

その他

9.6

6.2

37.1

48.2

1.4

0.2

1.2

3.2

1.1

0.0

0.4

0.2

0 10 20 30 40 50 60

(N = 1,059)
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39. 【月曜日～金曜日】現在定期的に利用している教育・保育事業の利用日数／1 週あたり 

 

「5 日」が 79.2％と最も高く、次いで「6 日以上」が 18.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 【月曜日～金曜日】現在定期的に利用している教育・保育事業の利用時間数／1 日あたり 

 

「8 時間以上～10 時間未満」が 34.3％と最も高く、次いで「10 時間以上」が 33.9％、「6

時間未満」が 18.4％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5日未満

1.9%

5日

79.2%

6日以上

18.9%

(N = 1,061)

6時間未満

18.4%

6時間以上～

8時間未満

13.3%

8時間以上～

10時間未満

34.3%

10時間以上

33.9%

(N = 1,052)
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41. 【月曜日～金曜日】現在定期的に利用している教育・保育事業の開始時間  

 

「8 時台」が 51.6％と最も高く、次いで「9 時台」が 33.9％、「7 時台以前」が 13.5％とな

っている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 【月曜日～金曜日】現在定期的に利用している教育・保育事業の終了時間  

 

「18 時台」が 29.6％と最も高く、次いで「17 時台」が 27.7％、「15 時台以前」が 26.7％

となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15時台以前

26.7%

16時台

11.7%

17時台

27.7%

18時台

29.6%

19時台以降

4.2%
(N = 1,049)

7時台以前

13.5%

8時台

51.6%

9時台

33.9%

10時台以降

1.0%(N = 1,050)
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43. 【月曜日～金曜日】希望する教育・保育事業の利用日数／1 週あたり  

 

「5 日」が 77.3％と最も高く、次いで「6 日以上」が 20.0％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. 【月曜日～金曜日】希望する教育・保育事業の利用時間数／1 日あたり 

 

「6 時間以上～8 時間未満」が 43.9％と最も高く、次いで「10 時間以上」が 28.8％、「8 時

間以上～10 時間未満」が 17.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5日未満

2.7%

5日

77.3%

6日以上

20.0%

(N = 967)

6時間未満

9.7%

6時間以上～

8時間未満

43.9%
8時間以上～

10時間未満

17.5%

10時間以上

28.8%

(N = 954)
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45. 【月曜日～金曜日】希望する教育・保育事業の開始時間  

 

「8 時台」が 49.5％と最も高く、次いで「9 時台」が 37.7％、「7 時台以前」が 12.0％とな

っている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 【月曜日～金曜日】希望する教育・保育事業の終了時間  

 

「17 時台」が 30.5％と最も高く、次いで「15 時台以前」が 22.6％、「18 時台」が 22.5％

となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15時台以前

22.6%

16時台

18.2%

17時台

30.5%

18時台

22.5%

19時台以降

6.3%

(N = 953)

7時台以前

12.0%

8時台

49.5%

9時台

37.7%

10時台以降

0.8%(N = 953)
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47. 【月曜日～金曜日】定期的に利用している教育・保育事業の場所  

 

 「会津若松市内」は 99.6％、「会津若松市外」は 0.4％であった。 

ほとんどの家庭において、会津若松市内において教育・保育事業を利用していることがわか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 【月曜日～金曜日】定期的に利用している理由  

 

 「子育て（教育を含む）をしている人が現在就労している」が 74.1％と最も高く、次いで

「子どもの教育や発達のため」が 61.6％、「子育て（教育を含む）をしている人が就労予定が

ある／求職中である」が 2.7％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津若松市内

99.6%

会津若松市外

0.4%

(N = 1,235)

％

子どもの教育や発達のため

子育て（教育を含む）をしている人が
現在就労している

子育て（教育を含む）をしている人が

就労予定がある／求職中である

子育て（教育を含む）をしている人が
家族・親族などを介護している

子育て（教育を含む）をしている人が

病気や障がいがある

子育て（教育を含む）をしている人が
学生である

その他

61.6

74.1

2.7

0.6

1.1

0.2

1.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(N = 1,241)
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49. 【月曜日～金曜日】定期的に利用していない理由  

 

 「子どもがまだ小さいため」が 47.8％と最も高く、次いで「利用する必要がない」が 46.3％、

「家族で過ごす時間を大切にしたい」が 20.1％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 【月曜日～金曜日】定期的に利用したいと考える事業  

 

 「認定こども園」が 58.2％と最も高く、次いで「認可保育所」が 39.9％、「幼稚園」が

24.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の認可外の
保育施設

児童発達支援

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・
センター

その他

24.6

17.1

39.9

58.2

3.2

1.2

3.5

1.2

1.7

2.1

5.0

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 1,297)

％

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人が
みている

近所の人や父母の友人・知人が
みている

利用したいが、保育・教育の事業
に空きがない

利用したいが、経済的な理由で
事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の
時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所
など、納得できる事業がない

家族で過ごす時間を大切にしたい

子どもがまだ小さいため

その他

46.3

11.1

0.0

7.1

9.0

2.2

1.9

20.1

47.8

13.0

0 10 20 30 40 50 60

(N = 324)
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51. 【月曜日～金曜日】現在、利用している、していないにかかわらず、定期的に幼稚園、認

可保育所、認定こども園などの事業を利用したいと考えた際、幼稚園の利用を強く
．．

希望す

るか 

 

 「はい」は 66.3％、「いいえ」は 33.7％であった。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯で「はい」が 7 割以上となっており、25 万円以上

の世帯におけるおよそ 6 割を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

 

52. 【月曜日～金曜日】教育・保育事業を利用したい場所  

 

「会津若松市内」は 97.9％、「会津若松市外」は 2.1％であった。 

 ほとんどの家庭において、会津若松市内での教育・保育事業を望んでいることがわかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

66.3%

いいえ

33.7%

(N = 493)

世帯月収

　合　計 471

25万円未満 203

25万円以上 268

65.2

73.4

59.0

34.8

26.6

41.0

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

(N = 471)
はい いいえ

会津若松市内

97.9%

会津若松市外

2.1%

(N = 1,158)
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53. 利用している地域子育て支援拠点事業等 

 

 「利用していない」が 81.8％と最も高く、次いで「地域子育て支援拠点事業」が 15.6％、

「事業自体を知らない」が 5.3％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 地域子育て支援拠点事業について、利用したいもしくは日数を増やしたいという希望  

 

 「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」が 70.5％と最も高く、次いで

「利用していないが、今後利用したい」が 22.0％、「すでに利用しているが、今後利用日数を

増やしたい」が 7.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用していないが、

今後利用したい

22.0%

すでに利用してい

るが、今後利用日

数を増やしたい

7.5%

新たに利用したり、

利用日数を増やし

たいとは思わない

70.5%

(N = 1,232)

％

地域子育て支援拠点事業

その他の類似の事業

利用していない

事業自体を知らない

15.6

4.3

81.8

5.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,291)
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55. 【事業の利用状況】①家庭教育に関する学級・講座  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

56. 【事業の利用状況】②家庭児童相談室  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

57. 【事業の利用状況】③子育て世代包括支援センター  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

29.0%

いいえ

71.0%

(N = 1,471)

はい

6.8%

いいえ

93.2%

(N = 1,384)

はい

58.4%

いいえ

41.6%

(N = 1,415)

はい

68.6%

いいえ

31.4%

(N = 1,486)

はい

6.2%

いいえ

93.8%

(N = 1,392)

はい

58.9%

いいえ

41.1%

(N = 1,407)

はい

71.5%

いいえ

28.5%

(N = 1,483)

はい

31.9%

いいえ

68.1%

(N = 1,407)

はい

68.7%

いいえ

31.3%

(N = 1,403)
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58. 【事業の利用状況】④教育相談室  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. 【事業の利用状況】⑤保育所、認定こども園、幼稚園の園庭等の解放  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

60. 【事業の利用状況】⑥地域子育て支援センター  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

35.1%

いいえ

64.9%

(N = 1,475)

はい

2.5%

いいえ

97.5%

(N = 1,378)

はい

56.4%

いいえ

43.6%

(N = 1,404)

はい

90.7%

いいえ

9.3%

(N = 1,476)

はい

55.0%
いいえ

45.0%

(N = 1,432)

はい

78.3%

いいえ

21.7%

(N = 1,401)

はい

78.5%

いいえ

21.5%

(N = 1,466)

はい

42.7%いいえ

57.3%

(N = 1,413)

はい

67.6%

いいえ

32.4%

(N = 1,400)
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61. 【事業の利用状況】⑦児童館  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

62. 【事業の利用状況】⑧認定こども園  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

63. 【事業の利用状況】⑨特定保育  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

はい

84.5%

いいえ

15.5%

(N = 1,489)

はい

20.3%

いいえ

79.7%

(N = 1,400)

はい

81.4%

いいえ

18.6%

(N = 1,420)

はい

95.4%

いいえ

4.6%
(N = 1,474)

はい

51.4%
いいえ

48.6%

(N = 1,418)

はい

80.1%

いいえ

19.9%

(N = 1,398)

はい

35.6%

いいえ

64.4%

(N = 1,484)

はい

4.4%

いいえ

95.6%

(N = 1,383)

はい

51.1%
いいえ

48.9%

(N = 1,415)
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64. 【事業の利用状況】⑩ファミリー・サポート・センター  

 

【A 知っている】  【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

65. 【事業の利用状況】⑪夜間急病センター  

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. 【事業の利用状況】⑫休日当番医制事業  

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

はい

69.1%

いいえ

30.9%

(N = 1,484)

はい

7.2%

いいえ

92.8%

(N = 1,402)

はい

57.1%

いいえ

42.9%

(N = 1,416)

はい

97.8%

いいえ

2.2%

(N = 1,485)

はい

60.0%

いいえ

40.0%

(N = 1,453)

はい

92.5%

いいえ

7.5%

(N = 1,415)

はい

94.3%

いいえ

5.7%

(N = 1,482)

はい

65.3%

いいえ

34.7%

(N = 1,442)

はい

92.4%

いいえ

7.6%

(N = 1,412)
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67. 【事業の利用状況】⑬障がい児相談支援・障がい福祉サービス  

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

68. 【事業の利用状況】⑭子育て支援チラシ 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

69. 【事業の利用状況】⑮市政だより、市のホームページ  

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

はい

57.2%

いいえ

42.8%

(N = 1,489)

はい

3.9%

いいえ

96.1%

(N = 1,399)

はい

53.9%

いいえ

46.1%

(N = 1,408)

はい

54.4%
いいえ

45.6%

(N = 1,486)

はい

22.4%

いいえ

77.6%

(N = 1,401)

はい

68.9%

いいえ

31.1%

(N = 1,410)

はい

91.6%

いいえ

8.4%

(N = 1,492)

はい

54.9%

いいえ

45.1%

(N = 1,410)

はい

80.0%

いいえ

20.0%

(N = 1,408)
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70. 【事業の利用状況】⑯虐待が心配な場合の市への通報制度  

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

71. 【事業の利用状況】⑰子ども未来基金助成事業  

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

72. 【事業の利用状況】⑱生活保護、児童扶養手当、就学援助  

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

  

 

 

 

 

 

はい

53.1%

いいえ

46.9%

(N = 1,497)

はい

1.9%

いいえ

98.1%

(N = 1,392)

はい

64.1%

いいえ

35.9%

(N = 1,407)

はい

20.1%

いいえ

79.9%

(N = 1,489)

はい

1.9%

いいえ

98.1%

(N = 1,389)

はい

69.6%

いいえ

30.4%

(N = 1,408)

はい

88.6%

いいえ

11.4%

(N = 1,488)

はい

28.9%

いいえ

71.1%

(N = 1410)

はい

74.6%

いいえ

25.4%

(N = 1,415)
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73. 【土曜日】定期的な教育・保育事業の利用希望  

 

 「利用する必要はない」が 49.1％と最も高く、次いで「月に 1～2 回は利用したい」が

32.2％、「ほぼ毎週利用したい」が 18.7％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. 【日曜日・祝日】定期的な教育・保育事業の利用希望  

 

「利用する必要はない」が 80.3％と最も高く、次いで「月に 1～2 回は利用したい」が

16.9％、「ほぼ毎週利用したい」が 2.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用する必要は

ない

49.1%

ほぼ毎週利用

したい

18.7%

月に1～2回は

利用したい

32.2%

(N = 1,310)

利用する必要は

ない

80.3%

ほぼ毎週利用

したい

2.8%

月に1～2回は

利用したい

16.9%

(N = 1,310)
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75. 教育・保育事業をたまに利用したい理由  

 

「月に数回仕事が入るため」が 54.4％と最も高く、次いで「平日に済ませられない用事を

まとめて済ませるため」が 38.8％、「土曜日や日曜日・祝日も仕事のため」が 33.5％となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. 幼稚園または認定こども園の幼稚園機能部分を利用している方の、長期休み中（夏休み・

冬休みなど）の教育・保育事業の利用希望  

 

 「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が 38.6％と最も高く、次いで「利用する必要はな

い」が 34.3％、「休みの期間中、週に数日利用したい」が 27.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用する必要は

ない

34.3%

休みの期間中、

ほぼ毎日利用

したい

38.6%

休みの期間中、

週に数日利用

したい

27.1%

(N = 536)

％

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事
をまとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが
必要なため

土曜日や日曜日・祝日も

仕事のため

その他

54.4

38.8

2.6

33.5

10.0

0 10 20 30 40 50 60

(N = 498)
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77. 病気やケガで普段利用している事業が利用できなかったことはあるか  

 

 「あった」は 75.0％、「なかった」は 25.0％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. 利用できなかった場合の対処方法  

 

 「母親が休んだ」が 78.6％と最も高く、次いで「親族・知人に子どもをみてもらった」が

39.1％、「父親が休んだ」が 35.6％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あった

75.0%

なかった

25.0%

(N = 1,063)

％

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人に子どもを
みてもらった

父親又は母親のうち就労して
いない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を

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

35.6

78.6

39.1

17.8

3.5

1.1

1.4

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 793)



52 

 

 

79. 事業が利用できなかった際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と

思ったか 

 

 「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」は 27.8％、「利用したいとは思わない」

は 72.2％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. 病児・病後児を預ける場合の、望ましい事業形態 

 

 「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」が 78.9％と最も高く、次いで「他の施設

に併設した施設で子どもを保育する事業」が 53.7％、「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」が 14.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できれば病児・

病後児保育施設等

を利用したい

27.8%

利用したいとは

思わない

72.2%

(N = 629)

％

他の施設に併設した施設で
子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で
子どもを保育する事業

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

その他

53.7

78.9

14.9

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 175)
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81. 病児・病後児のための保育施設等を利用したいと思わない理由  

 

 「親が仕事を休んで対応する」が 65.7％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 49.3％、「子どもをみてもらえる親族や友人・知人がいる」が 35.9％となっ

ている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「利用料がかかる・高い」が 3 割以上と

なっており、25 万円以上の世帯よりも 10 ポイント以上高くなっている。一方、25 万円以上の

世帯では「子どもをみてもらえる親族や友人・知人がいる」が 4 割以上となっており、25 万円

未満の世帯と比べ 10 ポイント以上高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

％

病児・病後児を他人に
看てもらうのは不安

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

利用方法（手続きや利用料など）が
わからない

利用料がかかる・高い

親が仕事を休んで対応する

子どもをみてもらえる親族や友人・
知人がいる

その他

49.3

3.8

9.4

21.5

26.9

65.7

35.9

15.7

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 446)

％

病児・病後児を他人に
看てもらうのは不安

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

利用方法（手続きや利用料など）が
わからない

利用料がかかる・高い

親が仕事を休んで対応する

子どもをみてもらえる親族や友人・
知人がいる

その他

50.1

3.7

9.3

21.0

26.6

66.0

36.6

15.6

47.6

2.1

9.1

23.8

35.0

64.3

29.4

16.8

51.4

4.5

9.4

19.6

22.4

66.8

40.2

15.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(N = 429)

合 計 25万円未満 25万円以上
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82. 「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思ったか  

 

 「できれば仕事を休んで看たい」は 68.4％、「休んで看ることは難しい」は 31.6％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できれば仕事を

休んで看たい

68.4%

休んで看ることは

難しい

31.6%

(N = 348)
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83. ｢休んで看ることは難しい」と思う理由  

 

 「子どもの看護を理由に休みがとれない」が 32.1％、次いで「就業時間が不規則であったり、

自営業なので休めない」が 22.0％となっている。なお、「その他」は 41.3％となった。 

 「その他」の回答については、「業務都合や人手不足により、仕事を休むことができない」

といった内容がほとんどであった。 

 地区別にみたとき、中心市街地において「子どもの看護を理由に休みがとれない」が 43.3％

となっており、周辺部の 26.0％を 17.3 ポイント上回っている。 

世帯月収別にみたときも同様に、25 万円未満の世帯において「子どもの看護を理由に休みが

とれない」の回答割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

％

子どもの看護を理由に
休みがとれない

就業時間が不規則であったり、
自営業なので休めない

休暇日数が足りないので
休めない

その他

32.1

22.0

17.4

41.3

0 10 20 30 40 50

(N = 109)

％

子どもの看護を理由に
休みがとれない

就業時間が不規則であったり、
自営業なので休めない

休暇日数が足りないので
休めない

その他

30.8

22.4

17.8

42.1

43.3

26.7

20.0

23.3

26.0

20.8

16.9

49.4

0 10 20 30 40 50 60

(N = 107)

合 計 中心市街地 周辺部

％

子どもの看護を理由に
休みがとれない

就業時間が不規則であったり、
自営業なので休めない

休暇日数が足りないので
休めない

その他

31.8

21.5

17.8

42.1

37.5

25.0

18.8

46.9

29.3

20.0

17.3

40.0

0 10 20 30 40 50

(N = 107)

合 計 25万円未満 25万円以上
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【「その他」の内訳（一部抜粋）】 

 

【仕事に関すること】 

・自分の代替がいない。 

・職場に迷惑がかかる。 

・専門職で業務を代われる人がいないため都合がつけられないと休めない。休みが数日続くと

業務が滞るので連休できない。 

・代わりを探す時間がないので、休めない（仕事は教員）。 

・大体遅刻扱いになるので給金が減る。会社に迷惑がかかる。 

・シフト制での勤務のため急な変更が難しいため。 

・担当する仕事が終わらない。 

・職場の人数が少ないため、１人休むと他の人への負担が大きい。 

・職場の人手不足のため。 

・多忙で休みがとれない。 

・休んだ時の仕事の影響度が大きい。 

・職場の都合で、人手不足になる日は休めない。  

・休みがとりづらい。「仕事にならない」と怒られる。  

・自分が担当している仕事がある。  

・職場で担当している業務や会議があると休めないため。  

・休みがとりづらい会社だから。  

・業務上急に休むことが難しい。  

 

【家庭環境に関すること】 

・父親が単身赴任中であるため。 

・１人親なので休んだ分、翌月の生活費が減ってしまうのが厳しい。 

 

 

84. 不定期に利用している事業（私用、親の通院、不定期の就労等の目的）  

 

 「利用していない」が 88.0％と最も高く、次いで「幼稚園や認定こども園での預かり保育」

が 9.0％、「一時預かり」が 3.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

一時預かり

幼稚園や認定こども園

での預かり保育

ファミリー・サポート・

センター

その他

利用していない

3.4

9.0

1.7

1.1

88.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,283)
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85. 不定期の事業を利用していない理由  

 

 「特に利用する必要がない」が 83.4％と最も高く、次いで「利用料がかかる・高い」が

13.0％、「事業の利用方法（手続き等）がわからない」が 10.7％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

特に利用する必要がない

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

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

利用料がかかる・高い

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

事業の利用方法（手続き等）が
わからない

利用できる事業を知らない

その他

83.4

1.4

2.4

3.5

13.0

8.6

7.3

10.7

10.1

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,107)
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86. 不定期に事業を利用する必要があるか  

 

 「利用したい」は 36.8％、「利用する必要はない」は 63.2％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. 不定期に事業を利用したい理由 

 

 「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リフレッシュのため」が

75.7％と最も高く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等の

ため」が 38.7％、「不定期の就労のため」が 11.8％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用したい

36.8%

利用する必要は

ない

63.2%

(N = 1,202)

％

  私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や
親の習い事等）、リフレッシュのため

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を
含む）や親の通院等のため

不定期の就労のため

その他

75.7

38.7

11.8

2.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 424)
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88. 子どもを預ける場合の、望ましい事業形態  

 

「大規模施設で子どもを保育する事業（幼稚園、保育所等）」が 74.9％と最も高く、次いで

「小規模施設で子どもを保育する事業（地域子育て支援拠点事業等）」が 17.1％、「地域住民

等が子育て家庭等の近くの場所で保育する事業」が 5.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. 保護者の用事により、子どもを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことが

あったか 

 

 「あった」は 20.0％、「なかった」は 80.0％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模施設で

子どもを保育する

事業

74.9%

小規模施設で

子どもを保育する

事業

17.1%

地域住民等が子育

て家庭等の近くの

場所で保育する

事業

5.9%

その他

2.1%(N = 421)

あった

20.0%

なかった

80.0%

(N = 1,297)
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90. 保護者に用事があった場合の対処方法  

 

 「親族・知人にみてもらった」が 86.0％と最も高く、次いで「子どもを同行させた」が

17.1％、「その他」が 2.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. 親族・知人にみてもらう場合の困難度  

 

 「特に困難ではない」が 58.8％と最も高く、次いで「どちらかというと困難」が 30.8％、

「非常に困難」が 10.4％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、「非常に困難」と「どちらかというと困難」を合わせた割合は、25

万円未満の世帯の方が、25 万円以上の世帯よりも高くなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

％

親族・知人にみてもらった

認可外保育施設、ベビー

シッター等を利用した

子どもを同行させた

子どもだけで留守番
をさせた

その他

86.0

1.2

17.1

0.4

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 258)

非常に困難

10.4%

どちらかというと,

困難

30.8%特に困難ではない

58.8%

(N = 221)

世帯月収

　合　計 215

25万円未満 78

25万円以上 137

10.7

17.9

6.6

30.2

30.8

29.9

59.1

51.3

63.5

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

(N = 215)
非常に困難 どちらかというと困難 特に困難ではない
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92. 小学校の放課後に過ごさせたい場所（1～3 年生） 

 

 「放課後児童クラブ」が 57.0％と最も高く、次いで「自宅」が 46.6％、「習い事、放課後の

クラブ活動、スポーツ少年団」が 44.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. 小学校の放課後に過ごさせたい場所（4～6 年生） 

 

 「自宅」が 60.0％と最も高く、次いで「習い事、放課後のクラブ活動、スポーツ少年団」が

56.2％、「放課後児童クラブ」が 43.2％となっている。 

 1～3 年生では最も高かった「放課後児童クラブ」は 3 位となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、放課後のクラブ

活動、スポーツ少年団

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他（公民館、公園など）

46.6

21.1

44.1

11.5

12.8

57.0

1.0

1.5

7.5

0 10 20 30 40 50 60

(N = 1,248)

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、放課後のクラブ
活動、スポーツ少年団

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他（公民館、公園など）

60.0

20.7

56.2

10.4

13.3

43.2

0.8

1.7

8.1

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 1,105)
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94. 【母親】子どもが生まれたとき、育児休業を取得したか  

 

 「取得した（取得中である）」が 48.0％と最も高く、次いで「働いていなかった」が 38.2％、

「取得していない」が 13.8％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「働いていなかった」が 5 割以上を占め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

世帯月収

　合　計 1,488

25万円未満 648

25万円以上 840

38.2

51.5

27.9

48.3

33.0

60.1

13.5

15.4

12.0

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

(N = 1,488)
働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない

働いていなかった

38.2%

取得した

（取得中である）

48.0%

取得していない

13.8%

(N = 1,559)
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95. 【母親】育児休業を取得していない理由  

 

「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が 27.3％と最も高く、次いで「仕事が忙し

かった」が 22.0％、「収入減となり、経済的に苦しくなる」が 21.5％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25万円未満の世帯において「子育てや家事に専念するため退職し

た」が23.2％となっており、25万円以上の世帯よりも12.3ポイント高くなっている。25万円以

上の世帯においては、「（産休後に）仕事に早く復帰したかった」が23.8％となっており、25万

円未満の世帯よりも18.5ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の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

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった
（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を
取得できることを知らず、退職した

自営業のため困難だった

その他

27.3

22.0

15.3

9.1

0.5

21.5

8.6

0.5

11.5

16.3

20.1

7.7

1.0

0.5

13.4

10.5

0 10 20 30

(N = 209)
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【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. 【父親】子どもが生まれたとき、育児休業を取得したか 

 

「取得していない」が 96.0％と最も高く、次いで「取得した（取得中である）」が 2.9％、

「働いていなかった」が 1.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の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

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった
（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を
取得できることを知らず、退職した

自営業のため困難だった

その他

26.5

21.4

14.8

8.7

0.5

22.4

8.7

0.5

12.2

16.8

19.9

7.1

1.0

0.5

13.3

10.7

25.3

17.9

5.3

11.6

1.1

18.9

6.3

1.1

9.5

23.2

24.2

9.5

0.0

0.0

11.6

10.5

27.7

24.8

23.8

5.9

0.0

25.7

10.9

0.0

14.9

10.9

15.8

5.0

2.0

1.0

14.9

10.9

0 10 20 30

(N = 196)

合 計 25万円未満 25万円以上

働いていなかった

1.1%
取得した

（取得中である）

2.9%

取得していない

96.0%

(N = 1,425)
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97. 【父親】育児休業を取得していない理由  

 

 「仕事が忙しかった」が 33.9％と最も高く、次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった」が 32.0％、「配偶者が育児休業制度を利用した」が 30.3％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円以上の世帯において「配偶者が育児休業制度を利用した」が

4 割近くとなっており、25 万円未満の世帯と比べて 20 ポイント以上高くなっている。一方で、

「配偶者が無職、祖父母等の親族に見てもらえるなど、制度を利用する必要がなかった」は 25

万円未満の世帯が 3 割以上となっており、25 万円以上の世帯と比べて 10 ポイント以上高くな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の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

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった
（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を
取得できることを知らず、退職した

自営業のため困難だった

その他

32.0

33.9

0.5

2.7

4.6

28.7

2.1

30.3

24.7

1.3

6.9

0.5

1.2

0.0

7.5

3.3

0 10 20 30 40

(N = 1,279)
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％

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の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

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった
（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を
取得できることを知らず、退職した

自営業のため困難だった

その他

31.7

34.0

0.5

2.6

4.7

29.4

2.1

30.6

25.2

1.2

7.0

0.6

1.2

0.0

7.2

3.2

31.0

33.4

0.2

2.4

4.5

32.4

1.4

18.1

31.2

2.2

8.8

1.2

1.6

0.0

8.3

3.5

32.2

34.4

0.7

2.8

4.8

27.3

2.7

39.4

20.8

0.6

5.7

0.1

1.0

0.0

6.4

2.9

0 10 20 30 40 50

(N = 1,224)

合 計 25万円未満 25万円以上

 

【世帯月収別】 
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98. 育児休業給付の支給、保険料が免除になる仕組みについて  

 

 「育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた」が 42.7％と最も高く、次いで「育児休

業給付、保険料免除のいずれも知らなかった」が 30.4％、「育児休業給付のみ知っていた」が

25.2％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「育児休業給付、保険料免除のいずれも

知っていた」が 3 割台となっており、「育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった」

は、ほぼ 4 割となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

育児休業給付、

保険料免除の

いずれも

知っていた

42.7%

育児休業給付のみ

知っていた

25.2%

保険料免除のみ

知っていた

1.7%

育児休業給付、

保険料免除の

いずれも

知らなかった

30.4%

(N = 1,542)

世帯月収

　合　計 1,472

25万円未満 636

25万円以上 836

43.3

32.5

51.6

25.0

24.2

25.6

1.7

2.7

1.0

30.0

40.6

21.9

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

(N = 1,472)
育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた 育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった
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99. 【母親】育児休業取得後の職場復帰状況（予定含む）  

 

 「育児休業取得後、希望する保育サービスを利用して職場に復帰した（復帰する予定）」が

77.2％と最も高く、次いで「現在も育児休業中である」が 9.0％、「育児休業取得後、希望す

る保育サービスを利用できなかったが、他のサービス等を利用して職場に復帰した（復帰する

予定）」が 8.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. 【父親】育児休業取得後の職場復帰状況（予定含む）  

 

 「育児休業取得後、希望する保育サービスを利用して職場に復帰した（復帰する予定）」が

78.5％と最も高く、次いで「育児休業取得後、希望する保育サービスを利用できなかったが、

他のサービス等を利用して職場に復帰した（復帰する予定）」が 17.9％、「育児休業中に離職

した」が 3.6％となっている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業取得後、

希望する

保育サービスを

利用して職場に

復帰した

（復帰する予定）

77.2%

育児休業取得後、

希望する保育サー

ビスを利用できな

かったが、他の

サービス等を利用

して職場に復帰し

た（復帰する予定）

8.8%

現在も育児休業中

である

9.0%

育児休業中に

離職した

5.0%

(N = 713)

育児休業取得後、

希望する保育サー

ビスを利用して職

場に復帰した（復帰

する予定）

78.5%

育児休業取得後、

希望する保育サー

ビスを利用できな

かったが、他の

サービス等を利用

して職場に復帰し

た（復帰する予定）

17.9%

現在も育児休業中

である

0.0%

育児休業中に

離職した

3.6%

(N = 28)



69 

 

 

101. 【母親】復帰したのは、年度初めの保育所等の入所に合わせたタイミングだったか  

 

 「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」は 30.7％、「それ以外だった」は 69.3％で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. 【父親】復帰したのは、年度初めの保育所等の入所に合わせたタイミングだったか  

 

 「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」は 16.7％、「それ以外だった」は 83.3％で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度初めの入所に

合わせたタイミング

だった

30.7%

それ以外だった

69.3%

(N = 597)

年度初めの入所に

合わせたタイミング

だった

16.7%

それ以外だった

83.3%

(N = 24)



70 

 

 

103. 【母親】「希望」より早く復帰した理由  

 

 「経済的な理由で早く復帰する必要があった」が 42.9％と最も高く、次いで「人事異動や業

務の節目の時期に合わせるため」が 29.3％、「その他」が 28.0％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「経済的な理由で早く復帰する必要があ

った」が 5 割以上となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

％

希望する保育所等に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する
必要があった

人事異動や業務の節目の時期に
合わせるため

その他

20.1

6.4

43.2

28.7

27.9
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8.3

51.9

18.5

20.4

18.1

5.7

39.6

32.8

30.9

0 10 20 30 40 50 60

(N = 373)

合 計 25万円未満 25万円以上

％

希望する保育所等に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する

必要があった

人事異動や業務の節目の時期に
合わせるため

その他

19.8

6.2

42.9

29.3

28.0

0 10 20 30 40 50

(N = 389)
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104. 【父親】「希望」より早く復帰した理由  

 

 「経済的な理由で早く復帰する必要があった」が 41.5％と最も高く、次いで「その他」が

22.0％、「希望する保育所等に入るため」が 17.1％となっている。 

世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯においては「経済的な理由で早く復帰する必要が

あった」に加え、「希望する保育所等に入るため」が 31.3％と同率で最も高い結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

％

希望する保育所等に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する
必要があった

人事異動や業務の節目の時期に

合わせるため

その他

18.4

10.5

39.5

15.8

21.1

31.3

6.3

31.3

6.3

25.0

9.1

13.6

45.5

22.7

18.2

0 10 20 30 40 50

(N = 38)

合 計 25万円未満 25万円以上

％

希望する保育所等に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する

必要があった

人事異動や業務の節目の時期に
合わせるため

その他

17.1

9.8

41.5

14.6

22.0

0 10 20 30 40 50

(N = 41)
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％

希望する保育所等に

入れなかったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかったため

配偶者や家族の希望が
あったため

職場の受け入れ態勢が
整っていなかったため

子どもをみてくれる人が

いなかったため

その他

37.2

18.6

9.3

11.6

23.3

18.6

47.4

21.1

5.3

15.8

31.6

5.3

29.2

16.7

12.5

8.3

16.7

29.2

0 10 20 30 40 50

(N = 43)

合 計 25万円未満 25万円以上

 

105. 【母親】「希望」より遅く復帰した理由  

 

 「希望する保育所等に入れなかったため」が 35.6％と最も高く、次いで「子どもをみてくれ

る人がいなかったため」が 22.2％、「その他」が 20.0％となっている。 

世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「希望する保育所等に入れなかったた

め」が 5 割近くとなっている。また、「自分や子どもなど体調が思わしくなかったため」、「職場

の受入体制が整っていなかったため」、「子どもをみてくれる人がいなかったため」についても、

25 万円以上の世帯よりも高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. 【父親】「希望」より遅く復帰した理由  

 

 「配偶者や家族の希望があったため」が 75.0％と最も高く、次いで「子どもをみてくれる人

がいなかったため」及び「その他」が同率で 25.0％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

％

希望する保育所等に
入れなかったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかったため

配偶者や家族の希望が
あったため

職場の受け入れ態勢が
整っていなかったため

子どもをみてくれる人が
いなかったため

その他

35.6

17.8

11.1

11.1

22.2

20.0

0 10 20 30 40

(N = 45)

％

希望する保育所等に
入れなかったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかったため

配偶者や家族の希望が
あったため

職場の受け入れ態勢が
整っていなかったため

子どもをみてくれる人が
いなかったため

その他

0.0

0.0

75.0

0.0

25.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 4)
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107. 【母親】職場復帰時に短時間勤務制度を利用したか  

 

「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 42.3％と最も高く、次いで

「利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった）、ない」

が 35.9％、「利用した、利用する予定」が 21.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. 【父親】職場復帰時に短時間勤務制度を利用したか  

 

「利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった）、な

い」が 70.6％、「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 29.4％とな

っている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用する必要がな

かった（フルタイム

で働きたかった、も

ともと短時間勤務

だった）、ない

35.9%

利用した、

利用する予定

21.8%

利用したかったが、

利用しなかった

（利用できなかっ

た）

42.3%

(N = 513)

利用する必要がな

かった（フルタイム

で働きたかった、も

ともと短時間勤務

だった）、ない

70.6%

利用した、利用する

予定

0.0%

利用したかったが、

利用しなかった（利

用できなかった）

29.4%

(N = 17)
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109. 【母親】短時間勤務制度を利用しなかった理由  

 

 「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が 69.6％と最も高く、次いで「仕事

が忙しかった」が 50.2％、「短時間勤務にすると給与が減額される」が 38.7％となっている。   

世帯月収別にみたとき、25万円未満の世帯において「職場に短時間勤務制度がなかった」及

び「短時間勤務制度を利用できることを知らなかった」について、25万円以上の世帯よりも10

ポイント程度高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

％

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所申請の
優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、
子どもをみてくれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

70.2

50.0

39.9

3.8

0.0

4.3

1.0

19.2

14.4

4.3

75.6

42.2

46.7

2.2

0.0

4.4

2.2

28.9

22.2

6.7

68.7

52.1

38.0

4.3

0.0

4.3

0.6

16.6

12.3

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 208)

合 計 25万円未満 25万円以上

％

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所申請の
優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、
子どもをみてくれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

69.6

50.2

38.7

3.7

0.0

4.1

1.4

19.4

14.3

5.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 217)
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110. 【父親】短時間勤務制度を利用しなかった理由  

 

「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が 75.0％と最も高く、次いで「仕

事が忙しかった」が 50.0％、「短時間勤務にすると給与が減額される」及び「配偶者が無職、

祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみてくれる人がいた」が同率で 25.0％となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

職場に短時間勤務制度を
取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所申請の
優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や
短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえ
るなど、子どもをみてくれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった

短時間勤務制度を利用できることを
知らなかった

その他

75.0

50.0

25.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(N = 4)
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111. 【母親】子どもが１歳になるまで育児休業を取得するか  

 

 「1 歳になるまで育児休業を取得したい」は 86.7％、「1 歳になる前に復帰したい」は

13.3％であった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. 【父親】子どもが１歳になるまで育児休業を取得するか  

 

 「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 100.0％となった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１歳になるまで育児

休業を取得したい

100.0%

(N = 1)

１歳になるまで

育児休業を

取得したい

86.7%

１歳になる前に

復帰したい

13.3%

(N = 60)
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113. 【天気が良い時】遊び場として利用する施設・場所  

 

 「近所の公園や広場」が 38.2％と最も高く、次いで「郊外の大きな公園（会津総合運動公園

等）」が 37.1％、「近所の路地、空地（危険でない場所）」が 6.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

世帯月収

　合　計 1,244

25万円未満 538

25万円以上 706

37.9

39.0

37.1

37.4

36.4

38.1

6.9

5.6

7.9

4.7

5.9

3.7

0.6

0.6

0.6

0.5

0.4

0.6

4.7

4.3

5.1

3.9

4.1

3.8

3.4

3.7

3.1

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

(N = 1,244)

近所の公園や広場 郊外の大きな公園（会津総合運動公園等）
近所の路地、空地（危険でない場所） 子育て支援施設（子育て支援センター、児童館等）
社会教育施設（公民館、図書館等） 屋内運動施設（体育館、屋内プール等）
大型商業施設内の子ども向け遊び場 外出して遊ばない
その他

近所の公園や広場

38.2%

郊外の大きな公園

（会津総合運動公

園等）

37.1%

近所の路地、空地

（危険でない場所）

6.8%

子育て支援施設

（子育て支援セン

ター、児童館等）

4.6%

社会教育施設

（公民館、

図書館等）

0.6%

屋内運動施設

（体育館、

屋内プール等）

0.5%

大型商業施設内の

子ども向け遊び場

4.8%

外出して遊ばない

3.8%
その他

3.5%

(N = 1,302)

地区（地域）

　合　計 1,268

中心市街地 368

周辺部 900

38.2

39.7

37.6

37.5

35.3

38.3

6.8

6.8

6.8

4.4

6.3

3.7

0.6

0.5

0.6

0.5

1.1

0.2

4.8

3.3

5.4

3.9

4.6

3.6

3.5

2.4

3.9

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

(N = 1,268)

近所の公園や広場 郊外の大きな公園（会津総合運動公園等）
近所の路地、空地（危険でない場所） 子育て支援施設（子育て支援センター、児童館等）
社会教育施設（公民館、図書館等） 屋内運動施設（体育館、屋内プール等）
大型商業施設内の子ども向け遊び場 外出して遊ばない
その他
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114. 【天気が良い時】施設・場所の利用料  

 

 「無料」が 92.7％と最も高く、次いで「30 分：300 円くらい」が 4.4％、「30 分：500 円く

らい」が 1.9％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

  

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

無料

92.7%

30分：100円未満

0.3%

30分：300円くらい

4.4%

30分：500円くらい

1.9%

30分：600円以上

0.3%
その他

0.4%

(N = 1,490)

地区（地域）

　合　計 1,455

中心市街地 416

周辺部 1,039

92.7

93.5

92.4

0.3

0.5

0.3

4.4

3.4

4.8

1.9

1.7

1.9

0.3

0.2

0.3

0.4

0.7

0.3

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

(N = 1,455)
無料 30分：100円未満 30分：300円くらい
30分：500円くらい 30分：600円以上 その他

世帯月収

　合　計 1,418

25万円未満 623

25万円以上 795

92.9

93.4

92.6

0.4

0.2

0.5

4.2

4.3

4.2

1.8

1.4

2.1

0.3

0.0

0.5

0.4

0.6

0.1

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

(N = 1,418)

無料 30分：100円未満 30分：300円くらい
30分：500円くらい 30分：600円以上 その他



79 

 

 

115. 【天気が良い時】所要移動時間  

 

 「車で 30 分以内」が 33.1％と最も高く、次いで「車で 10 分以内」が 30.9％、「徒歩で 10

分以内」が 29.4％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

徒歩で１０分以内

29.4%

車で１０分以内

30.9%

車で３０分以内

33.1%

車で１時間以内

3.2%

車で1時間以上

2.2%

その他

1.3%(N = 1,499)

地区（地域）

　合　計 1,463

中心市街地 416

周辺部 1,047

29.2

33.7

27.4

30.7

27.2

32.1

33.3

32.5

33.6

3.3

2.9

3.4

2.3

1.7

2.5

1.3

2.2

1.0

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

(N = 1,463)
徒歩で１０分以内 車で１０分以内 車で３０分以内
車で１時間以内 車で1時間以上 その他

世帯月収

　合　計 1,430

25万円未満 630

25万円以上 800

29.0

28.6

29.4

30.9

31.4

30.5

33.4

33.5

33.4

3.2

3.3

3.1

2.2

1.6

2.6

1.3

1.6

1.0

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

(N = 1,430)
徒歩で１０分以内 車で１０分以内 車で３０分以内
車で１時間以内 車で1時間以上 その他
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116. 【天気が悪い時】遊び場として利用する施設・場所  

 

「外出して遊ばない」が 49.2％と最も高く、次いで「大型商業施設内の子ども向け遊び場」

が 28.7％、「子育て支援施設（子育て支援センター、児童館等）」が 6.6％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

近所の公園や広場

1.4%

郊外の大きな公園

（会津総合運動

公園等）

0.5%

近所の路地、空地

（危険でない場所）

0.5%

子育て支援施設

（子育て支援セン

ター、児童館等）

6.6%

社会教育施設

（公民館、

図書館等）

5.7%

屋内運動施設

（体育館、

屋内プール等）

3.0%大型商業施設内の

子ども向け遊び場

28.7%

外出して遊ばない

49.2%

その他

4.3%

(N = 1,460)

地区（地域）

　合　計 1,421

中心市街地 407

周辺部 1,014

1.5

0.5

1.9

0.4

0.2

0.5

0.6

1.0

0.4

6.5

8.1

5.8

5.7

8.1

4.7

3.0

3.2

3.0

29.1

26.3

30.2

49.0

49.4

48.9

4.2

3.2

4.6

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

(N = 1,421)

近所の公園や広場 郊外の大きな公園（会津総合運動公園等）

近所の路地、空地（危険でない場所） 子育て支援施設（子育て支援センター、児童館等）
社会教育施設（公民館、図書館等） 屋内運動施設（体育館、屋内プール等）

大型商業施設内の子ども向け遊び場 外出して遊ばない

その他

世帯月収

　合　計 1,391

25万円未満 608

25万円以上 783

1.4

2.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.6

0.3

0.8

6.5

7.9

5.5

5.6

3.5

7.3

3.1

3.3

2.9

29.5

28.0

30.7

48.4

49.7

47.4

4.4

4.9

4.0

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

(N = 1,391)

近所の公園や広場 郊外の大きな公園（会津総合運動公園等）

近所の路地、空地（危険でない場所） 子育て支援施設（子育て支援センター、児童館等）

社会教育施設（公民館、図書館等） 屋内運動施設（体育館、屋内プール等）

大型商業施設内の子ども向け遊び場 外出して遊ばない

その他
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117. 【天気が悪い時】施設・場所の利用料  

 

「無料」が 66.1％と最も高く、次いで「30 分：300 円くらい」が 18.1％、「30 分：500 円く

らい」が 7.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

無料

66.1%

30分：100円未満

1.8%

30分：300円くらい

18.1%

30分：500円くらい

7.9%

30分：600円以上

4.5% その他

1.6%

(N = 1,158)

地区（地域）

　合　計 1,131

中心市街地 330

周辺部 801

65.8

69.1

64.4

1.9

1.2

2.1

18.4

16.4

19.2

7.8

6.1

8.5

4.5

4.5

4.5

1.7

2.7

1.2

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

(N = 1,131)
無料 30分：100円未満 30分：300円くらい
30分：500円くらい 30分：600円以上 その他

世帯月収

　合　計 1,110

25万円未満 478

25万円以上 632

65.4

67.2

64.1

1.9

1.3

2.4

18.4

17.6

19.0

8.2

6.7

9.3

4.5

4.6

4.4

1.6

2.7

0.8

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

(N = 1,110)
無料 30分：100円未満 30分：300円くらい
30分：500円くらい 30分：600円以上 その他
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118. 【天気が悪い時】所要移動時間  

 

「車で 30 分以内」が 33.4％と最も高く、次いで「車で 10 分以内」が 27.5％、「徒歩で 10

分以内」が 18.2％となっている。 

 地区別にみたとき、中心市街地において、「徒歩で 10 分以内」が占める割合が周辺部よりも

6 ポイント程度高くなっており、「車で 10 分以内」とあわせると半数以上を占めることから、

近場への移動を求める傾向があることがうかがえる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

徒歩で１０分以内

18.2%

車で１０分以内

27.5%

車で３０分以内

33.4%

車で１時間以内

5.7%

車で1時間以上

8.0%

その他

7.2%

(N = 1,075)

地区（地域）

　合　計 1,052

中心市街地 307

周辺部 745

18.0

22.5

16.1

27.3

29.0

26.6

33.6

29.6

35.2

5.7

2.6

7.0

8.2

6.8

8.7

7.3

9.4

6.4

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

(N = 1,052)
徒歩で１０分以内 車で１０分以内 車で３０分以内
車で１時間以内 車で1時間以上 その他

世帯月収

　合　計 1,032

25万円未満 435

25万円以上 597

17.8

16.6

18.8

27.2

28.3

26.5

33.8

32.9

34.5

5.8

7.1

4.9

8.2

6.7

9.4

7.1

8.5

6.0

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

(N = 1,032)
徒歩で１０分以内 車で１０分以内 車で３０分以内
車で１時間以内 車で1時間以上 その他
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119. 遊び場を利用する時や探す際に困る・困ったこと  

 

「天気が悪い時(雨や雪の日)に遊ばせられない」が 44.6％と最も高く、次いで「遊具の種類

が充実していない」が 24.1％、「施設や設備（トイレ等）が古い」が 19.5％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

遊具の種類が充実していない

遊ぶスペースが狭い、小さい

駐車場が少ない

安全対策が不十分で、
安心して遊ばせられない

施設や設備（トイレ等）が古い

天気が悪い時( 雨や雪の日) に遊
ばせられない

施設までの距離が遠い

ベビーカーでの移動に
配慮されていない

授乳する場所や必要な設備がない

オムツ替えや親子用に
便利なトイレがない

子どもの食事に配慮された
場所がない

周囲の人に子ども連れを
迷惑がられる

情報がないので探せない

特に困ること・困ったことはない

その他

24.1

16.5

9.9

3.8

19.5

44.6

16.8

1.9

7.5

15.5

9.2

1.4

6.1

16.3

8.3

0 10 20 30 40 50

(N = 1,342)
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％

遊具の種類が充実していない

遊ぶスペースが狭い、小さい

駐車場が少ない

安全対策が不十分で、
安心して遊ばせられない

施設や設備（トイレ等）が古い

天気が悪い時( 雨や雪の日) に
遊ばせられない

施設までの距離が遠い

ベビーカーでの移動に
配慮されていない

授乳する場所や必要な設備がない

オムツ替えや親子用に
便利なトイレがない

子どもの食事に配慮された
場所がない

周囲の人に子ども連れを
迷惑がられる

情報がないので探せない

特に困ること・困ったことはない

その他

24.4

16.4

9.9

3.7

19.6

45.0

17.0

1.8

7.5

15.4

8.9

1.4

6.0

16.3

7.9

23.4

18.4

10.7

3.0

20.3

45.9

15.7

1.6

8.5

14.8

7.7

0.8

6.6

14.8

8.5

24.8

15.7

9.6

4.0

19.4

44.7

17.5

1.8

7.1

15.7

9.3

1.6

5.7

16.8

7.7

0 10 20 30 40 50

(N = 1,309)

合 計 中心市街地 周辺部

％

遊具の種類が充実していない

遊ぶスペースが狭い、小さい

駐車場が少ない

安全対策が不十分で、
安心して遊ばせられない

施設や設備（トイレ等）が古い

天気が悪い時( 雨や雪の日) に
遊ばせられない

施設までの距離が遠い

ベビーカーでの移動に
配慮されていない

授乳する場所や必要な設備がない

オムツ替えや親子用に
便利なトイレがない

子どもの食事に配慮された
場所がない

周囲の人に子ども連れを
迷惑がられる

情報がないので探せない

特に困ること・困ったことはない

その他

24.3

16.6

10.0

3.7

19.8

44.6

17.0

1.6

7.5

15.5

9.0

1.3

6.3

16.2

8.2

24.7

17.7

9.2

4.3

19.5

44.4

17.5

1.1

7.4

15.7

9.6

1.1

5.8

15.7

9.0

24.0

15.8

10.7

3.3

20.1

44.8

16.7

1.9

7.7

15.3

8.6

1.5

6.7

16.5

7.7

0 10 20 30 40 50

(N = 1,286)

合 計 25万円未満 25万円以上

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 
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120. 有料の子どもの遊び場の利用希望  

 

「施設が充実しているなら有料でも使ってみたい」が 41.6％と最も高く、次いで「施設の利

用料によっては使ってみたい」が 31.2％、「無料なら使ってみたい」が 24.9％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円以上の世帯においては「施設が充実しているなら有料でも使

ってみたい」が 5 割近くを占めており、利用に前向きであることがうかがえるが、25 万円未満

の世帯では 3 割台となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

地区（地域）

　合　計 1,490

中心市街地 430

周辺部 1,060

42.0

44.7

40.9

31.2

29.3

32.0

24.6

23.3

25.1

1.0

0.7

1.1

1.2

2.1

0.8

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

(N = 1,490)

施設が充実しているなら有料でも使ってみたい 施設の利用料によっては使ってみたい
無料なら使ってみたい 使わない
わからない

世帯月収

　合　計 1,460

25万円未満 637

25万円以上 823

41.8

34.2

47.8

31.1

33.0

29.6

24.9

30.3

20.7

1.1

1.3

1.0

1.1

1.3

1.0

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

(N = 1,460)

施設が充実しているなら有料でも使ってみたい 施設の利用料によっては使ってみたい
無料なら使ってみたい 使わない
わからない

施設が充実して

いるなら有料でも

使ってみたい

41.6%

施設の利用料に

よっては

使ってみたい

31.2%

無料なら

使ってみたい

24.9%

使わない

1.0%

わからない

1.2%

(N = 1,528)



86 

 

 

121. 負担してもよい金額  

 

 「30 分：100 円くらい」が 60.3％と最も高く、次いで「30 分：300 円くらい」が 25.0％、

「その他」が 6.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

地区（地域）

　合　計 1,083

中心市街地 316

周辺部 767

60.2

60.4

60.1

25.0

25.0

25.0

4.0

3.2

4.3

6.6

6.6

6.5

4.2

4.7

4.0

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

(N = 1,083)
30分：１００円くらい 30分：３００円くらい 30分：５００円くらい
その他 分からない

世帯月収

　合　計 1,058

25万円未満 423

25万円以上 635

60.5

61.7

59.7

24.8

23.2

25.8

4.1

5.0

3.5

6.5

6.4

6.6

4.2

3.8

4.4

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

(N = 1,058)
30分：１００円くらい 30分：３００円くらい 30分：５００円くらい
その他 分からない

30分：１００円くらい

60.3%

30分：３００円くらい

25.0%

30分：５００円くらい

4.1%

その他

6.4%

分からない

4.2%(N = 1,105)
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122. 遊び場の近くや施設内にあればよいと思う施設  

 

「飲食店（フードコート等）」が 65.9％と最も高く、次いで「スーパーマーケット・コンビ

ニエンスストア」が 57.9％、「図書館（子ども図書館含む）」が 45.9％となっている。 

 地区別にみたとき、中心市街地において「図書館（子ども図書館含む）」が 5 割以上となっ

ており、周辺部と比べて 9 ポイント程度高くなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

スーパーマーケット・
コンビニエンスストア

飲食店（フードコート等）

リラクゼーション施設（温泉、
マッサージ等）

医療施設（クリニック等）

図書館（子ども図書館含む）

運動施設( 体育館、プール等)

行政の窓口

子どもの一時預かり施設

特にない

その他

57.9

65.9

26.6

15.4

45.9

39.6

8.9

19.2

3.7

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 1,554)
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【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

％

スーパーマーケット・
コンビニエンスストア

飲食店（フードコート等）

リラクゼーション施設
（温泉、マッサージ等）

医療施設（クリニック等）

図書館
（子ども図書館含む）

運動施設
( 体育館、プール等)

行政の窓口

子どもの一時預かり施設

特にない

その他

58.2

66.0

26.4

15.6

46.1

39.4

9.0

19.1

3.6

3.0

56.9

64.6

25.9

13.7

52.3

41.9

10.2

23.6

3.5

2.5

58.7

66.6

26.6

16.4

43.6

38.5

8.6

17.3

3.6

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 1,516)

合 計 中心市街地 周辺部

％

スーパーマーケット・
コンビニエンスストア

飲食店（フードコート等）

リラクゼーション施設
（温泉、マッサージ等）

医療施設（クリニック等）

図書館
（子ども図書館含む）

運動施設
( 体育館、プール等)

行政の窓口

子どもの一時預かり施設

特にない

その他

58.0

65.8

26.4

15.3

45.9

39.4

9.0

19.1

3.7

3.0

58.7

64.9

25.0

18.1

44.7

40.0

10.4

21.6

4.0

3.5

57.5

66.5

27.5

13.1

46.9

39.0

8.0

17.1

3.5

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 1,483)

合 計 25万円未満 25万円以上
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123. 子育ての環境や支援に関してご意見（一部抜粋）  

 

【行政（市）の子育て支援体制について】 

・軽度の障がいやグレーゾーンの子どもにも支援がほしい。 

・市の担当の方に子育てに対して相談しても、「どうすればいいでしょうね…」といった態度で、

いつもアドバイスがないのが気になる。だったらもう相談しないという気持ちになる。健診

の際に確認するなら少しでもよいからアドバイスがほしい。 

・子育て支援に力を入れている会津若松市で、とても助かったことがたくさんある。母親の孤

立防止、育児相談、保育施設の紹介、遊び場の提供など。私が利用していた施設（支援セン

ター）は近くの公民館を借りて広々とした場所でのびのびと過ごさせて頂いた。しかしなが

ら、子育て支援専門の部屋のある保育施設はまだまだ少ないように思う（部屋やホールの一

角を間がりなど）。いつでも気軽に行けるというメリットはあるかもしれませんが、“今日行

って大丈夫かな”の不安の中行くこともある。保育士不足と叫ばれている昨今なので、保育

士の確保、並びに支援センター（場所）の確保も重要であると考える。 

・会津若松市は、周辺の地域と比べても、子育てに対する支援が非常に悪いと感じている。満

足のいく部分はサービス（金銭的な部分）でも設備等でも正直ありません。設備でいえば、

雪国で冬場の遊び場には子育て世代はみんな困っており、室内遊び場の設置を求めている。

土地の空きを子育て支援の場として利用してほしい。  

 

【子どもの遊び場や施設について】 

・悪天時に、無料で遊べる屋内の施設があるとよい。日曜日に利用できればさらによいと思う。  

・近所の公園が少なく、歩いて遊びに行く場所がない。郊外の大きな公園もよいが、小さな公

園も増えるとうれしい。市外の無料屋内遊び場を利用した時、９０分入替制で（１日３回）

とても過ごしやすかった。ケガなどの危険を防ぐため、人数制限をしていたおかげで子ども

たちものびのびと遊ぶことができた。 

・児童公園が少ない、充実させてほしい。  

・大きな公園が市内に一つのみであるため、人も集中し大変混んでいる。近くにある小規模な

公園の遊具等を充実させ、気軽に足を運べる様、見直してほしい。大規模な室内遊び場を作

ってほしい。肥満や運動不足等、会津の子どもたちには課題がある。少しでも解消できるよ

うに取り組んでほしい。新潟にある創造センターやわくわくヒルズのような施設を作ってほ

しい。晴れでも、雨でも、会津で楽しめる様にお願いしたい。 

・ボール遊びが禁止の公園が多く、思いっきりサッカー等のボールを使っての遊びが出来ない。

もう少し、グラウンドの様な広いスペースの遊び場がほしい。  

・会津若松市は都市部と比較しても、子育て支援事業やサービスが充実していると思う。特に

公園や公共の施設の設備に子育て世代や子どもへの配慮を感じる。だが、屋内施設は物足り

なさを感じる。郡山市のペップキッズ程とはいかないまでも、雪の季節にあの様な施設があ

るとよい。 
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【保育所・幼稚園の対応や要望について】 

・現在保育園を利用しているが、1 クラスで保育する子どもの人数が多いような気がします。

職員の数は足りているが、小さければ小さいほど、多くても 1 クラス 15 名くらいにしてほし

いです。今のところ 30 名近いです。 

・市内の幼稚園の遊具について、新しいものから古いものまで差があり過ぎではないかと感じ

る。保育料は施設ごとでなく所得に応じて決定されているのだから、遊具についてもある程

度統一があってもよい。利用していて、危ないのではないかと感じることがある。市で幼稚

園・保育園の遊具・園庭の定期的な安全点検はしているのか。 

・白梅幼稚園の土曜保育は予約制で、毎月会社から就労証明を出さねばならず、お弁当も必要

でとても利用しにくい。働いているお母さんたちが増えているので、もっと利用しやすくし

てほしい。子供たちもあそべて、親も一緒に楽しめたり、食事できたりする施設がほしい。 

 

【市の子育て支援施設・サービスについて（保育所・幼稚園以外）】 

・子供が病気やケガで普段利用している教育・保育事業が利用できない時に、父か母が仕事を

休むことでしか対処できないため、病児保育の施設を増やしてほしい。利用したい時に、利

用できないことが多いため、定員を増やす等をお願いしたい。 

・授乳スペースが少ない。 

・ベビーマッサージや、乳児とできるヨガなど、子どもと一緒に受講できるものがあれば、行

く所の少ない会津若松市でも家にずっといるということがなく、そういった体験を通じて母

親同士の交流もでき息抜きができると思う。 

・もっと離婚に関する相談窓口がほしい。以前、相談したときに理由がＤＶでないので、正直

「なんだ…。そんな話か」というような対応だと感じた。私はシングルマザーになっても前

向きな意見があるという声を聞きたかった。よけいに辛くなった。もし可能ならば、シング

ルマザーマイノリティについての情報を聞かせてほしい。 

 

【子育てや家庭の悩みについて】 

・本当はまた子供がほしいが、子供と自分達夫婦の将来を考えると子どもを産めない。金銭的

なところで慎重になり、上の子がある程度大きくなってから第二子を出産したが、保育園で

は保育料の減額対象にならず（上の子が小 4 以上のため）、収入と子どもの数で対象を決め

てほしいと思った。 

・平日はほぼワンオペ育児、休日も夫が寝てしまうと結局一人で子どもの相手をすることにな

り、いざ出かけると子どもの準備、夫をせかし、と気が休まらない。子育てにもう少し関わ

ってもらいたいが仕事の都合でほぼ無理。ワンオペの大変さや、妊娠中の女性の身体的、精

神的負担について、学べる施設や機会があってもいいと思う。 
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【職場・働き方について（自身、家族・配偶者など）】 

・働き方改革で女性を働かせるのを推進しているが、仕事・家事・育児の両立は無理に等しい。

実際、子どもが具合悪いと会社を休むのは母親なのが当たり前で、父親が休んでいる家を見

たことがない。父親の育児休業について、現状取れる会社なんてあるのだろうか。個人の理

解がされていないのに制度だけ進められてもという気持ちでしかない。子育て支援を充実さ

せて、子供を朝から晩まで預けて働く母親というものに疑問しかない。でも働かなければ生

活できない。時間に追われて、子どもとゆっくり過ごせない。 

・共働きで近くに親がいないと、子育てしながら仕事をすることはとても大変。実際、子ども

が保育園に入園して自分も仕事に復帰した１年は、発熱等で呼び出されることも多かった。2

人で育てるのは無理だと思い、親の近くに転居した。職場で共働き、夫婦のみで子育てをさ

れている方は、インフルエンザの季節など交替でお休みされていたり、行事のたびに都合を

つけてまわりの人達に気をつかっていたりと、とても大変そうに見える。利用できる制度や

施設を整備することも大切だが、職場の環境が一番重要だと思う。イクボスなんて言葉だけ

で、実際残業はあるし、お休みしたいと言うと嫌味を言われるし、かわいそうなのは子ども

だと思う。 

 

【保育料の負担について】 

・認定こども園等の利用料以外の園が独自に定めている部分について、ある定度基準を設けて

ほしい。入園金の有無、入園手数料、施設料など。 

・上の子と年が離れたら、保育園料金が半額にならない。3 人目なのに１人目扱いでとても腹

が立つ。本当にお金がかかるのは中高生です。しかも、来年から幼児教育無償化にもひっか

からず。こういう人への市独自の措置（現金給付など）はないのか。しっかり納税している

夫婦共働きが損をしている。 

・夫のボーナスが 5 万円程上がったら、保育料も（2 人合わせて）同じくらい上がったのがす

ごく不満。下の子が 3 歳になって、給付金が減ったのもすごくつらい。お金の心配さえなけ

れば、もっと産む。 

 

【医療体制や支援制度の充実について】 

・子どもは 2～3 人ほしいと思っていましたが、私は子どもが授かりにくい身体なので、願い

は叶わないかもしれない。できればあと１人と思い不妊治療をしていましたが治療費は高額

で厳しい現実に直面している。治療は肉体的にも精神的にも経済的にも苦痛が伴うので補助

（助成金）制度があればと思う。 

・子どもの予防接種代を助成してほしい。任意の予防接種代がとても高く、毎年のインフルエ

ンザ接種も大変な負担。いくらかでも助成していただけると、本当にありがたい。 

・ロタウイルスの予防接種について、他市は免除額があるのに、会津若松市は、全て自己負担

なんておかしいと思う。 

・1 歳半健診のあと、3 歳半健診まで健診が無いことが気になる。保育士として働いていると、

「発達障害かな？」と思う子がいても保護者が病院に連れて行かない限り、3 歳半までその

ままになってしまうので、対処も遅れてしまう。健診はこまめにあると親御さんも安心する

のではないかと思う。 
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第 3 章 調査結果（小学生の保護者） 

 

1. 子どもが通学している学校 

 

 「小金井小」が 12.0％と最も高く、次いで「一箕小」が 10.4％、「城北小」が 8.7％となっ

ている。 

なお、「中心市街地」は 28.6％、「周辺部」は 71.4％であった。（※） 

 

（※）本章において、グラフ中の校名に下線のある鶴城小、城北小、行仁小、謹教小、日新小を「中心

市街地」とし、それ以外を「周辺部」として集計している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地

28.6%

周辺部

71.4%

(N = 1,648)

％

鶴城小

城北小

行仁小

謹教小

日新小

城西小

湊小

一箕小

松長小

永和小

神指小

門田小

城南小

大戸小

東山小

小金井小

荒舘小

川南小

河東学園小

4.1

8.7

5.5

4.5

5.8

7.5

0.9

10.4

3.6

1.3

1.9

6.2

6.9

1.1

3.9

12.0

4.6

3.3

7.8

0 10 20

(N = 1,648)中

心

市

街

地

周

辺

部
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2. 子どもの学年 

 

 「5 年生」が 52.2％、「2 年生」が 45.4％、「それ以外・無回答」が 2.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 調査票の回答者 

 

  「母親」が 90.7％、「父親」が 8.6％、「その他」が 0.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2年生

45.4%

5年生

52.2%

それ以外・無回答

2.4%(N = 1,667)

母親

90.7%

父親

8.6%

その他

0.7%(N = 1,656)
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4. 公的制度（生活保護/児童扶養手当/ひとり親家庭医療費助成事業/就学援助）の利用状況 

 

「利用している(受けている)」は 24.9％、「利用していない(受けていない)」は 75.1％であ

った。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯の半数以上が公的制度を利用している（受けてい

る）結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

 

5. 世帯収入（ひと月あたり） 

 

 「40 万円以上」が 24.2％と最も高く、次いで「30 万円以上 35 万円未満」が 17.4％、「25 万

円以上 30 万円未満」及び「35 万円以上 40 万円未満」が 16.0％となっている。 

 なお、「25 万円未満」は 26.4％、「25 万円以上」は 73.6％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している

(受けている)

24.9%

利用していない

(受けていない)

75.1%

(N = 1,638)

収入無し

0.7%

５万円未満

0.3%

５万円以上

１０万円未満

2.7%

１０万円以上

１５万円未満

6.2%
１５万円以上

２０万円未満

6.6%

２０万円以上

２５万円未満

9.9%

２５万円以上

３０万円未満

16.0%
３０万円以上

３５万円未満

17.4%

３５万円以上

４０万円未満

16.0%

４０万円以上

24.2%

(N = 1,560)

世帯月収

　合　計 1,547

25万円未満 410

25万円以上 1,137

25.5

55.4

14.7

74.5

44.6

85.3

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

(N = 1,547)
利用している(受けている) 利用していない(受けていない)
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6. 子育てに関する不安や負担の有無 

 

 「やや感じる」が 46.9％と最も高く、次いで「あまり感じない」が 35.5％、「非常に感

じる」が 10.2％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「非常に感じる」「やや感じる」と回答

した割合はおよそ 7 割に達しており、25 万円以上の世帯の回答を 16 ポイント上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

非常に感じる

10.2%

やや感じる

46.9%

あまり感じない

35.5%

全く感じない

7.4%

(N = 1,640)

子どもの学年

　合　計 1,640

2 年生 751

5 年生 858

それ以外・無回答 31

10.2

9.9

10.6

6.5

46.9

46.5

46.4

71.0

35.5

37.2

34.8

16.1

7.4

6.5

8.2

6.5

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

(N = 1,640)
非常に感じる やや感じる あまり感じない 全く感じない

世帯月収

　合　計 1,545

25万円未満 407

25万円以上 1,138

10.4

17.0

8.0

47.6

52.8

45.8

35.0

25.8

38.3

7.0

4.4

7.9

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

(N = 1,545)
非常に感じる やや感じる あまり感じない 全く感じない



96 

 

 

7. 子育てに関して不安や負担に思う理由 

 

 「子育てで出費がかさむ」が 58.1％と最も高く、次いで「仕事が忙しくて、子どもとふれ合

う時間が取れない」が 38.3％、「自分の趣味や娯楽を気軽に楽しめない」が 23.9％となってい

る。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯では「子育てで出費がかさむ」とした回答した割

合が 7 割近くを占めているが、25 万円以上の世帯では 5 割程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

子どもにかかりきりで
時間に余裕がない

夫婦で楽しむ時間がない

自分の趣味や娯楽を
気軽に楽しめない

気の休まる時間がない。
子育ては根気がいるなど、

精神的に負担が大きい

子どもの世話で肉体的に疲れる

子育てで出費がかさむ

親として子育ての自信がない

仕事が忙しくて、子どもとふれ合う
時間が取れない

子育てで仕事を続けるのが難しい

住宅が手狭で不自由だ

配偶者・パートナーの
協力が得られない

子育てが大変なことを
身近な人が理解してくれない

子どもの病気や発達、
障がいなどに不安がある

その他

12.7

8.7

23.9

23.2

13.1

58.1

20.2

38.3

5.1

11.8

13.3

3.9

13.0

12.5

0 10 20 30 40 50 60 70

(N = 930)
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【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

％

子どもにかかりきりで
時間に余裕がない

夫婦で楽しむ時間
がない

自分の趣味や娯楽を
気軽に楽しめない

気の休まる時間がない。
子育ては根気がいるなど、

精神的に負担が大きい

子どもの世話で肉体的に疲れる

子育てで出費がかさむ

親として子育ての自信がない

仕事が忙しくて、子どもとふれ合う
時間が取れない

子育てで仕事を続けるのが難しい

住宅が手狭で不自由だ

配偶者・パートナーの協力が
得られない

子育てが大変なことを身近な人が
理解してくれない

子どもの病気や発達、障がいなどに
不安がある

その他

12.7

8.7

23.9

23.2

13.1

58.1

20.2

38.3

5.1

11.8

13.3

3.9

13.0

12.5

16.9

11.4

25.4

28.0

18.1

52.5

22.6

39.7

5.2

12.4

13.3

3.8

12.8

12.6

9.1

6.6

23.0

18.9

9.3

62.1

18.9

37.4

4.5

11.7

13.4

3.7

13.4

12.6

13.0

4.3

13.0

26.1

4.3

73.9

4.3

30.4

13.0

4.3

13.0

8.7

8.7

8.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 930)

合 計 2 年生 5 年生 それ以外・無回答

％

子どもにかかりきりで
時間に余裕がない

夫婦で楽しむ時間
がない

自分の趣味や娯楽を
気軽に楽しめない

気の休まる時間がない。
子育ては根気がいるなど、

精神的に負担が大きい

子どもの世話で肉体的に疲れる

子育てで出費がかさむ

親として子育ての自信がない

仕事が忙しくて、子どもとふれ合う
時間が取れない

子育てで仕事を続けるのが難しい

住宅が手狭で不自由だ

配偶者・パートナーの協力が
得られない

子育てが大変なことを身近な人が
理解してくれない

子どもの病気や発達、障がいなどに
不安がある

その他

13.0

8.9

24.2

23.5

13.1

57.8

20.5

38.7

5.0

11.7

13.3

4.0

12.9

12.7

12.4

7.4

19.4

23.7

12.7

68.2

21.6

34.3

6.7

17.7

11.3

4.2

16.3

12.7

13.3

9.5

26.4

23.5

13.3

53.0

20.0

40.7

4.3

8.9

14.3

3.9

11.3

12.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 892)

合 計 25万円未満 25万円以上
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8. 【母親】子どもと過ごす時間（平日） 

 

 「4 時間～6 時間未満」が 43.5％と最も高く、次いで「2 時間～4 時間未満」が 23.8％、「6

時間～8 時間未満」が 20.3％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において、「2 時間未満」の回答が 12.9％となっ

ており、25 万円以上の世帯よりも 7.4 ポイント上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

2時間未満

8.5%

2時間～4時間未満

23.8%

4時間～6時間未満

43.5%

6時間～8時間未満

20.3%

8時間以上

4.0%

(N = 1,667)

通学している地域

　合　計 1,648

中心市街地 472

周辺部 1,176

7.9

7.6

8.0

24.0

22.9

24.4

43.8

42.8

44.1

20.4

23.5

19.1

4.0

3.2

4.3

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

(N = 1,648)
2時間未満 2時間～4時間未満 4時間～6時間未満
6時間～8時間未満 8時間以上

お子さんの学年

　合　計 1,667

2 年生 757

5 年生 870

それ以外・無回答 40

8.5

5.4

10.1

30.0

23.8

24.4

23.6

15.0

43.5

43.6

43.9

32.5

20.3

23.0

18.3

15.0

4.0

3.6

4.1

7.5

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

(N = 1,667)
2時間未満 2時間～4時間未満 4時間～6時間未満
6時間～8時間未満 8時間以上

世帯月収

　合　計 1,560

25万円未満 412

25万円以上 1,148

7.4

12.9

5.5

24.6

22.8

25.2

43.7

39.6

45.2

20.5

20.6

20.5

3.8

4.1

3.7

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

(N = 1,560)

2時間未満 2時間～4時間未満 4時間～6時間未満
6時間～8時間未満 8時間以上
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9. 【母親】子どもと過ごす時間（休日） 

 

 「12 時間～15 時間未満」が 37.1％と最も高く、次いで「15 時間以上」が 20.6％、「6 時間未

満」が 16.1％となっている。 

 世帯月収別でみたとき、25 万円未満の世帯において、「2 時間未満」の回答が 21.8％となっ

ており、25 万円以上の世帯よりも 9.1 ポイント上回っている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

6時間未満

16.1%

6時間～

9時間未満

11.2%

9時間～

12時間未満

15.0%12時間～

15時間未満

37.1%

15時間以上

20.6%

(N = 1,667)

通学している地域

　合　計 1,648

中心市街地 472

周辺部 1,176

15.6

14.2

16.2

11.2

13.1

10.4

15.0

16.3

14.5

37.4

38.1

37.1

20.8

18.2

21.9

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

(N = 1,648)
6時間未満 6時間～9時間未満 9時間～12時間未満
12時間～15時間未満 15時間以上

お子さんの学年

　合　計 1,667

2 年生 757

5 年生 870

それ以外・無回答 40

16.1

10.3

19.9

42.5

11.2

9.8

12.4

12.5

15.0

12.2

17.7

10.0

37.1

45.3

30.8

20.0

20.6

22.5

19.2

15.0

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

(N = 1,667)

6時間未満 6時間～9時間未満 9時間～12時間未満
12時間～15時間未満 15時間以上

世帯月収

　合　計 1,560

25万円未満 412

25万円以上 1,148

15.1

21.8

12.7

11.3

10.4

11.6

15.3

15.8

15.2

37.8

34.7

38.9

20.5

17.2

21.7

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

(N = 1,560)
6時間未満 6時間～9時間未満 9時間～12時間未満
12時間～15時間未満 15時間以上
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10. 【母親】/子どもと過ごす時間数をどのように感じているか 

 

 「ふつう」が 30.4％と最も高く、次いで「まあ十分である」が 22.2％、「やや足りない」が

19.9％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

十分である

18.4%

まあ十分である

22.2%

ふつう

30.4%

やや足りない

19.9%

足りない

9.1%

(N = 1,489)

通学している地区

　合　計 1,481

中心市街地 422

周辺部 1,059

18.3

19.0

18.0

22.2

23.9

21.5

30.4

30.8

30.2

20.0

17.8

20.9

9.1

8.5

9.3

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

(N = 1,481)
十分である まあ十分である ふつう やや足りない 足りない

子どもの学年

　合　計 1,489

2 年生 688

5 年生 774

それ以外・無回答 27

18.4

20.5

16.8

11.1

22.2

22.1

22.0

29.6

30.4

27.9

32.6

33.3

19.9

19.3

20.7

14.8

9.1

10.2

8.0

11.1

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

(N = 1,489)
十分である まあ十分である ふつう やや足りない 足りない

世帯月収

　合　計 1,405

25万円未満 355

25万円以上 1,050

18.0

18.9

17.7

21.9

18.0

23.1

30.6

33.5

29.6

20.4

19.2

20.8

9.2

10.4

8.8

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

(N = 1,405) 十分である まあ十分である ふつう やや足りない 足りない
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11. 【父親】子どもと過ごす時間（平日） 

 

 「2 時間未満」が 43.8％と最も高く、次いで「2 時間～4 時間未満」が 36.1％、「4 時間～6

時間未満」が 16.4％となっている。 

 世帯月収別でみたとき、25 万円未満の世帯において、「2 時間未満」の回答が 62.1％となっ

ており、25 万円以上の世帯よりも 25.9 ポイント上回っている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

2時間未満

43.8%

2時間～4時間未満

36.1%

4時間～6時間未満

16.4%

6時間～8時間未満

2.8% 8時間以上

1.0%
(N = 1,667)

通学している地域

　合　計 1,648

中心市街地 472

周辺部 1,176

43.4

48.5

41.4

36.2

33.5

37.3

16.5

15.0

17.1

2.8

2.1

3.1

1.0

0.8

1.1

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

(N = 1,648)
2時間未満 2時間～4時間未満 4時間～6時間未満
6時間～8時間未満 8時間以上

お子さんの学年

　合　計 1,667

2 年生 757

5 年生 870

それ以外・無回答 40

43.8

43.1

43.8

57.5

36.1

36.6

36.0

27.5

16.4

16.9

16.1

12.5

2.8

2.4

3.1

2.5

1.0

1.1

1.0

0.0

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

(N = 1,667)
2時間未満 2時間～4時間未満 4時間～6時間未満
6時間～8時間未満 8時間以上

世帯月収

　合　計 1,560

25万円未満 412

25万円以上 1,148

43.1

62.1

36.2

36.6

22.3

41.7

16.6

12.1

18.2

2.9

2.7

3.0

0.8

0.7

0.9

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

(N = 1,560)
2時間未満 2時間～4時間未満 4時間～6時間未満
6時間～8時間未満 8時間以上
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12. 【父親】子どもと過ごす時間（休日） 

 

 「6 時間未満」が 43.8％と最も高く、次いで「12 時間～15 時間未満」が 20.2％、「6 時間～9

時間未満」が 13.7％となっている。 

世帯月収別でみたとき、25 万円未満の世帯において、「2 時間未満」の回答が 67.0％となっ

ており、25 万円以上の世帯よりも 32.5 ポイント上回っている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

6時間未満

43.8%

6時間～9時間未満

13.7%

9時間～

12時間未満

11.9%

12時間～

15時間未満

20.2%

15時間以上

10.4%

(N = 1,667)

通学している地域

　合　計 1,648

中心市街地 472

周辺部 1,176

43.4

46.0

42.4

13.8

16.7

12.7

11.8

10.2

12.5

20.4

18.9

21.0

10.5

8.3

11.4

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

(N = 1,648)
6時間未満 6時間～9時間未満 9時間～12時間未満
12時間～15時間未満 15時間以上

お子さんの学年

　合　計 1,667

2 年生 757

5 年生 870

それ以外・無回答 40

43.8

38.3

47.7

62.5

13.7

11.6

15.6

12.5

11.9

13.7

10.1

17.5

20.2

25.2

16.4

5.0

10.4

11.1

10.1

2.5

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

(N = 1,667)
6時間未満 6時間～9時間未満 9時間～12時間未満
12時間～15時間未満 15時間以上

世帯月収

　合　計 1,560

25万円未満 412

25万円以上 1,148

43.1

67.0

34.5

14.1

8.0

16.3

12.1

8.3

13.5

20.4

10.4

24.0

10.3

6.3

11.8

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

(N = 1,560) 6時間未満 6時間～9時間未満 9時間～12時間未満
12時間～15時間未満 15時間以上
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13. 【父親】/子どもと過ごす時間数をどのように感じているか 

 

 「ふつう」が 29.6％と最も高く、次いで「やや足りない」が 24.2％、「足りない」が 22.5％

となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

十分である

8.8%

まあ十分である

14.9%

ふつう

29.6%

やや足りない

24.2%

足りない

22.5%

(N = 1,146)

通学している地区

　合　計 1,140

中心市街地 313

周辺部 827

8.8

8.0

9.1

15.0

15.0

15.0

29.6

32.3

28.5

24.0

19.2

25.9

22.6

25.6

21.5

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

(N = 1,140)
十分である まあ十分である ふつう やや足りない 足りない

子どもの学年

　合　計 1,146

2 年生 534

5 年生 594

それ以外・無回答 18

8.8

8.8

8.8

11.1

14.9

13.9

16.3

0.0

29.6

28.8

30.1

33.3

24.2

24.9

23.2

33.3

22.5

23.6

21.5

22.2

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

(N = 1,146)
十分である まあ十分である ふつう やや足りない 足りない

世帯月収

　合　計 1,083

25万円未満 195

25万円以上 888

8.3

9.2

8.1

14.6

15.9

14.3

30.0

33.8

29.2

24.7

24.1

24.8

22.4

16.9

23.6

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

(N = 1,083)
十分である まあ十分である ふつう やや足りない 足りない
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14. 理想と考える子どもの人数 

 

 「3 人」が 54.2％と最も高く、次いで「2 人」が 34.9％、「4 人」が 5.5％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「1 人」もしくは「2 人」と回答した合

計の割合は 42.1％となっており、25 万円以上の世帯における 35.1％よりも 7 ポイント上回っ

ている。また、25 万円以上の世帯において「3 人」と回答した割合は 56.7％となっており、25

万円未満の世帯よりも 9.8 ポイント上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

１人

2.1%

２人

34.9%

３人

54.2%

４人

5.5%

５人以上

2.9%

子どもは持たない

0.4%
(N = 1,639)

通学している地区

　合　計 1,631

中心市街地 468

周辺部 1,163

2.1

1.1

2.6

34.8

35.5

34.6

54.2

54.7

54.0

5.5

4.7

5.8

2.9

3.6

2.7

0.4

0.4

0.3

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

(N = 1,631)
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 子どもは持たない

 

子どもの学年

　合　計 1,639

2 年生 755

5 年生 855

それ以外・無回答 29

2.1

2.5

1.9

0.0

34.9

31.7

38.1

24.1

54.2

57.5

51.1

58.6

5.5

4.5

6.3

6.9

2.9

3.2

2.5

10.3

0.4

0.7

0.1

0.0

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

(N = 1,639)
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 子どもは持たない

世帯月収

　合　計 1,552

25万円未満 409

25万円以上 1,143

2.0

4.4

1.1

35.0

37.7

34.0

54.1

46.9

56.7

5.5

6.6

5.1

3.0

3.2

3.0

0.4

1.2

0.1

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

(N = 1,552)
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 子どもは持たない



105 

 

 

15. 実際、持とうとしている（持っている）子どもの人数 

 

 「2 人」が 47.0％と最も高く、次いで「3 人」が 33.2％、「1 人」が 11.1％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「1 人」が 18.0％を占めており、25 万円

以上の世帯よりも 9.2 ポイント上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

１人

11.1%

２人

47.0%

３人

33.2%

４人

6.8%

５人以上

2.0%(N = 1,641)

通学している地区

　合　計 1,633

中心市街地 470

周辺部 1,163

11.1

14.3

9.9

46.9

46.0

47.3

33.1

30.2

34.3

6.9

6.6

7.0

2.0

3.0

1.5

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

(N = 1,633)
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

子どもの学年

　合　計 1,641

2 年生 755

5 年生 857

それ以外・無回答 29

11.1

12.1

10.5

3.4

47.0

47.5

46.6

44.8

33.2

32.6

33.7

31.0

6.8

5.7

7.7

10.3

2.0

2.1

1.5

10.3

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

(N = 1,641)
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

世帯月収

　合　計 1,551

25万円未満 405

25万円以上 1,146

11.2

18.0

8.8

47.3

44.2

48.4

32.8

25.9

35.3

6.6

9.1

5.8

2.0

2.7

1.7

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

(N = 1,551)
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上
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16. 理想的と考える人数の子どもを持てない・持たない理由 

 

 「教育費がかかるから」が 54.3％と最も高く、次いで「養育費がかかるから」が 51.0％、

「出産が年齢的に難しいから」が 46.3％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円以上の世帯で「出産が年齢的に難しいから」が 5 割以上を占

めているのに対し、25 万円未満の世帯では 3 割台となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

％

養育費がかかるから

教育費がかかるから

精神的・肉体的負担が大きいから

社会・教育環境に不安があるから

公的な子育て支援制度が充実していな
いから

配偶者（パートナー）や家族から、家事･
育児への協力が得られないから

自分の仕事に差し支えるから

家が狭いから

出産が年齢的に難しいから

時間的なゆとりがほしいから

配偶者（パートナー）の意向

子どもがあまり好きではないから

子どもができないから

その他

51.0

54.3

29.8

11.3

13.5

12.7

20.0

5.2

46.3

11.7

7.8

0.3

11.7

16.0

0 10 20 30 40 50 60

(N = 630)

％

養育費がかかるから

教育費がかかるから

精神的・肉体的負担が大きいから

社会・教育環境に不安があるから

公的な子育て支援制度が充実していな
いから

配偶者（パートナー）や家族から、家事･
育児への協力が得られないから

自分の仕事に差し支えるから

家が狭いから

出産が年齢的に難しいから

時間的なゆとりがほしいから

配偶者（パートナー）の意向

子どもがあまり好きではないから

子どもができないから

その他

50.9

54.2

29.7

11.1

13.5

12.7

20.0

5.2

46.3

11.8

7.8

0.3

11.8

16.1

50.0

52.0

30.8

12.1

13.6

17.2

22.2

7.1

48.5

10.1

9.1

1.0

14.1

16.7

51.3

55.2

29.2

10.7

13.5

10.7

19.0

4.4

45.2

12.5

7.2

0.0

10.7

15.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 629)

合 計 中心市街地 周辺部
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【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

％

養育費がかかるから

教育費がかかるから

精神的・肉体的負担が大きいから

社会・教育環境に不安があるから

公的な子育て支援制度が充実していな
いから

配偶者（パートナー）や家族から、家事･
育児への協力が得られないから

自分の仕事に差し支えるから

家が狭いから

出産が年齢的に難しいから

時間的なゆとりがほしいから

配偶者（パートナー）の意向

子どもがあまり好きではないから

子どもができないから

その他

51.0

54.3

29.8

11.3

13.5

12.7

20.0

5.2

46.3

11.7

7.8

0.3

11.7

16.0

47.7

50.5

29.6

9.7

13.7

10.9

19.9

5.9

45.2

16.2

7.2

0.0

13.1

16.8

53.0

57.0

29.9

12.4

13.8

14.4

20.1

4.7

48.3

7.4

8.4

0.7

10.7

15.1

90.9

90.9

36.4

27.3

0.0

18.2

18.2

0.0

27.3

0.0

9.1

0.0

0.0

18.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 630)

合 計 2 年生 5 年生 それ以外・無回答

％

養育費がかかるから

教育費がかかるから

精神的・肉体的負担が大きいから

社会・教育環境に不安があるから

公的な子育て支援制度が充実していな
いから

配偶者（パートナー）や家族から、家事･
育児への協力が得られないから

自分の仕事に差し支えるから

家が狭いから

出産が年齢的に難しいから

時間的なゆとりがほしいから

配偶者（パートナー）の意向

子どもがあまり好きではないから

子どもができないから

その他

51.3

54.6

29.8

11.8

13.7

13.1

20.7

5.1

46.4

12.1

7.9

0.3

11.6

16.1

57.8

56.0

25.3

18.1

20.5

13.3

15.7

6.0

34.3

12.7

6.6

0.6

6.6

25.3

48.9

54.1

31.5

9.4

11.2

13.0

22.6

4.8

50.9

11.9

8.4

0.2

13.5

12.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 604)

合 計 25万円未満 25万円以上
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17. 【母親】「仕事の時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） 

 

 「バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとりたい」が 78.3％と最も高く、

次いで「家事（育児）時間を優先させたい」が 18.1％、「プライベートの時間を優先させた

い」が 2.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

仕事の時間を優先

したい

0.9%

家事（育児）時間を

優先させたい

18.1%

プライベートの時間

を優先させたい

2.4%
バランス良く仕事・

家事（育児）・プライ

ベートの時間をとり

たい

78.3%

その他

0.3%

(N = 1,598)

子どもの学年

　合　計 1,598

2 年生 742

5 年生 829

それ以外・無回答 27

0.9

0.9

0.6

7.4

18.1

19.4

16.8

22.2

2.4

2.6

2.4

0.0

78.3

77.0

79.7

70.4

0.3

0.1

0.5

0.0

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

(N = 1,598)
仕事の時間を優先したい 家事（育児）時間を優先させたい
プライベートの時間を優先させたい バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとりたい
その他

世帯月収

　合　計 1,508

25万円未満 388

25万円以上 1,120

0.9

1.3

0.7

18.2

22.7

16.6

2.5

2.8

2.3

78.2

72.7

80.1

0.3

0.5

0.3

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

(N = 1,508)
仕事の時間を優先したい 家事（育児）時間を優先させたい
プライベートの時間を優先させたい バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとりたい
その他

通学している地区

　合　計 1,589

中心市街地 457

周辺部 1,132

0.9

1.3

0.7

18.0

17.3

18.3

2.5

1.8

2.7

78.4

79.6

77.8

0.3

0.0

0.4

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

(N = 1,589)

仕事の時間を優先したい 家事（育児）時間を優先させたい

プライベートの時間を優先させたい バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとりたい

その他
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18. 【母親】「仕事の時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） 

 

 「仕事の時間を優先している」が 45.3％と最も高く、次いで「家事（育児）時間を優先して

いる」が 30.0％、「バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとっている」が

21.7％となっている。希望について質問した前設問では「仕事の時間を優先している」が

0.9％であったが、現実に関する本設問では 45.3％と、大きく差が出る結果となった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

仕事の時間を優先

している

45.3%

家事（育児）時間を

優先している

30.0%

プライベートの時間

を優先している

1.1%

バランス良く仕事・

家事（育児）・プライ

ベートの時間をとっ

ている

21.7%

その他

2.0%

(N = 1,579)

通学している地区

　合　計 1,571

中心市街地 452

周辺部 1,119

45.3

43.1

46.2

30.0

35.4

27.9

1.1

0.4

1.3

21.6

19.9

22.3

1.9

1.1

2.2

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

(N = 1,571)

仕事の時間を優先している 家事（育児）時間を優先している

プライベートの時間を優先している バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとっている

その他

子どもの学年

　合　計 1,579

2 年生 735

5 年生 817

それ以外・無回答 27

45.3

44.1

46.1

51.9

30.0

32.5

27.7

29.6

1.1

1.0

1.2

0.0

21.7

20.7

22.8

18.5

2.0

1.8

2.2

0.0

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

(N = 1,579)

仕事の時間を優先している 家事（育児）時間を優先している
プライベートの時間を優先している バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとっている
その他

世帯月収

　合　計 1,491

25万円未満 378

25万円以上 1,113

45.6

44.7

45.9

30.4

30.4

30.5

1.1

1.3

1.0

21.1

21.2

21.1

1.7

2.4

1.5

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

(N = 1,491)

仕事の時間を優先している 家事（育児）時間を優先している
プライベートの時間を優先している バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとっている
その他
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19. 【父親】「仕事の時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） 

 

 「バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとりたい」が 75.1％と最も高く、

次いで「プライベートの時間を優先させたい」が 10.5％、「仕事の時間を優先したい」が 7.7％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

仕事の時間を優先

したい

7.7%
家事（育児）時間を

優先させたい

6.4%

プライベートの時間

を優先させたい

10.5%

バランス良く仕事・

家事（育児）・プライ

ベートの時間をとり

たい

75.1%

その他

0.3%(N = 1,256)

通学している地区

　合　計 1,250

中心市街地 355

周辺部 895

7.8

8.5

7.5

6.5

4.8

7.2

10.5

8.2

11.4

75.0

78.3

73.6

0.3

0.3

0.3

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

(N = 1,250)

仕事の時間を優先したい 家事（育児）時間を優先させたい
プライベートの時間を優先させたい バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとりたい
その他

子どもの学年

　合　計 1,256

2 年生 593

5 年生 643

それ以外・無回答 20

7.7

7.1

8.1

15.0

6.4

6.2

6.8

0.0

10.5

11.1

9.2

35.0

75.0

75.4

75.4

50.0

0.3

0.2

0.5

0.0

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

(N = 1,256)

仕事の時間を優先したい 家事（育児）時間を優先させたい
プライベートの時間を優先させたい バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとりたい
その他

世帯月収

　合　計 1,188

25万円未満 212

25万円以上 976

8.2

8.5

8.1

6.6

7.1

6.5

10.6

15.1

9.6

74.3

68.9

75.5

0.3

0.5

0.3

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

(N = 1,188)

仕事の時間を優先したい 家事（育児）時間を優先させたい
プライベートの時間を優先させたい バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとりたい
その他
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20. 【父親】「仕事の時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） 

 

 「仕事の時間を優先している」が 69.5％と最も高く、次いで「バランス良く仕事・家事（育

児）・プライベートの時間をとっている」が 20.8％、「家事（育児）時間を優先している」が

4.7％となっている。希望について質問した前設問では「仕事の時間を優先している」が 7.7％

であったが、現実では 69.5％と、母親と同様に大きく差が出る結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

仕事の時間を優先

している

69.5%
家事（育児）時間を

優先している

4.7%

プライベートの時間

を優先している

3.9%

バランス良く仕事・

家事（育児）・プライ

ベートの時間をとっ

ている

20.8%

その他

1.1%

(N = 1,258)

通学している地区

　合　計 1,252

中心市街地 353

周辺部 899

69.7

68.6

70.2

4.6

4.0

4.9

3.9

4.0

3.9

20.7

22.7

19.9

1.0

0.8

1.1

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

(N = 1,252)

仕事の時間を優先している 家事（育児）時間を優先している
プライベートの時間を優先している バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとっている
その他

子どもの学年

　合　計 1,258

2 年生 596

5 年生 641

それ以外・無回答 21

69.5

67.4

71.5

66.7

4.7

4.9

4.5

4.8

3.9

4.7

3.0

9.5

20.8

21.8

20.0

19.0

1.1

1.2

1.1

0.0

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

(N = 1,258)

仕事の時間を優先している 家事（育児）時間を優先している
プライベートの時間を優先している バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとっている
その他

世帯月収

　合　計 1,188

25万円未満 209

25万円以上 979

69.8

64.1

71.0

4.5

5.7

4.3

4.0

8.6

3.1

20.5

19.6

20.6

1.2

1.9

1.0

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

(N = 1,188)

仕事の時間を優先している 家事（育児）時間を優先している
プライベートの時間を優先している バランス良く仕事・家事（育児）・プライベートの時間をとっている
その他
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21. 子育てについて気軽に相談できる人（場所）の有無 

 

 「いる」は 89.5％、「いない」は 10.5％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

いる

89.5%

いない

10.5%
(N = 1,651)

通学している地区

　合　計 1,641

中心市街地 471

周辺部 1,170

89.5

86.6

90.6

10.5

13.4

9.4

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

(N = 1,641)
いる いない

子どもの学年

　合　計 1,651

2 年生 757

5 年生 864

それ以外・無回答 30

89.5

90.6

88.4

93.3

10.5

9.4

11.6

6.7

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

(N = 1,651)
いる いない

世帯月収

　合　計 1,555

25万円未満 410

25万円以上 1,145

89.5

84.9

91.2

10.5

15.1

8.8

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

(N = 1,555)
いる いない
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22. 子育てについて気軽に相談できる先 

 

 「友人や知人」が 79.1％と最も高く、次いで「祖父母等の親族」が 78.5％、「学校の先生」

が 29.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

学校の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て支援施設

自治体等の子育て関連
担当窓口

インターネット上の掲示
板等サイト

その他

78.5

79.1

7.9

29.7

0.3

6.6

2.8

1.6

2.8

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,476)

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

学校の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て支援施設

自治体等の子育て関連
担当窓口

インターネット上の掲示
板等サイト

その他

78.4

79.1

7.9

29.7

0.3

6.7

2.8

1.5

2.8

2.9

74.0

80.4

5.4

27.0

0.2

6.4

3.7

1.2

3.2

2.2

80.1

78.6

8.9

30.7

0.4

6.8

2.5

1.6

2.6

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,467)

合 計 中心市街地 周辺部
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【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

学校の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て支援施設

自治体等の子育て関連
担当窓口

インターネット上の掲示
板等サイト

その他

78.5

79.1

7.9

29.7

0.3

6.6

2.8

1.6

2.8

2.9

81.5

79.9

9.5

29.3

0.3

7.4

3.5

1.5

3.5

2.5

75.6

78.5

6.6

30.3

0.4

5.9

2.2

1.7

2.2

3.1

81.5

77.8

3.7

22.2

0.0

7.4

3.7

0.0

0.0

7.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,476)

合 計 2 年生 5 年生 それ以外・無回答

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

学校の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て支援施設

自治体等の子育て関連
担当窓口

インターネット上の掲示
板等サイト

その他

78.9

79.3

7.8

29.3

0.2

6.3

2.7

1.4

2.7

2.9

77.0

76.1

7.2

27.3

0.0

6.9

3.7

2.3

1.7

2.3

79.6

80.3

8.0

29.9

0.3

6.1

2.4

1.1

3.0

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,391)

合 計 25万円未満 25万円以上
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23. 【事業の利用状況】①家庭教育に関する学級・講座 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 【事業の利用状況】②家庭児童相談室 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 【事業の利用状況】③子育て世代包括支援センター 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

45.6%
いいえ

54.4%

(N = 1,570)

はい

8.7%

いいえ

91.3%

(N = 1,488)

はい

56.9%

いいえ

43.1%

(N = 1,509)

はい

76.1%

いいえ

23.9%

(N = 1,575)

はい

6.4%

いいえ

93.6%

(N = 1,500)

はい

54.8%

いいえ

45.2%

(N = 1,500)

はい

75.8%

いいえ

24.2%

(N = 1,572)

はい

28.6%

いいえ

71.4%

(N = 1,502)

はい

62.0%

いいえ

38.0%

(N = 1,492)
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26. 【事業の利用状況】④教育相談室 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 【事業の利用状況】⑤保育所、認定こども園、幼稚園の園庭等の開放 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 【事業の利用状況】⑥地域子育て支援センター 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

46.2%
いいえ

53.8%

(N = 1,566)

はい

4.2%

いいえ

95.8%

(N = 1,474)

はい

53.2%

いいえ

46.8%

(N = 1,483)

はい

86.2%

いいえ

13.8%

(N = 1,559)

はい

48.3%

いいえ

51.7%

(N = 1,501)

はい

47.4%
いいえ

52.6%

(N = 1,474)

はい

79.4%

いいえ

20.6%

(N = 1,565)

はい

29.5%

いいえ

70.5%

(N = 1,501)

はい

49.3%
いいえ

50.7%

(N = 1,493)
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29. 【事業の利用状況】⑦児童館 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 【事業の利用状況】⑧認定こども園 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 【事業の利用状況】⑨特定保育 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

92.1%

いいえ

7.9%
(N = 1,568)

はい

46.1%
いいえ

53.9%

(N = 1,528)

はい

66.4%

いいえ

33.6%

(N = 1,489)

はい

94.5%

いいえ

5.5%

(N = 1,560)

はい

46.6%

いいえ

53.4%

(N = 1,497)

はい

49.7%
いいえ

50.3%

(N = 1,464)

はい

47.3%
いいえ

52.7%

(N = 1,580)

はい

6.3%

いいえ

93.7%

(N = 1,497)

はい

43.0%
いいえ

57.0%

(N = 1,494)
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32. 【事業の利用状況】⑩ファミリー・サポート・センター 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 【事業の利用状況】⑪夜間急病センター 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 【事業の利用状況】⑫休日当番医制事業 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

68.7%

いいえ

31.3%

(N = 1,573)

はい

8.0%

いいえ

92.0%

(N = 1,484)

はい

47.1%
いいえ

52.9%

(N = 1,488)

はい

99.0%

いいえ

1.0%

(N = 1,568)

はい

80.3%

いいえ

19.7%

(N = 1,560)

はい

93.3%

いいえ

6.7%

(N = 1,498)

はい

97.3%

いいえ

2.7%

(N = 1,560)

はい

85.4%

いいえ

14.6%

(N = 1,553)

はい

93.2%

いいえ

6.8%
(N = 1,495)
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35. 【事業の利用状況】⑬障がい児相談支援・障がい福祉サービス 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 【事業の利用状況】⑭子育て支援チラシ 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 【事業の利用状況】⑮市政だより、市のホームページ 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

64.5%

いいえ

35.5%

(N = 1,580)

はい

4.5%

いいえ

95.5%

(N = 1,498)

はい

47.8%
いいえ

52.2%

(N = 1,486)

はい

54.7%
いいえ

45.3%

(N = 1,581)

はい

15.4%

いいえ

84.6%

(N = 1,494)

はい

56.7%

いいえ

43.3%

(N = 1,483)

はい

92.7%

いいえ

7.3%

(N = 1,585)

はい

49.6%
いいえ

50.4%

(N = 1,510)

はい

71.6%

いいえ

28.4%

(N = 1,481)
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38. 【事業の利用状況】⑯虐待が心配な場合の市への通報制度 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

39. 【事業の利用状況】⑰子ども未来基金助成事業 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 【事業の利用状況】⑱生活保護、児童扶養手当、就学援助 

 

【A 知っている】    【B これまでに利用したことがある】   【C 今後必要であれば利用したい】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい

60.7%

いいえ

39.3%

(N = 1,584)

はい

2.1%

いいえ

97.9%

(N = 1,501)

はい

61.1%

いいえ

38.9%

(N = 1,478)

はい

25.0%

いいえ

75.0%

(N = 1,583)

はい

2.1%

いいえ

97.9%

(N = 1,483)

はい

67.9%

いいえ

32.1%

(N = 1,482)

はい

93.6%

いいえ

6.4%

(N = 1,584)

はい

32.6%

いいえ

67.4%

(N = 1,524)

はい

73.4%

いいえ

26.6%

(N = 1,487)
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41. 【放課後に過ごす場所／現在の状況】自宅 

 

 「週 4 日～週 6 日未満」が 55.5％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 20.4％、

「週 2 日未満」が 20.2％となっている。 

 学年別にみたとき、2 年生に比べて 5 年生のほうが、自宅で過ごす日数が多い傾向がみられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

週2日未満

20.2%

週2日～週4日未満

20.4%
週4日～週6日未満

55.5%

週6日以上

3.9%(N = 1,394)

通学している地域

　合　計 1,386

中心市街地 400

周辺部 986

20.2

21.5

19.7

20.3

21.8

19.7

55.6

52.0

57.1

3.9

4.8

3.5

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

(N = 1,386) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 1,394

2 年生 580

5 年生 787

それ以外・無回答 27

20.2

29.5

13.3

18.5

20.4

23.3

18.0

25.9

55.5

44.5

63.8

51.9

3.9

2.8

4.8

3.7

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

(N = 1,394) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 1,313

25万円未満 341

25万円以上 972

20.0

17.9

20.7

20.5

15.0

22.4

55.5

62.5

53.1

4.0

4.7

3.8

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

(N = 1,313)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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42. 【放課後に過ごす場所／保護者としての思い】自宅 

 

 「週 4 日～週 6 日未満」が 53.5％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 30.8％、

「週 2 日未満」が 11.9％となっている。 

 学年別にみたとき、現在の状況と同様に、2 年生に比べて 5 年生のほうが、自宅で過ごして

ほしい日数が多い傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

週2日未満

11.9%

週2日～週4日未満

30.8%
週4日～週6日未満

53.5%

週6日以上

3.8%(N = 1,396)

通学している地域

　合　計 1,387

中心市街地 403

周辺部 984

11.9

12.9

11.5

30.8

32.3

30.2

53.6

50.9

54.7

3.7

4.0

3.7

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

(N = 1,387) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 1,396

2 年生 614

5 年生 756

それ以外・無回答 26

11.9

15.8

9.0

3.8

30.8

36.0

26.6

30.8

53.5

45.1

60.1

61.5

3.8

3.1

4.4

3.8

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

(N = 1,396)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 1,322

25万円未満 340

25万円以上 982

11.7

11.5

11.8

30.7

28.2

31.6

53.7

55.9

53.0

3.9

4.4

3.7

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

(N = 1,322)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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43. 【放課後に過ごす場所／現在の状況】祖父母宅や友人・知人宅 

 

 「週 2 日未満」が 76.0％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 12.8％、「週 4 日～

週 6 日未満」が 11.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

週2日未満

76.0%

週2日～週4日未満

12.8%

週4日～週6日未満

11.0%

週6日以上

0.2%(N = 955)

通学している地域

　合　計 951

中心市街地 291

周辺部 660

76.0

74.9

76.5

12.8

13.4

12.6

11.0

11.7

10.8

0.1

0.0

0.2

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

(N = 951)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 955

2 年生 429

5 年生 510

それ以外・無回答 16

76.0

78.3

74.5

62.5

12.8

10.7

14.3

18.8

11.0

11.0

11.0

12.5

0.2

0.0

0.2

6.3

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

(N = 955) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 905

25万円未満 221

25万円以上 684

76.2

72.9

77.3

12.8

13.6

12.6

10.7

13.6

9.8

0.2

0.0

0.3

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

(N = 905)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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44. 【放課後に過ごす場所／保護者としての思い】祖父母宅や友人・知人宅 

 

「週 2 日未満」が 72.2％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 19.3％、「週 4 日～

週 6 日未満」が 8.3％となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「週 2 日未満」の回答が 66.5％を占めて

おり、25 万円以上の世帯と比べて 7.4 ポイント下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

週2日未満

72.2%

週2日～週4日未満

19.3%

週4日～週6日未満

8.3%

週6日以上

0.2%

(N = 914)

通学している地域

　合　計 911

中心市街地 272

周辺部 639

72.2

73.5

71.7

19.3

18.0

19.9

8.3

8.5

8.3

0.1

0.0

0.2

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

(N = 911) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 914

2 年生 413

5 年生 486

それ以外・無回答 15

72.2

74.3

71.0

53.3

19.3

17.4

20.6

26.7

8.3

8.2

8.2

13.3

0.2

0.0

0.2

6.7

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

(N = 914) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 869

25万円未満 206

25万円以上 663

72.2

66.5

73.9

19.2

23.3

17.9

8.4

10.2

7.8

0.2

0.0

0.3

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

(N = 869)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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45. 【放課後に過ごす場所／現在の状況】習い事、放課後のクラブ活動、スポーツ少年団 

 

 「週 2 日未満」が 40.3％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 39.5％、「週 4 日～

週 6 日未満」が 19.6％となっている。 

 学年別にみたとき、2 年生において「週 2 日未満」が 5 割以上を占めているのに対し、5 年生

ではおよそ 3 割となっている。2 年生に比べて 5 年生の利用日数が多い傾向がみられる。 

 世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において「週 2 日未満」が 5 割近くを占めている

のに対し 25 万円以上の世帯では 4 割弱となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

週2日未満

40.3%

週2日～週4日未満

39.5%

週4日～週6日未満

19.6%

週6日以上

0.6%

(N = 1,257)

通学している地域

　合　計 1,252

中心市街地 383

周辺部 869

40.3

34.5

42.8

39.5

44.4

37.3

19.6

21.1

19.0

0.6

0.0

0.9

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

(N = 1,252) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 1,257

2 年生 546

5 年生 687

それ以外・無回答 24

40.3

53.5

30.7

12.5

39.5

35.2

41.8

75.0

19.6

11.2

26.5

12.5

0.6

0.2

1.0

0.0

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

(N = 1,257)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 1,182

25万円未満 282

25万円以上 900

40.3

49.3

37.4

39.9

35.5

41.3

19.2

14.9

20.6

0.6

0.4

0.7

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

(N = 1,182)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上



126 

 

 

46. 【放課後に過ごす場所／保護者としての思い】習い事、放課後のクラブ活動、スポーツ少

年団 

 

「週 2 日～週 4 日未満」が 54.8％と最も高く、次いで「週 2 日未満」が 30.0％、「週 4 日～

週 6 日未満」が 15.0％となっている。 

学年別にみたとき、2 年生において「週 2 日未満」がほぼ 4 割を占めているのに対し、5 年生

では 2 割台となっている。現状と同様、2 年生に比べて 5 年生の利用日数が多い傾向がみられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

週2日未満

30.0%

週2日～週4日未満

54.8%

週4日～週6日未満

15.0%

週6日以上

0.2%

(N = 1,282)

お子さんの学年

　合　計 1,282

2 年生 572

5 年生 685

それ以外・無回答 25

30.0

39.7

22.8

8.0

54.8

52.8

55.3

88.0

15.0

7.3

21.8

4.0

0.2

0.2

0.1

0.0

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

(N = 1,282)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 1,208

25万円未満 296

25万円以上 912

29.9

35.1

28.2

55.3

53.0

56.0

14.7

11.5

15.7

0.2

0.3

0.1

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

(N = 1,208)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

通学している地域

　合　計 1,274

中心市街地 386

周辺部 888

30.1

28.2

30.9

54.7

55.4

54.4

15.1

16.1

14.6

0.2

0.3

0.1

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

(N = 1,274)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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47. 【放課後に過ごす場所／現在の状況】児童館 

 

 「週 2 日未満」が 96.6％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 1.9％、「週 4 日～週

6 日未満」が 1.1％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

週2日未満

96.6%

週2日～週4日未満

1.9%

週4日～週6日未満

1.1% 週6日以上

0.4%

(N = 854)

通学している地域

　合　計 851

中心市街地 263

周辺部 588

96.7

93.5

98.1

1.9

4.6

0.7

1.1

1.9

0.7

0.4

0.0

0.5

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

(N = 851)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 854

2 年生 387

5 年生 453

それ以外・無回答 14

96.7

96.1

97.4

92.9

1.9

1.6

2.0

7.1

1.1

2.1

0.2

0.0

0.4

0.3

0.4

0.0

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

(N = 854)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 809

25万円未満 191

25万円以上 618

96.8

97.4

96.6

1.9

1.0

2.1

1.1

1.0

1.1

0.2

0.5

0.2

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

(N = 809) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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48. 【放課後に過ごす場所／保護者としての思い】児童館 

 

 「週 2 日未満」が 90.5％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 7.0％、「週 4 日～週

6 日未満」が 2.3％となっている。 

 地区別にみたとき、周辺部よりも中心市街地のほうが、利用希望日数が多くなる傾向がうか

がえる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

週2日未満

90.5%

週2日～週4日未満

7.0%

週4日～週6日未満

2.3%

週6日以上

0.2%(N = 814)

通学している地域

　合　計 812

中心市街地 257

周辺部 555

90.4

82.1

94.2

7.0

12.5

4.5

2.3

5.4

0.9

0.2

0.0

0.4

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

(N = 812)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 814

2 年生 372

5 年生 430

それ以外・無回答 12

90.4

90.1

90.9

83.3

7.0

6.2

7.4

16.7

2.3

3.5

1.4

0.0

0.2

0.3

0.2

0.0

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

(N = 814)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 775

25万円未満 179

25万円以上 596

90.1

87.7

90.8

7.2

7.8

7.0

2.5

3.9

2.0

0.3

0.6

0.2

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

(N = 775) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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49. 【放課後に過ごす場所／現在の状況】放課後子ども教室 

 

 「週 2 日未満」が 96.4％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 2.0％、「週 4 日～週

6 日未満」が 1.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

週2日未満

96.4%

週2日～週4日未満

2.0%

週4日～週6日未満

1.5%

週6日以上

0.1%(N = 856)

通学している地域

　合　計 853

中心市街地 253

周辺部 600

96.4

98.8

95.3

2.0

0.0

2.8

1.5

1.2

1.7

0.1

0.0

0.2

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

(N = 853)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 856

2 年生 395

5 年生 447

それ以外・無回答 14

96.4

93.9

98.4

100.0

2.0

3.0

1.1

0.0

1.5

2.8

0.4

0.0

0.1

0.3

0.0

0.0

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

(N = 856) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 812

25万円未満 189

25万円以上 623

96.4

96.8

96.3

2.0

2.1

1.9

1.5

1.1

1.6

0.1

0.0

0.2

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

(N = 812) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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50. 【放課後に過ごす場所／保護者としての思い】放課後子ども教室 

 

 「週 2 日未満」が 90.2％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 7.9％、「週 4 日～週

6 日未満」が 1.8％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

週2日未満

90.2%

週2日～週4日未満

7.9%

週4日～週6日未満

1.8%

週6日以上

0.1%(N = 821)

通学している地域

　合　計 819

中心市街地 241

周辺部 578

90.1

93.4

88.8

7.9

4.6

9.3

1.8

2.1

1.7

0.1

0.0

0.2

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

(N = 819)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 821

2 年生 385

5 年生 425

それ以外・無回答 11

90.1

86.8

93.4

81.8

7.9

10.1

5.6

18.2

1.8

2.9

0.9

0.0

0.1

0.3

0.0

0.0

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

(N = 821)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 782

25万円未満 186

25万円以上 596

90.0

87.1

90.9

8.1

10.8

7.2

1.8

2.2

1.7

0.1

0.0

0.2

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

(N = 782)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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51. 【放課後に過ごす場所／現在の状況】こどもクラブ 

 

 「週 2 日未満」が 62.3％と最も高く、次いで「週 4 日～週 6 日未満」が 31.7％、「週 2 日～

週 4 日未満」が 4.6％となっている。 

 学年別でみたとき、5 年生において「週 2 日未満」の割合が 9 割近くを占めており、2 年生よ

りも利用日数が格段に少なくなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

週2日未満

62.3%
週2日～週4日未満

4.6%

週4日～週6日未満

31.7%

週6日以上

1.4%
(N = 1,063)

通学している地域

　合　計 1,057

中心市街地 306

周辺部 751

62.3

67.0

60.5

4.6

4.2

4.8

31.6

27.5

33.3

1.4

1.3

1.5

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

(N = 1,057)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 1,063

2 年生 571

5 年生 474

それ以外・無回答 18

62.3

40.1

89.0

61.1

4.6

7.0

1.9

0.0

31.7

50.6

8.6

38.9

1.4

2.3

0.4

0.0

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

(N = 1,063)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 1,009

25万円未満 245

25万円以上 764

62.2

61.6

62.4

4.7

2.4

5.4

31.7

33.1

31.3

1.4

2.9

0.9

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

(N = 1,009)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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52. 【放課後に過ごす場所／保護者としての思い】こどもクラブ 

 

 「週 2 日未満」が 67.6％と最も高く、次いで「週 4 日～週 6 日未満」が 20.4％、「週 2 日～

週 4 日未満」が 11.3％となっている。 

 学年別でみたとき、5 年生において「週 2 日未満」の割合が 9 割近くを占めており、現在の

状況と同様、2 年生よりも利用希望日数が格段に少なくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

週2日未満

67.6%

週2日～週4日未満

11.3%

週4日～週6日未満

20.4%

週6日以上

0.7%

(N = 955)

通学している地域

　合　計 952

中心市街地 275

周辺部 677

67.5

70.9

66.2

11.3

10.5

11.7

20.4

18.5

21.1

0.7

0.0

1.0

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

(N = 952) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

お子さんの学年

　合　計 955

2 年生 496

5 年生 445

それ以外・無回答 14

67.5

49.0

88.5

57.1

11.3

18.5

3.1

14.3

20.4

31.5

7.9

28.6

0.7

1.0

0.4

0.0

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

(N = 955) 週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上

世帯月収

　合　計 905

25万円未満 210

25万円以上 695

67.8

65.2

68.6

10.8

9.0

11.4

20.6

24.3

19.4

0.8

1.4

0.6

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

(N = 905)
週2日未満 週2日～週4日未満 週4日～週6日未満 週6日以上
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53. 【放課後に過ごす場所／現在の状況】ファミリー・サポート・センター 

 

 「週 2 日未満」が 99.9％を占めている。なお、「週 2 日～週 4 日未満」及び「週 6 日以上」

の回答は無かった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 【放課後に過ごす場所／保護者としての思い】ファミリー・サポート・センター 

 

「週 2 日未満」が 99.1％と最も高く、次いで「週 2 日～週 4 日未満」が 0.6％、「週 4 日～週

6 日未満」が 0.3％となっている。なお、「週 6 日以上」の回答は無かった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週2日未満

99.9%

週2日～週4日未満

0.0%

週4日～週6日未満

0.1%

週6日以上

0.0%
(N = 834)

週2日未満

99.1%

週2日～週4日未満

0.6%

週4日～週6日未満

0.3%

週6日以上

0.0%
(N = 777)
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55. 学校が休みの日（夏休みなどを含む）に過ごす場所／現在の状況 

 

「自宅」が 83.8％と最も高く、次いで「祖父母宅や友人・知人宅」が 44.7％、「習い事、学

校でのクラブ活動、スポーツ少年団」が 40.9％となっている。 

 学年別にみたとき、5年生では「自宅」「習い事、学校でのクラブ活動、スポーツ少年団」の

回答割合が2年生よりも高く、2年生では「こどもクラブ」の回答が4割近くとなっている。 

 世帯月収別にみたとき、25万円未満の世帯において、「習い事、学校でのクラブ活動、スポー

ツ少年団」の回答割合は31.1％となっており、25万円以上の世帯と比べ、13ポイント下回って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学校でのクラブ
活動、スポーツ少年団

児童館

こどもクラブ

ファミリー・サポート・

センター

その他

83.8

44.7

40.9

3.1

22.2

0.1

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,638)

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学校でのクラブ
活動、スポーツ少年団

児童館

こどもクラブ

ファミリー・サポート・

センター

その他

83.8

44.8

40.9

3.1

22.2

0.1

2.8

85.4

44.2

45.7

7.5

20.0

0.2

4.1

83.2

45.1

39.0

1.4

23.1

0.1

2.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,628)

合 計 中心市街地 周辺部
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【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学校でのクラブ
活動、スポーツ少年団

児童館

こどもクラブ

ファミリー・サポート・

センター

その他

83.7

44.7

40.6

2.9

22.3

0.1

2.9

84.4

41.8

31.1

3.2

21.0

0.2

3.7

83.5

45.7

44.1

2.8

22.8

0.1

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,543)

合 計 25万円未満 25万円以上

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学校でのクラブ

活動、スポーツ少年団

児童館

こどもクラブ

ファミリー・サポート・
センター

その他

83.8

44.7

40.9

3.1

22.2

0.1

2.9

76.9

45.9

32.0

3.2

38.6

0.1

3.2

89.9

44.4

48.4

3.0

7.9

0.1

2.7

83.3

23.3

46.7

3.3

23.3

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,638)

合 計 2 年生 5 年生 それ以外・無回答
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56. 学校が休みの日（夏休みなどを含む）に過ごす場所／保護者としての思い 

 

「自宅」が 85.0％と最も高く、次いで「習い事、学校でのクラブ活動、スポーツ少年団」が

52.8％、「祖父母宅や友人・知人宅」が 48.8％となっている。  

 学年別にみたとき、5年生では「習い事、学校でのクラブ活動、スポーツ少年団」の回答割合

が2年生よりも高く、2年生では「こどもクラブ」の回答が3割以上となっている。 

 世帯月収別にみたとき、25万円未満の世帯において、「習い事、学校でのクラブ活動、スポー

ツ少年団」の回答割合は46.1％となっており、25万円以上の世帯と比べ、8.5ポイント下回って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学校でのクラブ

活動、スポーツ少年団

児童館

こどもクラブ

ファミリー・サポート・
センター

その他

85.0

48.8

52.8

11.3

19.4

1.0

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,616)

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学校でのクラブ
活動、スポーツ少年団

児童館

こどもクラブ

ファミリー・サポート・
センター

その他

85.0

48.8

52.8

11.3

19.4

1.0

2.9

86.2

49.2

55.8

17.3

18.4

1.5

4.6

84.5

48.7

51.6

9.0

19.7

0.8

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,607)

合 計 中心市街地 周辺部
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【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学校でのクラブ
活動、スポーツ少年団

児童館

こどもクラブ

ファミリー・サポート・

センター

その他

85.0

48.8

52.8

11.3

19.4

1.0

3.0

84.3

50.5

47.5

12.3

30.8

1.1

3.1

85.5

47.6

57.2

10.2

9.2

0.7

2.9

89.7

41.4

62.1

13.8

27.6

6.9

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,616)

合 計 2 年生 5 年生 それ以外・無回答

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事、学校でのクラブ
活動、スポーツ少年団

児童館

こどもクラブ

ファミリー・サポート・

センター

その他

85.0

48.7

52.4

11.0

19.0

1.0

3.1

82.5

43.6

46.1

12.5

20.7

1.2

3.0

85.8

50.5

54.6

10.5

18.4

1.0

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,524)

合 計 25万円未満 25万円以上
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57. 会津若松市の子育て支援事業について 

 

 「まあまあ充実している」が 39.3％と最も高く、次いで「特に感じることは無い」が 38.8％、

「充実しているとは言えない」が 16.5％となっている。 

 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学年別】 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯月収別】 

 

 

充実している

5.5%

まあまあ

充実している

39.3%

特に感じることは

無い

38.8%

充実しているとは

言えない

16.5%

(N = 1,632)

通学している地区

　合　計 1,623

中心市街地 469

周辺部 1,154

5.5

6.6

5.0

39.3

40.9

38.6

38.9

36.0

40.0

16.3

16.4

16.3

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

(N = 1,623)
充実している まあまあ充実している
特に感じることは無い 充実しているとは言えない

子どもの学年

　合　計 1,632

2 年生 749

5 年生 854

それ以外・無回答 29

5.5

6.1

4.9

3.4

39.3

36.2

41.8

44.8

38.8

39.1

38.5

37.9

16.5

18.6

14.8

13.8

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

(N = 1,632)
充実している まあまあ充実している
特に感じることは無い 充実しているとは言えない

世帯月収

　合　計 1,536

25万円未満 407

25万円以上 1,129

5.1

5.7

5.0

39.8

35.4

41.4

38.9

38.3

39.1

16.2

20.6

14.6

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

(N = 1,536)
充実している まあまあ充実している
特に感じることは無い 充実しているとは言えない
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58. 充実させるべき事業 

 

 「生活保護、児童扶養手当、就学援助」が 35.0％、次いで「児童館」が 27.7％となっている。

なお、「その他」は 36.9％となった。 

 地区別にみたとき、中心市街地において「児童館」と回答した割合が高く、37.0％であった。  

世帯月収別にみたとき、25 万円未満の世帯において半数以上が「生活保護、児童扶養手当、

就学援助」と回答する結果となった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

家庭教育に関する学級・講座

家庭児童相談室

子育て世代包括支援センター

教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等の開放

地域子育て

支援センター

児童館

認定こども園

特定保育

ファミリー・サポート・

センター

夜間急病センター

休日当番医制事業

障がい児相談支援・

障がい福祉サービス

子育て支援チラシ

市政だより、
市のホームページ

虐待が心配な場合の市への通報
制度

子ども未来基金助成事業

生活保護、児童扶養手当、

就学援助

放課後子ども教室

小学校の校庭の開放

こどもクラブ

（学童保育）

その他

8.1

9.2

13.5

8.5

7.7

11.2

27.7

9.2

8.1

8.8

15.4

15.8

11.2

6.2

7.3

6.9

14.6

35.0

20.0

23.5

25.8

36.9

0 10 20 30 40

(N = 260)
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【地区別】 

 

 

 

 

 

％

家庭教育に関する学級・講座

家庭児童相談室

子育て世代包括支援センター

教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等の開放

地域子育て支援センター

児童館

認定こども園

特定保育

ファミリー・サポート・センター

夜間急病センター

休日当番医制事業

障がい児相談支援・障がい福祉

サービス

子育て支援チラシ

市政だより、市のホームページ

虐待が心配な場合の市への

通報制度

子ども未来基金助成事業

生活保護、児童扶養手当、
就学援助

放課後子ども教室

小学校の校庭の開放

こどもクラブ（学童保育）

その他

8.2

9.4

13.7

8.6

7.8

11.3

27.3

9.4

7.8

8.6

15.6

15.6

10.9

6.3

7.4

6.3

14.8

34.8

20.3

23.4

26.2

36.7

11.0

9.6

15.1

9.6

12.3

11.0

37.0

9.6

9.6

8.2

15.1

11.0

13.7

5.5

6.8

5.5

15.1

35.6

20.5

34.2

24.7

31.5

7.1

9.3

13.1

8.2

6.0

11.5

23.5

9.3

7.1

8.7

15.8

17.5

9.8

6.6

7.7

6.6

14.8

34.4

20.2

19.1

26.8

38.8

0 10 20 30 40 50

(N = 256)

合 計 中心市街地 周辺部
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【学年別】 

 

 

 

 

 

％

家庭教育に関する学級・講座

家庭児童相談室

子育て世代包括支援センター

教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等の開放

地域子育て支援センター

児童館

認定こども園

特定保育

ファミリー・サポート・センター

夜間急病センター

休日当番医制事業

障がい児相談支援・障がい福祉

サービス

子育て支援チラシ

市政だより、市のホームページ

虐待が心配な場合の市への

通報制度

子ども未来基金助成事業

生活保護、児童扶養手当、

就学援助

放課後子ども教室

小学校の校庭の開放

こどもクラブ（学童保育）

その他

8.1

9.2

13.5

8.5

7.7

11.2

27.7

9.2

8.1

8.8

15.4

15.8

11.2

6.2

7.3

6.9

14.6

35.0

20.0

23.5

25.8

36.9

8.1

9.6

16.3

8.1

8.1

11.1

26.7

9.6

6.7

8.1

12.6

11.9

7.4

7.4

8.1

5.9

11.9

26.7

17.8

23.7

26.7

47.4

8.3

9.1

10.7

9.1

7.4

11.6

27.3

8.3

9.1

9.1

19.0

20.7

14.9

5.0

6.6

7.4

18.2

43.8

22.3

24.0

25.6

26.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

75.0

25.0

25.0

25.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

25.0

0.0

50.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(N = 260)

合 計 2 年生 5 年生 それ以外・無回答



142 

 

 

【世帯月収別】 

 ％

家庭教育に関する学級・講座

家庭児童相談室

子育て世代包括支援センター

教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等の開放

地域子育て支援センター

児童館

認定こども園

特定保育

ファミリー・サポート・センター

夜間急病センター

休日当番医制事業

障がい児相談支援・障がい福祉

サービス

子育て支援チラシ

市政だより、市のホームページ

虐待が心配な場合の市への

通報制度

子ども未来基金助成事業

生活保護、児童扶養手当、

就学援助

放課後子ども教室

小学校の校庭の開放

こどもクラブ（学童保育）

その他

7.9

8.7

13.3

7.9

7.5

10.4

27.8

8.7

8.3

9.1

14.5

15.8

10.8

5.8

7.1

6.6

14.1

35.3

19.9

23.2

24.5

36.5

6.1

13.4

15.9

9.8

6.1

9.8

26.8

4.9

7.3

13.4

12.2

11.0

14.6

6.1

7.3

6.1

15.9

52.4

17.1

17.1

22.0

32.9

8.8

6.3

11.9

6.9

8.2

10.7

28.3

10.7

8.8

6.9

15.7

18.2

8.8

5.7

6.9

6.9

13.2

26.4

21.4

26.4

25.8

38.4

0 10 20 30 40 50 60

(N = 241)

合 計 25万円未満 25万円以上
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【「その他」の内訳（一部抜粋）】 

 

【事業・施設利用に関すること】 

・児童館の自由来館はいったん家へ帰ってからなどという制約があり利用しにくい。 

・市のこども家庭課は特に、妊娠中、出産後健診で相談した時、実際に相談すると迷惑そうに

され、その相談そのものがない様にされて以来、パフォーマンスだと感じている。健診の時

も、子どもは寒い場所で待たされ、職員は暖かい場所でおしゃべりに夢中。 

・事業が周知されていない。いつ、どうして利用してよいか不明。 

・どの事業も日曜日に利用できるものなのか。利用するとしたら、仕事が休みの日曜日しか利

用できないので、充実しているかどうかわからない。 

 

【遊び場に関すること】 

・子どもが遊べる施設が少なすぎる。 

・公園など、子どもが外で安全に遊べる場所を増やしてほしい。 

・室内遊び場や子どもの遊び場、家族で楽しめる商業施設が足りない。 

・子どもが自由に遊べる場所がほしい。休日なども家族で、天候関係なく、無料。 

・放課後、子どもが自分で遊びに行ける身近な公園の整備。 

・郡山市のように無料で遊ばせる事の出来る施設がほしい。 

・室内遊び場が少ない。アピタなどだとゲームをやるばかりになってしまう。身体を動かせる

所がほしい。大きい公園も少ない。 

・子どもたちが遊べる場所がない。公園も近場にない。 

・山形県鶴岡市の“ソライ”のようなキッズドーム（全天候型）施設の整備。 

・スポーツをする環境・施設の充実。県内の市と比較すると劣っていると感じる。 

 

【医療に関すること】 

・病児保育の利用がしづらい。定員も限られており実用的ではない。 

・インフルエンザ、任意の予防接種について支援がない。 

・インフルエンザ予防接種の無料化。 

・病児保育機関（施設）の増設、普及。子どもが病気のとき、誰にも頼れない。核家族（共働

き）はどちらが仕事を休むのかでケンカになるケースも多いと思う。女性が働きながら子育

てするにはまだまだ国の体制が整っていない。 

 

【金銭的な負担に関すること】 

・3 人目の保育料について、上の子どもが 10 歳になると負担が増す。 

・幼稚園と比べ、幼保園の料金が高い。川南幼稚園が月 5,000 円、北会津幼保園が月 30,000 円。 

・給食費などＰＴＡ会費などの雑費を無くすべき。義務教育なのだから給食費は市や国で負担

するべき。 

・給食費が高すぎる。会津若松市外から比べると何でも高すぎる。 

・こども園での利用負担額について、小学 3 年生までの兄姉を基準にするのがおかしいと思う。

歳の離れ方によって、半額にも免除にもならない。子どもの歳が離れる場合に、子どもを作

らない要因の１つになると思う。 

・児童扶養手当などについて、ボーナスをのぞいた月収で決めてほしい。  
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59. 子育ての環境や支援に関してご意見（一部抜粋） 

 

【行政（市）の子育て支援体制について】 

・第三子以上出産したら祝い金の支給があってもいいと思う。矢祭町のように 100 万円でなく

ても 10 万円でもあったらよい。幼児教育の保育料も子どもの人数で子どもの年齢関係なく金

額を決めるべき。 

・離職者や、求職者応援のための保育所などに力を入れてほしい。就活中に子どもをみてくれ

る所がなくて思うように活動できず、大変困っていたため。 

 

【こどもクラブ（学童保育）の対応や要望について】 

・こどもクラブの先生によって、対応の仕方が異なるので戸惑っています。こどもクラブの先

生方の研修はないのでしょうか。 

・こどもクラブを利用しているが、嘔吐物を本人に処理させたりしているようだったので感染

症だった際は大丈夫なのか心配になる。 

・こどもクラブに通わせていたが、こどもクラブの先生から苦情の電話が続き、ストレスがた

まってやめさせることにした（電話の仕方、話し方、ルールの徹底が不足）。お金を払って

いるとはいえ、我が子を見てもらっているので強く言いませんでした。これからも利用した

いとは思いません。 

 

【職場・働き方について（自身、家族・配偶者など）】 

・もっと子どもとの時間を持ちたいが、職場がそういうわけにはいかず、仕事量が多かったり、

上司が理不尽だったりで、家庭を犠牲にせざるをえない。もっと子どもとの時間を大切にで

きるような職場、働き方になることを願う。 

・今は正社員として働いていますが、残業がひどい時で月 42 時間を超えました。以前は残業な

しのパートで就労していましたが、手取りは 9 万円に満たなかったです。子どものために働

けば、遅くまで１人にしてしまい、早く帰ってくることを選べば、生活にゆとりがない。ど

うしたらいいのか、分からない。 

 

【保育料の負担について】 

・保育料、幼稚園の費用も以前より手厚くはなってきたが、我が子 2 人で 9 万円近い保育料は

高く、家計の負担は大きく保育料を払うために働いている状態。 

・子育てに関する料金がまだ高い。施設をフルに利用して生活しているが、共働きでは送迎の

時間がギリギリである。もう少し早い時間か遅い時間での対応お願いしたい。 

・会津若松市の保育料は高いと思う。うちには子どもが 3 人いますが、年が離れています。2

人目は保育料半額、3 人目は無料と聞きますが、歳が離れていることで、対象にならず、今

現在は保育園に通わせるのに大変苦労しています。3 人いることに変わりはないので、もう

少しゆとりが出来るように支援してほしい。 
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【保育施設（保育所など）の体制・対応について】 

・保育園に通園している 4 歳の男の子がいる。現在、給食の際白米だけは自宅から持たせてい

るが、いくら園で温めているとはいえ、少しかたくなった主食を食べている姿を思うと少々

不びんに感じる。是非主食も園で提供していただき、子どもたちに温かいたきたてのごはん

をたべてもらいたいと願う。 

・認定子ども園と認可保育園の延長時間と延長料金に違いがある。市の認可型の子ども園・保

育園ならば一律同じにしてほしいと思う。児童館の職員は異動が多く、気軽に声をかけたり

相談できたりする雰囲気ではない。顔見知りになり、相談できるよう、職員はあまり異動さ

せないでほしい。 

 

【医療体制や支援制度の充実について】 

・他の地域のように、インフルエンザの予防接種の無償化を行ってほしい。 

・子どものインフルエンザの予防接種の助成は市で考えるべき。子どもは 2 回接種しなくては

いけないため、家計への負担が大きい。子どもがインフルエンザにかかって１週間も学校を

休むことになれば仕事を休まなくてはいけなくなり、それで職場から嫌みを言われ働きにく

い状況になってしまう。たとえ一部だとしても助成金があるのとないのとでは、接種率も増

えると思う。 

・休日当番医のシステムや夜間急病センターに小児科の先生がいるのは、共働きの家庭にとっ

てとてもありがたい。あいづっこプラスも便利なツールだとは思いますが、スマホがうまく

使いこなせない人でも簡単に利用できるように改善をしてもらえるともっと身近なものにな

ると思う。 

 

【障がいをもつ子どもの支援について】 

・障がいを持つ子どもにとって安心して過ごせる環境を作って欲しいのと障がいを持つ親のサ

ポートも充実して欲しいと思います。 

・我が子に障害があると診断されてから、この街で大人になり死んでいくまで、どのような支

援があって、利用できるのか。会津若松市に生まれて良かったと思えるかかわりをしてほし

い。赤ちゃんの時から学童期までの子育て支援の充実も大切ですが、その後の支援の継続の

必要性についても、思春期を迎えた息子を育てながら考える。 

 

【公園・遊び場・体育館・スポーツのできる場所について】 

・公園があってもボールで遊ぶことができないのは、もったいない。近くでボールを使って遊

べる公園があったらよいと思う。 

・休日に無料で遊べる広場（屋内含む）が足りないので、増やしてほしい。 

・天気の良い日は公園でおもいっきり遊ばせる事ができるが、天気の悪い日は遊ぶ場所がなく

発散させられないので郡山市にあるペップキッズのような施設（無料）があるとよい。 
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第 4 章 調査結果（中学生及び高校生） 

 

1. 住まいの地区（地域）  

 

 「城北・行仁・日新・謹教・鶴城」が 24.0％と最も高く、次いで「門田」が 19.4％、「一

箕」が 13.9％となっている。 

 なお、「中心市街地」は 24.0％、「周辺部」は 76.0％であった。（※） 

 

（※）本章において、グラフ中の地区名に下線のある城北・行仁・日新・謹教・鶴城地区を「中心市街

地」とし、それ以外の地区を「周辺部」として集計している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地

24.0%

周辺部

76.0%

(N = 1,425)

％

城北・行仁・日新・
謹教・鶴城

城西 （N = 1,425）

神指・町北・高野

門田

大戸

東山

一箕

湊

北会津

河東

市外

24.0

8.6

4.1

19.4

1.3

4.8

13.9

0.8

6.2

5.0

11.9

0 10 20 30

中心市街地

周

辺

部
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2. 性別 

 

「男性」は 49.1％、「女性」は 50.9％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 家族構成 

 

 「核家族（父母・子ども）」が 52.9％と最も高く、次いで「三世代同居（祖父母・父母・子

ども）」が 32.7％、「ひとり親世帯（母・子ども又は父・子ども）」が 10.3％となっている。 

 地区別にみたとき、中心市街地において「核家族（父母・子ども）」の割合が高く、6 割を

超えており、「三世代同居（祖父母・父母・子ども）」の割合は 2 割強にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

【学校別】 

 

 

男性

49.1%
女性

50.9%

(N = 1,423)

核家族

（父母・子ども）

52.9%三世代同居（祖父

母・父母・子ども）

32.7%

ひとり親世帯

（母・子ども又は

父・子ども）

10.3%

その他

4.1%

(N = 1,424)

地区（地域）

　合　計 1,413

中心市街地 338

周辺部 1,075

52.8

62.1

49.9

32.8

22.5

36.1

10.3

12.1

9.7

4.1

3.3

4.4

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

(N = 1,413)

核家族（父母・子ども） 三世代同居（祖父母・父母・子ども）
ひとり親世帯（母・子ども又は父・子ども） その他

通っている学校

　合　計 1,420

中学校 946

高等学校 474

53.0

56.3

46.2

32.7

28.2

41.6

10.3

11.0

8.9

4.1

4.4

3.4

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

(N = 1,420)

核家族（父母・子ども） 三世代同居（祖父母・父母・子ども）
ひとり親世帯（母・子ども又は父・子ども） その他
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4. 気軽に相談できる人（場所）の有無 

 

 「いる」は 88.3％、「いない」は 11.7％であった。 

 学校別にみたとき、「中学校」において「いる」と回答した割合は 91.2％を占めており、「高

等学校」よりも 8.5 ポイント上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

【学校別】 

 

 

 

 

 

 

【家族構成別】 

いる

88.3%

いない

11.7%(N = 1,429)

地区（地域）

　合　計 1,417

中心市街地 339

周辺部 1,078

88.3

87.9

88.4

11.7

12.1

11.6

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

(N = 1,417) いる いない

通っている学校

　合　計 1,426

中学校 953

高等学校 473

88.4

91.2

82.7

11.6

8.8

17.3

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

(N = 1,426)
いる いない

家族構成

　合　計 1,416

核家族（父母・子ども） 749

三世代同居（祖父母・父母・
子ども）

462

ひとり親世帯（母・
子ども又は父・子ども）

147

その他 58

88.3

87.6

91.1

83.0

87.9

11.7

12.4

8.9

17.0

12.1

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

(N = 1,416)
いる いない
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5. 気軽に相談できる先  

 

 「友人や知人」が 87.0％と最も高く、次いで「親」が 61.2％、「きょうだい、祖父母等の親

族」が 31.3％となっている。 

 家族構成別にみたとき、ひとり親世帯において、「親」と回答した割合が、他の構成と比べ低

くなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

親

きょうだい、祖父母等の
親族

友人や知人

近所の人

学校の先生やスクール
カウンセラー

自治体の子育て関連
担当窓口

インターネット上
のサイト

その他

61.2

31.3

87.0

1.3

15.9

0.1

2.8

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,264)

％

親

きょうだい、祖父母等の
親族

友人や知人

近所の人

学校の先生やスクール
カウンセラー

自治体の子育て関連
担当窓口

インターネット上
のサイト

その他

61.0

31.4

87.1

1.3

15.9

0.1

2.8

0.8

67.3

36.0

85.0

1.3

17.0

0.0

1.3

1.3

59.1

29.9

87.7

1.3

15.6

0.1

3.2

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,255)

合 計 中心市街地 周辺部
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【学校別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家族構成別】 

％

親

きょうだい、祖父母等の
親族

友人や知人

近所の人

学校の先生やスクール
カウンセラー

自治体の子育て関連
担当窓口

インターネット上
のサイト

その他

61.1

31.3

87.1

1.3

15.9

0.1

2.9

0.8

61.3

31.9

86.4

1.3

17.4

0.0

3.0

0.9

60.8

30.0

88.5

1.3

12.7

0.3

2.5

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,261)

合 計 中学校 高等学校

％

親

きょうだい、祖父母等の
親族

友人や知人

近所の人

学校の先生やスクール
カウンセラー

自治体の子育て関連
担当窓口

その他

インターネット上
のサイト

61.2

31.3

87.0

1.3

15.9

0.1

2.9

0.8

65.8

32.2

87.5

1.5

17.5

0.2

2.6

0.8

58.8

30.6

86.7

0.9

12.8

0.0

3.8

0.7

48.0

28.5

86.2

0.8

17.9

0.0

0.8

0.8

52.9

33.3

84.3

2.0

17.6

0.0

3.9

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,254)

合 計 核家族（父母・子ども）
三世代同居（祖父母・父母・子ども） ひとり親世帯（母・子ども又は父・子ども）
その他
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6. 【過ごし方】平日の放課後  

 

 「学校のクラブ活動、部活動」が 83.4％と最も高く、次いで「ゲーム、PC、スマートフォン

で遊んでいる」が 68.2％、「勉強（自宅、学習塾、予備校など）」が 63.9％となっている。 

 学校別にみたとき、中学校においては「勉強（自宅、学習塾、予備校など）」が 8 割近くを

占める一方で、高等学校においては 3 割半ばとなった。 

 また、「学校のクラブ活動、部活動」「テレビを見たり、ラジオを聴いたりしている」「読

書や音楽などの好きなこと(趣味)をしている」「ゲーム、PC、スマートフォンで遊んでいる」

「家の手伝いをしている」について、高等学校の占める割合は中学校よりも 10 ポイント以上低

くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

勉強（自宅、学習塾、
予備校など）

学校のクラブ活動、
部活動

学校の生徒会活動

学習塾以外の習い事に
行っている

テレビを見たり、ラジオを
聴いたりしている

ボランティアなどの
地域活動

読書や音楽などの好きな
こと( 趣味) をしている

友達とのおしゃべり
(電話やSNS をのぞく)

友達とのおしゃべり
(電話やSNS)

友達との外出( スポーツ、
遊び、買い物など)

ゲーム、PC、スマート
フォンで遊んでいる

家の手伝いをしている

家族との外出
(遊び、買い物など)

特に何もしないで、
ごろごろしている

その他

63.9

83.4

3.3

14.6

50.5

0.2

55.7

17.9

38.0

13.2

68.2

26.7

9.9

21.3

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,389)
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【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

勉強（自宅、学習塾、
予備校など）

学校のクラブ活動、
部活動

学校の生徒会活動

学習塾以外の習い事に
行っている

テレビを見たり、ラジオを
聴いたりしている

ボランティアなどの
地域活動

読書や音楽などの好きな
こと( 趣味) をしている

友達とのおしゃべり
(電話やSNS をのぞく)

友達とのおしゃべり
(電話やSNS)

友達との外出( スポーツ、
遊び、買い物など)

ゲーム、PC、スマート
フォンで遊んでいる

家の手伝いをしている

家族との外出
(遊び、買い物など)

特に何もしないで、
ごろごろしている

その他

63.8

83.6

3.3

14.5

50.5

0.2

55.5

17.9

38.2

13.2

68.0

26.7

9.8

21.1

2.5

68.7

83.1

2.4

17.5

55.7

0.3

59.0

22.6

44.0

17.2

67.2

29.8

13.0

20.5

2.4

62.2

83.7

3.5

13.5

48.8

0.2

54.4

16.5

36.4

12.0

68.3

25.6

8.8

21.2

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,377)

合 計 中心市街地 周辺部

％

勉強（自宅、学習塾、
予備校など）

学校のクラブ活動、
部活動

学校の生徒会活動

学習塾以外の習い事に
行っている

テレビを見たり、ラジオを
聴いたりしている

ボランティアなどの
地域活動

読書や音楽などの好きな
こと( 趣味) をしている

友達とのおしゃべり
(電話やSNS をのぞく)

友達とのおしゃべり
(電話やSNS)

友達との外出( スポーツ、
遊び、買い物など)

ゲーム、PC、スマート
フォンで遊んでいる

家の手伝いをしている

家族との外出
(遊び、買い物など)

特に何もしないで、
ごろごろしている

その他

63.9

83.5

3.3

14.6

50.5

0.2

55.8

17.8

38.1

13.3

68.1

26.7

10.0

21.3

2.5

77.9

87.9

3.8

19.4

57.6

0.1

59.7

16.0

37.5

14.5

72.8

31.8

12.6

20.7

2.3

36.3

74.6

2.4

5.2

36.6

0.4

48.0

21.3

39.1

11.0

58.9

16.8

4.7

22.6

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,384)

合 計 中学校 高等学校
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7. 【過ごし方】学校が休みの日  

 

 「ゲーム、PC、スマートフォンで遊んでいる」が 77.5％と最も高く、次いで「学校のクラブ

活動、部活動」が 71.5％、「読書や音楽などの好きなこと(趣味)をしている」が 65.2％となっ

ている。 

 学校別にみたとき、中学校においては「勉強（自宅、学習塾、予備校など）」が 7 割強を占

める一方で、高等学校においては 4 割強となった。 

 また、「学校のクラブ活動、部活動」「学習塾以外の習い事に行っている」「テレビを見た

り、ラジオを聴いたりしている」「ゲーム、PC、スマートフォンで遊んでいる」「家の手伝い

をしている」「家族との外出（遊び、買い物など）」について、高等学校の占める割合は中学

校よりも 10 ポイント以上低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

勉強（自宅、学習塾、
予備校など）

学校のクラブ活動、
部活動

学校の生徒会活動

学習塾以外の習い事に
行っている

テレビを見たり、ラジオを
聴いたりしている

ボランティアなどの
地域活動

読書や音楽などの好きな
こと( 趣味) をしている

友達とのおしゃべり
(電話やSNS をのぞく)

友達とのおしゃべり
(電話やSNS)

友達との外出( スポーツ、
遊び、買い物など)

ゲーム、PC、スマート
フォンで遊んでいる

家の手伝いをしている

家族との外出
(遊び、買い物など)

特に何もしないで、
ごろごろしている

その他

61.3

71.5

0.3

11.8

58.2

0.7

65.2

18.3

43.6

54.4

77.5

32.5

49.9

33.1

3.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,384)
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【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校別】 

 

 

 

 

 

 

 

％

勉強（自宅、学習塾、
予備校など）

学校のクラブ活動、
部活動

学校の生徒会活動

学習塾以外の習い事に
行っている

テレビを見たり、ラジオを
聴いたりしている

ボランティアなどの
地域活動

読書や音楽などの好きな
こと( 趣味) をしている

友達とのおしゃべり
(電話やSNS をのぞく)

友達とのおしゃべり
(電話やSNS)

友達との外出( スポーツ、
遊び、買い物など)

ゲーム、PC、スマート
フォンで遊んでいる

家の手伝いをしている

家族との外出
(遊び、買い物など)

特に何もしないで、
ごろごろしている

その他

61.4

71.6

0.2

11.5

58.2

0.6

65.2

18.3

43.7

54.3

77.3

32.5

49.9

32.9

3.2

66.2

74.9

0.3

12.1

61.9

1.5

70.7

22.1

48.9

55.9

76.1

35.3

51.7

30.2

3.6

59.8

70.6

0.2

11.3

57.0

0.3

63.5

17.1

42.1

53.8

77.7

31.6

49.4

33.8

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,372)

合 計 中心市街地 周辺部

％

勉強（自宅、学習塾、
予備校など）

学校のクラブ活動、
部活動

学校の生徒会活動

学習塾以外の習い事に
行っている

テレビを見たり、ラジオを
聴いたりしている

ボランティアなどの
地域活動

読書や音楽などの好きな
こと( 趣味) をしている

友達とのおしゃべり
(電話やSNS をのぞく)

友達とのおしゃべり
(電話やSNS)

友達との外出( スポーツ、
遊び、買い物など)

ゲーム、PC、スマート
フォンで遊んでいる

家の手伝いをしている

家族との外出
(遊び、買い物など)

特に何もしないで、
ごろごろしている

その他

61.4

71.5

0.3

11.7

58.2

0.7

65.5

18.2

43.7

54.3

77.5

32.6

50.0

33.1

3.2

71.0

75.9

0.3

15.5

65.9

0.7

68.8

19.3

42.2

57.6

81.4

37.9

54.1

31.2

2.5

42.5

62.9

0.2

4.3

43.0

0.6

59.0

16.0

46.7

47.7

69.8

22.0

41.9

36.7

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,379)

合 計 中学校 高等学校
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8. 【勉強する場所】平日の放課後  

 

 「自宅」が 95.1％と最も高く、次いで「学習塾、予備校」が 23.2％、「カフェ、店舗内イー

トインスペースなど」が 5.3％となっている。 

 学校別にみたとき、「学習塾、予備校」と回答した割合について、中学校が 3 割弱であるのに

対し、高等学校では 1 割強となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

自宅

図書館（学校の図書館
をのぞく）

公民館

学習塾、予備校

カフェ、店舗内

イートインスペースなど

その他

95.1

3.1

0.4

23.2

5.3

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,433)

％

自宅

図書館（学校の図書館
をのぞく）

公民館

学習塾、予備校

カフェ、店舗内

イートインスペースなど

その他

95.1

3.1

0.4

23.0

5.2

4.9

96.5

4.4

0.0

24.2

5.6

4.4

94.6

2.7

0.6

22.7

5.1

5.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,420)

合 計 中心市街地 周辺部

％

自宅

図書館（学校の図書館
をのぞく）

公民館

学習塾、予備校

カフェ、店舗内

イートインスペースなど

その他

95.1

3.2

0.4

23.3

5.3

4.8

97.0

1.0

0.4

29.1

1.0

2.4

91.4

7.4

0.4

11.6

13.7

9.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,428)

合 計 中学校 高等学校
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9. 【勉強する場所】学校が休みの日  

 

 「自宅」が 96.8％と最も高く、次いで「学習塾、予備校」が 12.9％、「図書館（学校の図書

館をのぞく）」が 10.5％となっている。 

 学校別にみたとき、「カフェ、店舗内イートインスペースなど」と回答した割合について、高

等学校では 2 割弱であるのに対し、中学校では 1 割に満たない結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校別】 

 

 

％

自宅

図書館（学校の図書館
をのぞく）

公民館

学習塾、予備校

カフェ、店舗内
イートインスペースなど

その他

96.8

10.5

2.3

12.9

10.2

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,425)

％

自宅

図書館（学校の図書館
をのぞく）

公民館

学習塾、予備校

カフェ、店舗内

イートインスペースなど

その他

96.8

10.5

2.3

12.7

10.2

3.5

97.1

11.2

0.3

15.6

12.1

4.1

96.7

10.2

3.0

11.8

9.6

3.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,413)

合 計 中心市街地 周辺部

％

自宅

図書館（学校の図書館
をのぞく）

公民館

学習塾、予備校

カフェ、店舗内

イートインスペースなど

その他

96.8

10.4

2.3

12.9

10.3

3.4

98.4

8.8

3.0

14.3

6.2

3.0

93.7

13.7

1.1

10.3

18.4

4.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1,421)

合 計 中学校 高等学校
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10. 【居場所への満足度】平日の放課後  

 

 「満足している」が 42.2％と最も高く、次いで「特に感じることは無い」が 27.9％、「やや

満足」が 21.4％となっている。 

 学校別にみたとき、中学校では「満足している」が回答の 4 割以上を占めており、高等学校

よりも 8.6 ポイント上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

 

 

 

 

 

 

 

【学校別】 

 

 

 

 

 

 

満足している

42.2%

やや満足

21.4%

特に感じることは

無い

27.9%

やや不満

5.4%

不満である

3.2%

(N = 1,435)

地区（地域）

　合　計 1,422

中心市街地 342

周辺部 1,080

42.2

44.7

41.4

21.4

25.7

20.1

27.9

22.2

29.7

5.3

4.1

5.7

3.1

3.2

3.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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11. 【居場所への満足度】学校が休みの日  

 

 「満足している」が 53.3％と最も高く、次いで「やや満足」が 19.3％、「特に感じることは

無い」が 18.8％となっている。 

 学校別にみたとき、中学校では「満足している」が回答の 6 割近くを占めているが、高等学

校においては 4 割台となっている。 
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12. 【自分の周りにあるとよい場所】平日の放課後  

 

 「静かに落ち着いて過ごせる場所」が 55.2％と最も高く、次いで「スポーツや外遊びなど身

体を思いっきり動かせる場所」が 41.6％、「友人がたくさん集まってくるような場所」が

32.7％となっている。 
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13. 【自分の周りにあるとよい場所】学校が休みの日  

 

 「スポーツや外遊びなど身体を思いっきり動かせる場所」が 62.4％と最も高く、次いで「友

人がたくさん集まってくるような場所」が 47.2％、「静かに落ち着いて過ごせる場所」が

45.1％となっている。 

 学校別にみたとき、中学校において「スポーツや外遊びなど身体を思いっきり動かせる場

所」を回答した割合が 7 割近くであるのに対し、高等学校では 5 割強となっている。 
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14. 【居場所にあるとよい機能・サービス】平日の放課後  

 

 「利用したいときに気軽に利用することができる」が 74.2％と最も高く、次いで「お金をか

けずに過ごすことができる」が 71.9％、「飲食ができる」が 60.0％となっている。 

 学校別にみたとき、「夜間（夜 8 時ごろまで）も利用することができる」と回答した割合が、

高等学校では 5 割近くを占めているのに対し、中学校では 3 割台となっている。また、「漫画や

DVD を見たり、インターネットが利用できる」は中学校では 5 割近くとなったのに対し、高等

学校では 3 割半ばとなった。 
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【地区別】 
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15. 【居場所にあるとよい機能・サービス】学校が休みの日  

 

 「利用したいときに気軽に利用することができる」が 79.4％と最も高く、次いで「お金をか

けずに過ごすことができる」が 75.4％、「飲食ができる」が 72.4％となっている。 

 学校別にみたとき、中学校において、「児童(小学生) や生徒(中高生) が優先して利用するこ

とができる」「漫画や DVD を見たり、インターネットが利用できる」がともに高等学校の回答

を 20 ポイント程度上回っている。 
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16. 自分の周りにあるとよい場所での過ごし方  

 

 「スポーツや外遊びなど身体を思いっきり動かす」が 60.6％と最も高く、次いで「飲食」が

58.7％、「友達とのおしゃべり」が 54.1％となっている。 

 学校別にみたとき、高等学校において「飲食」が 56.7％と最も高く、「スポーツや外遊びな

ど身体を思いっきり動かす」と「勉強や読書など、静かに落ち着いて過ごす」はどちらも 5 割

近くとなっている。 
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17. 平日の放課後や学校が休みの日の居場所づくりへの意見（一部抜粋） 

 

【学校生活（勉強・部活動）について】 

・学校が休みの日に、室内で中学生だけが使えて、広くて快適な場所を作ってほしい。 

・部活やりすぎで無理。やりたいことも何もできない。  

・部活の時間を減らしてほしい。一部の人たちだけでなく、全体みんなが休めるようにしてほ

しい。 

・部活が土日両方にあるのを片方にし、平日にも休みがほしい。  

・水泳の時間は小学校と同じプールなので、中学校優先で使えるプールがほしい。  

・夏にエアコンがほしい。  

・部活をする時間を増やしてほしい。放課後の時間と休日の土日の活動数を増やしてほしい。

部活としての夜練、朝練を増やしてほしい。顧問以外の先生の外部コーチがほしい。顧問の

先生が部活に来られないときにコーチの人がいたらよい。学校の体育館を広くしてほしい。

使わない学校の体育館の開放をしてほしい。学校の階段を少なくしてほしい。  

 

【デパート・ショッピングモールについて】 

・ラウンドワンみたいな体を動かせたりゲームしたりリフレッシュしたい。大きなショッピン

グモールを造って親がちょっとでも楽が出来るように。  

・会津にも映画館やイオンができたらうれしい。 

・買い物できるところを増やしてほしい。ショッピングモールとか駅の周りがさびしい気がす

るのでもっと発展してほしい。スタバほしい。 

・ほぼ部活があるので、新しい建物が建ってもなかなか行けないと思う。けど、デパート等の

にぎやかな所が増えてほしい。  

・会津若松市にイオンモールやイオンシネマを誘致してほしい。  

 

【飲食店（カフェ・レストランなど）について】 

・安いネットカフェがあったら、休めるのでいいと思う。 

・現在、神明通りのドトールを勉強するときなどに利用している。あのような場所がもう一つ

あればいいと思う。 

・駅周辺に、郡山みたいな買い物（服）ができるところや、塾に行く前に友達と立ち寄れるよ

うな、イートインスペースなどがほしい。 

 

【運動・ダンスなどが出来る場所について】 

・ボールが使える場所あるとよい。 

・自分のやりたいスポーツが冬でも夏でもできる「室内スポーツ場」が家の近くにあればいい

なと思う。 

・中学生だけでも借りられるダンスホールがほしい。 

 


