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Ⅰ 調査の概要 
 

１ 調査の目的 

 

この調査は、子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたって、市民の子育てに関する生活実態や意

見・要望を確実に把握するために実施したものです。 

 

２ 調査設計 

調査地域   ：備前市 

調査対象者  ：平成 30 年 10 月１日現在、備前市に住んでいる就学前・小学生児童がいる全

世帯の皆様 

対象数    ：就学前 1,322人 小学生 1,342人 

調査期間   ：平成 31年 1月 8日～平成 31年 1月 18日まで 

調査方法   ：郵送及び保育園・学校等関係機関通じての配布回収 

 

３ 回収結果 

 

調査票 
調査対象者数 

（配布数） 
有効回収数 有効回収率 

就学前児童用調査票 1,322票 957票 72.4％ 

小学校児童用調査票 1,342票 1,166票 86.9％ 

合計 2,664票 2,123票 79.7％ 
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４ 報告書の見方 

 

● 回答結果は、有効サンプル数に対して、少数第２位を四捨五入したそれぞれの割合を示していま

す。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％

にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析文、グラフ、表においても反映していま

す。 

 

● 複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごとの有

効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0％をこえる場合があり

ます。 

 

● 図表中おいて、「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が著しく困難

なものです。 

 

 ● グラフおよび表のＮ数は有効標本数（集計対象者総数）、（ＳＡ）は単数回答の設問、（ＭＡ）は複

数回答の設問を表しています。 

 

● 本文中の設問の選択肢について、長い文は簡略化している場合があります。 
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Ⅱ 就学前児童調査 
 

１ お子さんとご家族の状況について 

問１ あなたのお住まいの地域はどちらですか。 (SA) 

 「伊部」が 26.6％で突出しています。「伊里」が 15.2％、「香登」が 9.9％で続いています。 

 

問２ お子さんの年齢 (SA) 

 「５歳」が 18.8％で最も高くなっています。次いで「４歳」が 15.3％、「３歳」「６歳」が 14.0％で続

いています。 

 

3.1 

9.9 

26.6 

6.8 

3.6 

15.2 

6.3 

8.5 

8.5 

9.8 

1.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

西鶴山

香登

伊部

片上

東鶴山

伊里

三石

日生西

日生東

吉永

無回答

就学前児童 (SA) N=957

8.7 

12.4 

12.4 

14.0 

15.3 

18.8 

14.0 

4.4 

0% 5% 10% 15% 20%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

就学前児童 (SA) N=957
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年齢３区分 (SA) 

 「３歳以上」が 62.0％を占めています。 

 

問３ あて名のお子さんを含め、お子さんは何人いらっしゃいますか。 (数量) 

 「２人」が 45.6％で突出しています。「３人」が 22.5％、「１人」が 21.8％で続いています。 

 

０歳

8.7%

１～２歳

24.9%

３歳以上

62.0%

無回答

4.4%

就学前児童 (SA) N=957

１人

21.8%

２人

45.6%

３人

22.5%

４人

3.6%

５人以上

1.9%

無回答

4.7%

就学前児童 (数量) N=957
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問３ ２人以上いらっしゃる場合、末子の年齢（平成30年10月１日現在の年齢）をご記入く

ださい。 (数量) 

 「０歳」が 19.3％で最も高くなっています。次いで「１歳」が 18.2％、「２歳」が 13.1％で続いてい

ます。 

 

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

(SA) 

 「母親」が 92.3％を占めています。 

 

19.3 

18.2 

13.1 

12.9 

11.0 

11.0 

6.5 

8.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

就学前児童 (数量) N=703

母親

92.3%

父親

5.7%

その他

0.5%

無回答

1.5%

就学前児童 (SA) N=957
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問５ あて名のお子さんの世帯についてお答えください。 (SA) 

 「両親がいる」が 90.4％を占めています。 

 

問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのは誰ですか。あて名の

お子さんからみた関係でお答えください。 (SA) 

 「父親母親ともに」が 55.3％で最も高くなっています。次いで「主に母親」が 41.3％で続いています。 

 

両親がいる

90.4%

母子家庭

6.5%

父子家庭

0.3%

その他

1.3%
無回答

1.5%

就学前児童 (SA) N=957

父親母親ともに

55.3%

主に母親

41.3%

主に父親

0.4%

主に祖

父母

0.4%

その他

0.6%
無回答

2.0%

就学前児童 (SA) N=957
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問７ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方は誰（どこ）で

すか。 (MA) 

 「家庭」が 86.9％で最も高くなっています。次いで「保育園、認定こども園」が 65.2％、「祖父母」が

41.0％で続いています。 

 

＜問７ × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 年齢層が高くなるにつれて「保育園、認定こども園」の割合が高くなっています。 

 

  

86.9 

41.0 

4.6 

3.8 

65.2 

4.4 

1.3 

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

家庭

祖父母

友人・知人

地域

保育園、認定こども園

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=957
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問８ 日ごろ、あて名のお子さんをみてもらえる親族や知人はいますか。 (MA) 

 「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 56.1％で最も高くなっています。

次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 42.4％で続いています。 

 

 

２ お子さんの保護者の状況について 

問９① あて名のお子さんの保護者の『現在の就労状況』を教えてください。 (SA) 

 「２人ともフルタイムで働いている」が 35.5％で最も高くなっています。次いで「１人はフルタイム、

１人はパートタイムで働いている」が 35.3％、「１人はフルタイム又はパートで働いていて、１人は働い

ていない」が 24.1％で続いています。 

 

  

42.4 

56.1 

3.7 

10.0 

7.5 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

就学前児童 (MA) N=957

２人ともフルタイムで

働いている

35.5%

１人はフルタイム、１

人はパートタイムで働

いている

35.3%

１人はフルタイム又は

パートで働いていて、

１人は働いていない

24.1%

２人ともパートタイム

で働いている

1.8%

２人とも働いていない

0.5%

無回答

2.7%

就学前児童 (SA) N=957
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＜問９① × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 低い年齢層ほど「１人はフルタイム又はパートで働いていて、１人は働いていない」の割合が高く、年

齢層が高くなるにつれて「１人はフルタイム、１人はパートタイムで働いている」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

問９② あて名のお子さんの保護者の『１年以内に希望する就労状況』を教えてください。 

(SA) 

 「１人はフルタイム、１人はパートタイムで働いている」が 33.6％で最も高くなっています。次いで

「２人ともフルタイムで働いている」が 29.6％、「１人はフルタイム又はパートで働いていて、１人は働

いていない」が 11.2％で続いています。 

 

  

２人ともフルタイムで

働いている

29.6%

１人はフルタイム、１

人はパートタイムで働

いている

33.6%

１人はフルタイム又は

パートで働いていて、

１人は働いていない

11.2%

２人ともパートタ

イムで働いている

1.3%

２人とも働いていない

0.1% 無回答

24.2%

就学前児童 (SA) N=957
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＜問９② × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “２人とも働いていない”を除くそれぞれの就労状況において、同じ就労状況を希望する割合が高くな

っています。 

 “１人はフルタイム又はパートで働いていて、１人は働いていない”では、「１人はフルタイム、１人

はパートタイムで働いている」を希望する割合が４割弱となっています。 

 

 

【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１①Ａ 『母親』は１日平均何時間働いているかをご記入ください。 (数量) 

 「８時間」が 24.4％で最も高くなっています。次いで「６時間」が 13.4％、「７時間」が 12.3％で続

いています。 

 

  

2.1 

6.4 

10.6 

13.4 

12.3 

24.4 

2.9 

1.9 

26.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

４時間未満

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間以上

無回答

就学前児童 (数量) N=926
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【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１①Ｂ 『母親』は週何日働いているかをご記入ください。 (数量) 

 「５日」が 45.7％で突出しています。 

 

 

【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１①Ｃ 『母親』は市内・市外のどちらで働いているかをご記入ください。 (SA) 

 「市内」が 45.0％、「市外」が 28.5％となっています。 

 

  

2.8 

1.0 

4.6 

9.6 

45.7 

10.8 

1.0 

24.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

就学前児童 (数量) N=926

市内

45.0%

市外

28.5%

無回答

26.5%

就学前児童 (SA) N=926
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【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１②Ａ 『父親』は１日平均何時間働いているかをご記入ください。 (数量) 

 「８時間」が 49.5％で突出しています。「10 時間以上」が 23.2％、「９時間」が 12.3％で続いていま

す。 

 

 

【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１②Ｂ 『父親』は週何日働いているかをご記入ください。 (数量) 

 「５日」が 44.6％で最も高くなっています。次いで「６日」が 39.7％で続いています。 

 

  

0.2 

0.4 

0.4 

3.2 

49.5 

12.3 

23.2 

10.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間以上

無回答

就学前児童 (数量) N=926

0.6 

0.6 

44.6 

39.7 

2.8 

11.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

就学前児童 (数量) N=926
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【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１②Ｃ 『父親』は市内・市外のどちらで働いているかをご記入ください。 (SA) 

 「市内」が 47.7％、「市外」が 41.4％となっています。 

 

 

【問９の②で１年以内の希望で「働いていない」と答えた方】 

問９－２①Ａ 『母親』の１年後以降の希望についておうかがいします。 (SA) 

 「１年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい」が 55.5％を占めています。 

 

  

市内

47.7%

市外

41.4%

無回答

10.9%

就学前児童 (SA) N=926

子育てや家事

などに専念し

たい（就労の

予定はない）

35.2%

１年より先、一番下

の子どもが（ ）歳

になったころに就労

したい

55.5%

無回答

9.3%

就学前児童 (SA) N=108
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【問９-２の①で「１年より先、一番下の子どもが、（ ）歳になったころに就労したい」と答えた方】 

問９－２①Ｂ 『母親』は一番下の子どもが何歳になったころに就労したいですか。 (数量) 

 「３歳」が 28.3％で最も高くなっています。次いで「４歳」が 21.7％、「１歳」が 15.0％で続いてい

ます。 

 

 

【問９の②で１年以内の希望が「働いていない」と答えた方】 

問９－２②Ａ 『父親』の１年後以降の希望についておうかがいします。 (SA) 

 回答がありませんでした。 

 

15.0 

1.7 

28.3 

21.7 

3.3 

13.3 

3.3 

6.7 

0.0 

1.7 

5.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

１０歳

無回答

就学前児童 (数量) N=60
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問10 あなたの世帯の合計年収（ボーナスを含む手取額）についておうかがいします。 (SA) 

 「300万円以上」が 70.4％を占めています。 

 

＜問 10 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 働いている時間が長い就労状況ほど「300万円以上」の割合が高くなっています。 

 

 

  

100万円未満

2.4% 100～200万円未満

6.9%

200～300万

円未満

15.5%

300万円以上

70.4%

無回答

4.8%

就学前児童 (SA) N=957
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３ お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

問11 お子さんは現在、「定期的な教育・保育事業」を利用されていますか。 (SA) 

 「利用している」が 71.2％、「利用していない」が 26.2％となっています。 

 

＜問 11 × 問２ 年齢別クロス＞ 

 年齢層が高くなるにつれて「利用している」の割合が高くなっています。 

 

  

利用している

71.2%

利用していない

26.2%

無回答

2.6%

就学前児童 (SA) N=957
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＜問 11 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “１人はフルタイム又はパートで働いていて、１人は働いていない”では「利用していない」の割合が

他の就労状況と比べて高くなっています。 

 

 

【問11で「利用している」と答えた方】 

問11-１ お子さんは、平日どのような教育・保育事業を利用していますか。年間を通じて

「定期的」に利用している事業をお答えください。 (MA) 

 「保育園、認定こども園の保育利用」が 67.5％で突出しています。「幼稚園・認定こども園の教育標準

時間利用」が 25.3％、「幼稚園・認定こども園の預かり保育」が 11.2％で続いています。 

 

  

25.3 

11.2 

67.5 

0.1 

1.2 

0.4 

0.0 

0.1 

1.3 

1.3 

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

幼稚園・認定こども園の教育標準時間利用

幼稚園・認定こども園の預かり保育

保育園、認定こども園の保育利用

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他の保育サービス

無回答

就学前児童 (MA) N=681
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＜問 11-1 × 問１ 地域別クロス＞ 

 “日生西”、“日生東”、“吉永”では「幼稚園・認定こども園の預かり保育」の割合が他の地域と比べて

高くなっています。 

 

 

＜問 11-1 × 問２ 年齢別クロス＞ 

 年齢層が高くなるにつれて「幼稚園・認定こども園の教育標準時間利用」「幼稚園・認定こども園の預

かり保育」の割合が高くなっています。 
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＜問 11-1 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “１人はフルタイム又はパートで働いていて、１人は働いていない”では「幼稚園・認定こども園の教

育標準時間利用」の割合が他の就労状況と比べて高くなっています。 

 

 

問11-１ 現在の「幼稚園・認定こども園の預かり保育」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 「５日」が 78.9％で突出しています。 

 

  

1.3 

1.3 

1.3 

3.9 

78.9 

6.6 

6.6 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

就学前児童 (数量) N=76
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2.6 

6.6 

38.2 

18.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22.4 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.5 

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

2.6

22.4

35.5

26.3

1.3

0.0

9.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=76

開始時刻

終了時刻

 

問11-１ 現在の「幼稚園・認定こども園の預かり保育」の預かり時間は何時ですか。【開始

時間】【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「８時」が 38.2％で突出しています。「14時」が 22.4％、「９時」が 18.4％で続いてい

ます。 

 終了時間では、「17時」が 35.5％で最も高くなっています。次いで「18時」が 26.3％、「16時」が 22.4％

で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問11-１ 現在の「保育園、認定こども園の保育利用」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 「５日」が 87.4％で突出しています。 

 

0.4 

0.9 

1.5 

87.4 

7.8 

2.0 

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

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

就学前児童 (数量) N=460
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0.0 

15.0 

55.0 

27.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.4

23.9

44.3

27.8

1.1

0.0

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=460

開始時間

終了時間

問11-１ 現在の「保育園、認定こども園の保育利用」の預かり時間は何時ですか。【開始時

間】 【終了時間】(数量) 

 開始時間では、「８時」が 55.0％で突出しています。「９時」が 27.4％、「７時」が 15.0％で続いてい

ます。 

 終了時間では、「17時」が 44.3％で最も高くなっています。次いで「18時」が 27.8％、「16時」が 23.9％

で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問11-１ 現在の「家庭的保育」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 回答がありませんでした。 

 

問11-１ 現在の「家庭的保育」の預かり時間は何時ですか。【開始時間】【終了時間】 (数量) 

 回答がありませんでした。 

 

問11-１ 現在の「事業所内保育施設」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 「５日」が５件、「４日」が２件、「２日」が１件となっています。 
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問11-１ 現在の「事業所内保育施設」の預かり時間は何時ですか。【開始時間】【終了時間】 

(数量) 

 開始時間では、「８時」「９時」がそれぞれ４件ずつとなっています。 

 終了時間では、「18時」が３件、「17時」が２件、「13時」「15時」「16時」がそれぞれ１件ずつとなっ

ています。 

 

問11-１ 現在の「認可外保育施設」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 「５日」が２件、「３日」が１件となっています。 

 

問11-１ 現在の「認可外保育施設」の預かり時間は何時ですか。【開始時間】【終了時間】 

(数量) 

 開始時間では「９時」が３件となっています。 

 終了時間では「17時」が２件、「14時」が１件となっています。 

 

問11-１ 現在の「居宅訪問型保育」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 回答がありませんでした。 

 

問11-１ 現在の「居宅訪問型保育」の預かり時間は何時ですか。【開始時間】【終了時間】 

(数量) 

 回答がありませんでした。 

 

問11-１ 現在の「ファミリー・サポート・センター」の預かり日数は週何日ですか。 (数

量) 

 「５日」が１件となっています。 

 

問11-１ 現在の「ファミリー・サポート・センター」の預かり時間は何時ですか。【開始時

間】【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「15時」が１件となっています。 

 終了時間では、「18時」が１件となっています。 
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問11-１ 現在の「その他の保育サービス」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 「１日」が４件、「２日」「３日」「５日」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

 

問11-１ 現在の「その他の保育サービス」の預かり時間は何時ですか。【開始時間】【終了

時間】 (数量) 

 開始時間では、「９時」が４件、「８時」「10時」がそれぞれ２件ずつとなっています。 

 終了時間では、「14 時」が４件、「16 時」が２件、「13 時」「15 時」がそれぞれ１件ずつとなっていま

す。 

 

【問11で「利用している」と答えた方】 

問11－２ 現在、利用している教育・保育事業はどこで受けられていますか。 (SA) 

 「備前市内」が 96.8％を占めています。 

 

  

備前市内

96.8%

備前市外

0.9%

無回答

2.3%

就学前児童 (SA) N=681
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【問11で「利用している」と答えた方】 

問11－３ 平日に定期的にサービスを利用している、又は利用したい理由は何ですか。 (MA) 

 「子育てをしている人が現在就労している」が 77.4％で最も高くなっています。次いで「子どもの教

育や発達のため」が 52.1％で続いています。 

 

【問11で「利用していない」と答えた方】 

問11－４① 平日に定期的にサービスを利用しない理由は何ですか。 (MA) 

 「父母が子どもをみており、利用する必要がない」が 53.0％で最も高くなっています。次いで「子ど

もがまだ小さいため（ ）歳くらいになったら利用しようと考えている」が 33.1％、「利用したいが、保

育・教育の事業に空きがない」が 16.3％で続いています。 

 

  

52.1 

77.4 

4.3 

1.0 

1.5 

0.4 

0.7 

3.2 

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

子どもの教育や発達のため

子育てをしている人が現在就労している

子育てをしている人に就労予定がある／求職中である

子育てをしている人が家族・親族などを介護している

子育てをしている人に病気や障がいがある

子育てをしている人が学生である

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=681

53.0 

13.5 

0.8 

16.3 

1.6 

0.4 

1.2 

1.6 

33.1 

13.1 

4.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

父母が子どもをみており、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、納得できる質のサービスがない

利用したいが、場所が遠いなど、地理的な条件が合わない

子どもがまだ小さいため（ ）歳くらいになったら

利用しようと考えている

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=251
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＜問 11-4① × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 “０歳”では「子どもがまだ小さいため（ ）歳くらいになったら利用しようと考えている」が、“１

～２歳”では「利用したいが、保育・教育の事業に空きがない」の割合がそれぞれ他の年齢層と比べて高

くなっています。 

 

【問11-４①で「子どもがまだ小さいため（ ）歳くらいになったら利用しようと考えている」と答えた方】 

問11－４② 子どもが何歳くらいになったら利用しようと考えていますか。 (数量) 

 「１歳」が 43.4％で最も高くなっています。次いで「３歳」が 31.3％で続いています。 

 

2.4 

43.4 

9.6 

31.3 

7.2 

1.2 

4.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

就学前児童 (数量) N=83
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問12 現在、利用している、利用していないにかかわらず、お子さんの平日の教育・保育事

業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えください。 (MA) 

 「保育園、認定こども園の保育利用」が 63.3％で突出しています。「幼稚園・認定こども園の教育標準

時間利用」が 30.0％、「幼稚園・認定こども園の預かり保育」が 16.7％で続いています。 

 

 

＜問 12 × 問１ 地域別クロス＞ 

 地域によって割合に差がみられます。 

 

  

30.0 

16.7 

63.3 

1.3 

2.1 

0.3 

2.0 

3.3 

0.4 

2.0 

4.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

幼稚園・認定こども園の教育標準時間利用

幼稚園・認定こども園の預かり保育

保育園、認定こども園の保育利用

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他の保育サービス

利用したいサービスはない

無回答

就学前児童 (MA) N=957
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＜問 12 × 問２ 年齢別クロス＞ 

 年齢層が高くなるにつれて「幼稚園・認定こども園の教育標準時間利用」「幼稚園・認定こども園の預

かり保育」の割合が高くなっています。 

 

 

＜問 12 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “１人はフルタイム又はパートで働いていて、１人は働いていない”では「幼稚園・認定こども園の教

育標準時間利用」の割合が他の就労状況と比べて高くなっています。 
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問12 定期的に利用したいと考える「幼稚園・認定こども園の預かり保育」の預かり日数は

週何日ですか。 (数量) 

 「５日」が 53.1％で突出しています。 

 

問12 定期的に利用したいと考える「幼稚園・認定こども園の預かり保育」の預かり時間は

何時ですか。【開始時間】【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「８時」が 29.4％で最も高くなっています。次いで「14時」が 21.9％、「９時」が 12.5％

で続いています。 

 終了時間では、「17時」が 23.8％で最も高くなっています。次いで「16時」が 21.9％、「18時」が 20.0％

で続いています。 

 

 

 

  

3.1 

3.1 

2.5 

5.6 

53.1 

9.4 

23.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

就学前児童 (数量) N=160

0.6 

10.0 

29.4 

12.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.6 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

4.4

21.9

23.8

20.0

5.0

0.0

24.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=160

開始時間

終了時間
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0.2 

16.8 

48.3 

21.3 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

12.2 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.7

18.6

34.0

29.2

5.1

0.2

11.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=606

開始時間

終了時間

問12 定期的に利用したいと考える「保育園、認定こども園の保育利用」の預かり日数は週

何日ですか。 (数量) 

 「５日」が 73.4％で突出しています。「６日」が 12.4％で続いています。 

 

問12 定期的に利用したいと考える「保育園、認定こども園の保育利用」の預かり時間は何

時ですか。【開始時間】【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「８時」が 48.3％で突出しています。「９時」が 21.3％、「７時」が 16.8％で続いてい

ます。 

 終了時間では、「17時」が 34.0％で最も高くなっています。次いで「18時」が 29.2％、「16時」が 18.6％

で続いています。 

 

  

0.2 

1.3 

2.0 

73.4 

12.4 

0.0 

10.7 

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

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

就学前児童 (数量) N=606
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問12 定期的に利用したいと考える「家庭的保育」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 「１日」が 25.0％で突出しています。 

 

問12 定期的に利用したいと考える「家庭的保育」の預かり時間は何時ですか。【開始時間】

【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「９時」が４件、「７時」が２件となっています。 

 終了時間では、「15時」「17時」「19時」がそれぞれ２件ずつとなっています。 

 

問12 定期的に利用したいと考える「事業所内保育施設」の預かり日数は週何日ですか。 (数

量) 

 「５日」が 45.0％で突出しています。 

 

25.0 

8.3 

8.3 

0.0 

8.3 

8.3 

41.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

就学前児童 (数量) N=12

5.0 

5.0 

0.0 

0.0 

45.0 

5.0 

40.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

就学前児童 (数量) N=20
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問12 定期的に利用したいと考える「事業所内保育施設」の預かり時間は何時ですか。【開

始時間】【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「８時」が 35.0％で最も高くなっています。次いで「９時」が 25.0％で続いています。 

 終了時間では、「18時」が 40.0％で突出しています。 

 

問12 定期的に利用したいと考える「認可外保育施設」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 「５日」が３件となっています。 

 

問12 定期的に利用したいと考える「認可外保育施設」の預かり時間は何時ですか。【開始

時間】【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「９時」が３件となっています。 

 終了時間では、「17時」が２件、「15時」が１件となっています。 

 

 

0.0 

0.0 

35.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

40.0 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

15.0

40.0

0.0

0.0

40.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=20

開始時間

終了時間
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問12 定期的に利用したいと考える「居宅訪問型保育」の預かり日数は週何日ですか。 (数量) 

 「１日」が 31.6％で突出しています。「２日」が 10.5％で続いています。 

 

問12 定期的に利用したいと考える「居宅訪問型保育」の預かり時間は何時ですか。【開始

時間】【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「９時」が 15.8％で最も高くなっています。 

 終了時間では、「17時」が 15.8％で最も高くなっています。 

 

31.6 

10.5 

5.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

52.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

就学前児童 (数量) N=19

0.0 

5.3 

5.3 

15.8 

5.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.3 

0.0 

0.0 

63.2 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

5.3

15.8

5.3

5.3

0.0

63.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=19

開始時間

終了時間
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問12 定期的に利用したいと考える「ファミリー・サポート・センター」の預かり日数は週

何日ですか。 (数量) 

 「１日」が 12.5％で最も高くなっています。次いで「３日」「５日」が 9.4％で続いています。 

 

問12 定期的に利用したいと考える「ファミリー・サポート・センター」の預かり時間は何

時ですか。【開始時間】【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「７時」「９時」が 6.3％で最も高くなっています。 

 終了時間では、「18時」が 6.3％で最も高くなっています。 

 

12.5 

0.0 

9.4 

0.0 

9.4 

0.0 

0.0 

68.8 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

就学前児童 (数量) N=32

0.0 

6.3 

3.1 

6.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.1 

3.1 

0.0 

0.0 

78.1 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

3.1

6.3

3.1

3.1

78.1

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

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=32

開始時間

終了時間
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問12 定期的に利用したいと考える「その他の保育サービス」の預かり日数は週何日ですか。 

(数量) 

 「１日」「５日」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

 

問12 定期的に利用したいと考える「その他の保育サービス」の預かり時間は何時ですか。

【開始時間】【終了時間】 (数量) 

 開始時間では、「８時」「９時」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

 終了時間では、「10時」「17時以上」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

 

【問12で「幼稚園・認定こども園の教育標準時間利用」または「幼稚園・認定こども園の預かり保育」を選択

し、かつそのほかの保育サービスをあわせて選択された方】 

問12－１ 幼稚園や幼稚園預かり保育の利用を強く希望していますか。 (SA) 

 「はい」が 75.0％を占めています。 

 

はい

75.0%

いいえ

13.7%

無回答

11.3%

就学前児童 (SA) N=124
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問13 現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんを平日に預け

る施設やサービスを選ぶ際に、重視する点はどのようなことですか。 (MA) 

 「自宅の近く」が 84.0％で最も高くなっています。次いで「園長・保育士・職員スタッフ等の対応や

園の印象がよい」が 50.7％、「給食を提供している」が 50.6％で続いています。 

 

  

28.7 

0.5 

84.0 

40.0 

35.0 

12.2 

25.7 

8.5 

33.8 

2.3 

50.6 

22.2 

11.4 

24.2 

50.7 

16.4 

9.8 

1.0 

4.3 

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

職場の近く

駅の近く

自宅の近く

子どもが将来通う小学校の通学区域内にある

兄弟姉妹が通っている

夜間や休日、延長保育に対応している

０歳～２歳児の保育を実施している

病児や病後児の対応を行っている

施設・設備が清潔で整っている

送迎サービスを行っている

給食を提供している

駐車場がある

地域の評判がよい

保育料が安い

園長・保育士・職員スタッフ等の対応や園の印象がよい

保育だけでなく、さまざまな教育・保育プログラムを提供している

行事が充実している

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=957
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＜問 13 × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 低い年齢層ほど「０歳～２歳児の保育を実施している」の割合が高くなっています。 

 

 

 

４ 保育料の無償化について 

問14 備前市が保育料を無償化していることを知っていますか。 (SA) 

 「知っている」が 96.1％を占めています。 

 

知っている

96.1%

知らない

2.2%

無回答

1.7%

就学前児童 (SA) N=957
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問15 保育料の無償化によって、暮らしに変化はありましたか。 (MA) 

 「子育ての費用や教育費（子どもの習い事など）を充実させられる」が 47.5％で最も高くなっていま

す。次いで「生活費にゆとりができた」が 38.2％、「子育ての不安が減った」が 36.6％で続いています。 

 

問16 備前市の保育料無償化は、子育て支援の充実につながっていると思いますか。 (SA) 

 「つながっていると思う」が 78.4％を占めています。 

 

36.6 

47.5 

38.2 

10.1 

4.4 

16.0 

27.6 

10.6 

4.5 

15.6 

4.0 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子育ての不安が減った

子育ての費用や教育費（子どもの習い事など）を充実させられる

生活費にゆとりができた

外食・レジャー、旅行等の機会が増やせた

ローンの返済や、新たなローンが組めた

貯蓄が増やせた

安心して仕事ができるようになった

幼児教育・保育施設に通わせることができた

希望する保育園・幼稚園・認定こども園に入れなくなった

特に影響はなかった

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=957

つながっている

と思う

78.4%

つながっている

と思わない

6.4%

どちらでもない

12.4%

無回答

2.8%

就学前児童 (SA) N=957
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問17 保育料が無償化されていることは、備前市に転入したい気持ちに影響を与えましたか。 

(SA) 

 「転入を考えるきっかけとなった」が 13.5％で最も高く、次いで「転入を考えるきっかけとはならな

かった」が 8.4％となっています。 

 

 

５ 地域子育て支援事業の利用状況について 

問18 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）を知っていますか。 (SA) 

 「知っている」が 91.1％を占めています。 

 

転入を考えるきっか

けとなった

13.5%

転入を考えるきっか

けとはならなかった

8.4%

わからない

7.7%

無回答

70.4%

就学前児童 (SA) N=957

知っている

91.1%

知らない

6.8%

無回答

2.1%

就学前児童 (SA) N=957
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7.9 

25.1 

4.5 

52.2 

19.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

地域子育て支援センター（伊里認定こども園内）

親と子のつどいのひろばなど

その他の子育てサロン、子育てサークルなど

現在利用していない

無回答

就学前児童 (MA) N=957

問19① 『現在』地域子育て支援センターや親と子のつどいのひろばなどを利用しています

か。 (MA) 

 「現在利用していない」が 52.2％で突出しています。「親と子のつどいのひろば など」が 25.1％、「地

域子育て支援センター（伊里認定こども園内）」が 7.9％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 19① × 問１ 地域別クロス＞ 

 “伊里”では「地域子育て支援センター（伊里認定こども園内）」が、“伊部”では「親と子のつどいの

ひろば など」の割合がそれぞれ他の地域と比べて高くなっています。 
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＜問 19① × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 “１～２歳”の「地域子育て支援センター（伊里認定こども園内）」「親と子のつどいのひろば など」

の割合が他の年齢層と比べて高くなっています。 

 

 

＜問 19① × 問 38 地域の支えは重要と思うか別クロス＞ 

 重要だと思う人ほど「親と子のつどいのひろば など」の割合が高くなっています。 
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14.4 

35.0 

6.8 

39.7 

18.1 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

地域子育て支援センター（伊里認定こども園内）

親と子のつどいのひろばなど

その他の子育てサロン、子育てサークルなど

今後利用したくない

無回答

就学前児童 (MA) N=957

 

問19② 『今後』地域子育て支援センターや親と子のつどいのひろばなどを新たに利用した

い、利用を増やしたいと思いますか。 (MA) 

 「今後利用したくない」が 39.7％で最も高くなっています。次いで「親と子のつどいのひろば など」

が 35.0％、「地域子育て支援センター（伊里認定こども園内）」が 14.4％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 19② × 問１ 地域別クロス＞ 

 “伊里”では「地域子育て支援センター（伊里認定こども園内）」が、“西鶴山”、“東鶴山”では「親と

子のつどいのひろば など」の割合がそれぞれ他の地域と比べて高くなっています。 
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＜問 19② × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 低い年齢層ほど「地域子育て支援センター（伊里認定こども園内）」「親と子のつどいのひろば など」

の割合が高くなっています。 

 

 

＜問 19② × 問 38 地域の支えは重要と思うか別クロス＞ 

 重要だと思う人ほど「地域子育て支援センター（伊里認定こども園内）」「親と子のつどいのひろば な

ど」の割合が高くなっています。 
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【問19の①で「地域子育て支援拠点事業を利用している」と答えた方】 

問19－１① 『現在』の地域子育て支援センターや親と子のつどいのひろばの利用状況を教

えてください。 (数量) 

 「１日」が 36.2％で突出しています。「２日」が 14.1％、「６日以上」が 12.0％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問19の②で「地域子育て支援拠点事業を利用したい」と答えた方】 

問19－１② 『今後』新たな利用や増やしたときの希望利用回数を教えてください。 (数量) 

 「１日」が 28.7％で最も高くなっています。次いで「２日」が 20.1％で続いています。 

 

 

  

28.7 

20.1 

6.2 

10.0 

2.9 

10.0 

22.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

就学前児童 (数量) N=418

36.2 

14.1 

10.5 

10.1 

5.4 

12.0 

11.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

就学前児童 (数量) N=276
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就学前児童 (SA) N=957

利用する必要

はない

54.8%

ほぼ毎週利用したい

9.8%

月に１～

２回は利

用したい

28.2%

無回答

7.2%

就学前児童 (SA) N=957

６ 土曜・休日や休業期間中の「定期的」な保育園・認定こども園などの利用

希望について 

問20 保育園・認定こども園などの施設やサービスの利用希望はありますか。 (SA) 

 土曜日では、「月に１～２回は利用したい」が 28.2％となっています。 

 日曜日・祝日では、「月に１～２回は利用したい」が 14.8％となっています。 

【①土曜日】             【②日曜日・祝日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 20①土曜日 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “２人ともフルタイムで働いている”の「ほぼ毎週利用したい」の割合が他の就労状況と比べて高くな

っています。 

 “２人ともパートタイムで働いている”の「月に１～２回は利用したい」の割合が他の就労状況と比べ

て高くなっています。 

 

  

利用する必要

はない

68.6%

ほぼ毎週利用したい

2.2%

月に１～２回は利用し

たい

14.8%

無回答

14.4%
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1.1 

21.3 

47.9 

20.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9.6 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

4.3

1.1

6.4

37.2

29.8

7.4

1.1

9.6

0% 20% 40% 60%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=94

開始時間

終了時間

＜問 20②日曜日・祝日 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “２人ともパートタイムで働いている”の「月に１～２回は利用したい」の割合が他の就労状況と比べ

て高くなっています。 

 

 

問20 「ほぼ毎週利用したい場合」の利用時間は何時ですか。【開始時間】【終了時間】 (数

量) 

 開始時間について、土曜日では、「８時」が 47.9％、「７時」が 21.3％、「９時」が 20.2％で高くなっ

ています。日曜日では、「８時」が 33.3％、「７時」が 23.8％で高くなっています。 

 終了時間について、土曜日では、「17時」が 37.2％、「18時」が 29.8％で高くなっています。日曜日で

は、「17時」が 38.1％、「18時」が 19.0％で高くなっています。 

【①土曜日】             【②日曜日・祝日】 

 

 

  

0.0 

23.8 

33.3 

19.0 

4.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19.0 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

0.0

9.5

38.1

19.0

9.5

0.0

19.0

0% 20% 40% 60%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=21

開始時間

終了時間
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0.7 

15.6 

47.8 

24.8 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.5 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

4.4

1.9

4.8

14.8

41.5

20.7

2.6

0.0

8.5

0% 20% 40% 60%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=270

開始時間

終了時間

問20 「月に１～２回は利用したい場合」の利用時間は何時ですか。【開始時間】【終了時間】 

(数量) 

 開始時間について、土曜日では、「８時」が 47.8％、「９時」が 24.8％、「７時」が 15.6％で高くなっ

ています。日曜日では、「８時」が 38.7％、「９時」が 23.2％、「７時」が 19.0％で高くなっています。 

 終了時間について、土曜日では、「17時」が 41.5％、「18時」が 20.7％、「16時」が 14.8％で高くなっ

ています。日曜日では、「17時」が 29.6％、「18時」が 24.6％、「16時」が 17.6％で高くなっています。 

【①土曜日】             【②日曜日・祝日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.7 

19.0 

38.7 

23.2 

7.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11.3 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

2.8

1.4

7.7

17.6

29.6

24.6

3.5

0.0

11.3

0% 20% 40% 60%

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

就学前児童 (数量) N=142

開始時間

終了時間
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７ お子さんの病気のときの対応について 

問21 あて名のお子さんが病気やケガで普段利用している施設やサービスが利用できなか

った場合に、この１年間に行った対処方法はどれですか。 (MA) 

 「父親、又は母親が休んだ」が 59.0％で突出しています。「就労していない家族や、親族・知人などに

子どもをみてもらえる」が 24.5％で続いています。 

 

問21 「父親、又は母親が休んだ」日数は年に何日ですか。 (数量) 

 「10日以上」が 39.3％で突出しています。「５日」が 15.4％、「３日」が 12.9％で続いています。 

 

59.0 

1.8 

0.1 

0.4 

24.5 

2.0 

6.8 

23.2 

0% 20% 40% 60% 80%

父親、又は母親が休んだ

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（病後児）を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

就労していない家族や、親族・知人などに子どもをみてもらえる

その他

この一年で、病気やケガはなかった

無回答

就学前児童 (MA) N=957

3.0 

7.3 

12.9 

3.2 

15.4 

7.3 

39.3 

11.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１日

２日

３日

４日

５日

６～10日

10日以上

無回答

就学前児童 (数量) N=565
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問21 「病児・病後児の保育を利用した」日数は年に何日ですか。 (数量) 

 「２日」が 29.4％で最も高くなっています。次いで「５日」が 23.5％、「１日」が 17.6％で続いてい

ます。 

 

問21 「ファミリー・サポート・センター（病後児）を利用した」日数は年に何日ですか。 

(数量) 

 「５日」が１件となっています。 

 

問21 「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」日数は年に何日ですか。 (数量) 

 「５日」が２件となっています。 

【問21で「父親、又は母親が休んだ」と答えた方】 

問21－１ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設を利用したい」と思いました

か。 (SA) 

 「利用したいとは思わない」が 69.4％を占めています。 

 

  

17.6 

29.4 

0.0 

5.9 

23.5 

0.0 

11.8 

11.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１日

２日

３日

４日

５日

６～10日

10日以上

無回答

就学前児童 (数量) N=17



49 

＜問 21-1 × 問１ 地域別クロス＞ 

 “西鶴山”の「できれば病児・病後児保育施設を利用したい」の割合が他の地域と比べて高くなってい

ます。 

 

 

問21－１ できれば病児・病後児保育施設を利用したい日数は年に何日ですか。 (数量) 

 「５日」が 24.5％で最も高くなっています。次いで「10日以上」が 20.9％、「３日」が 16.0％で続い

ています。 

 

 

7.4 

9.8 

16.0 

1.2 

24.5 

4.3 

20.9 

16.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

１日

２日

３日

４日

５日

６～10日

10日以上

無回答

就学前児童 (数量) N=163



50 

８ 一時預かり等の利用について 

問22 備前市の子どもの一時預かり事業を知っていますか。 (SA) 

 「知っているが利用していない」が 58.4％を占めています。 

 

＜問 22 × 問１ 地域別クロス＞ 

 “日生西”、“日生東”の「利用したことがある」の割合が他の地域と比べて高くなっています。 

 

利用したことがある

14.8%

知っているが利

用していない

58.4%

知らない

23.4%

無回答

3.4%

就学前児童 (SA) N=957
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問23 あて名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労などの理由で、「不定期」

に利用しているサービスはありますか。 (MA) 

 「利用していない」が 87.9％で突出しています。 

 

問23 「不定期」に利用しているサービスの合計利用日数 (数量) 

 「10日以上」が 23.7％で最も高くなっています。次いで「５日」が 15.8％、「２日」が 10.5％で続い

ています。 

 

3.4 

0.3 

0.1 

0.1 

0.0 

87.9 

8.2 

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

一時預かり事業

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

就学前児童 (MA) N=957

7.9 

10.5 

5.3 

0.0 

15.8 

5.3 

23.7 

31.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１日

２日

３日

４日

５日

６～10日

10日以上

無回答

就学前児童 (数量) N=38



52 

問24 あて名のお子さんについて、私用、リフレッシュ、親の通院、不定期の就労等の目的

で利用する必要があると思いますか。 (SA) 

 「利用する必要はない」が 69.9％を占めています。 

 

問24 利用したい場合、年に何日ですか。 (数量) 

 「10日以上」が 40.6％で突出しています。「５日」が 19.6％、「２日」が 10.3％で続いています。 

 

利用したい

23.4%

利用する必要は

ない

69.9%

無回答

6.7%

就学前児童 (SA) N=957

1.8 

10.3 

8.9 

1.3 

19.6 

2.7 

40.6 

14.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１日

２日

３日

４日

５日

６～10日

10日以上

無回答

就学前児童 (数量) N=224



53 

問25 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、あて名

のお子さんを「泊まりがけ」で家族以外にみてもらわなければならないことはありまし

たか。 (MA) 

 「泊まりがけでみてもらうことはなかった」が 70.4％で突出しています。「無理なくみてもらえる親族・

知人がいる」が 13.9％で続いています。 

 

問25 「泊りがけ」で家族以外にみてもらった合計宿泊数（無理をして親族・知人にみても

らった、ショートステイ事業を利用した、仕方なく子どもを同行させた、仕方なく子ど

もだけで留守番をさせたの合計） (数量) 

 「１日」が 20.5％で最も高くなっています。次いで「２日」が 17.0％、「10日以上」が 12.5％で続い

ています。 

 

  

8.3 

0.2 

4.0 

0.0 

0.1 

13.9 

70.4 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80%

無理をして親族・知人にみてもらった

ショートステイ事業を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

上記「２」以外の保育事業を利用した（認可外保育施設、ベ

ビーシッター等）

無理なくみてもらえる親族・知人がいる

泊まりがけでみてもらうことはなかった

無回答

就学前児童 (MA) N=957

20.5 

17.0 

11.6 

0.9 

4.5 

8.9 

12.5 

24.1 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

１日

２日

３日

４日

５日

６～10日

10日以上

無回答

就学前児童 (数量) N=112
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９ 子育て世代包括支援センターについて 

問26 すこやかびぜん（備前市子育て世代包括支援センター）を知っていますか。 (SA) 

 「名前は聞いたことがあるが、取組内容はよく知らない」が 38.6％で最も高く、次いで「名前も取組

内容も知らない」が 33.5％となっています。 

 

＜問 26 × 問１ 地域別クロス＞ 

 “西鶴山”の「名前も取組内容も知っている」の割合が他の地域と比べて高くなっています。 

 

 

名前も取組内容も知っ

ている

27.0%

名前は聞いたことがあ

るが、取組内容はよく

知らない

38.6%

名前も取組内容も知ら

ない

33.5%

無回答

0.9%

就学前児童 (SA) N=957



55 

問27 すこやかびぜん（備前市子育て世代包括支援センター）を利用したことはありますか。 

(SA) 

 「利用したことはない」が 70.6％を占めています。 

 

＜問 27 × 問１ 地域別クロス＞ 

 “吉永”、“西鶴山”の「利用したことがある」の割合が他の地域と比べて高くなっています。 

 

  

利用したことが

ある

27.2%

利用したことは

ない

70.6%

無回答

2.2%

就学前児童 (SA) N=957
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【問27で「利用したことがある」と答えた方】 

問27－１ すこやかびぜんの満足度についておうかがいします。 (SA) 

 「3（どちらでもない）」が 45.4％で最も高くなっています。次いで「4（やや）満足」が 30.4％で続い

ています。 

 

 

10 小学校入学後の放課後の過ごし方について 

【あて名のお子さんが５歳以上の方】 

問28 あて名のお子さんが小学校に入ったら、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどの

ような場所で過ごさせたいと思いますか。 (MA) 

 「自宅」が 48.2％で最も高くなっています。次いで「放課後児童クラブ（学童保育）」が 43.2％、「習

い事・スポーツ活動」が 32.0％で続いています。 

 

1（不満）

1.9%

2（やや不満）

9.6%

3（どちらでも

ない）

45.4%

4（やや満足）

30.4%

5（満足）

12.3%

無回答

0.4%

就学前児童 (SA) N=260

48.2 

17.5 

32.0 

43.2 

4.0 

1.3 

2.6 

13.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・スポーツ活動

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

就学前児童 (MA) N=303



57 

＜問 28 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “２人ともフルタイムで働いている”の「放課後児童クラブ（学童保育）」の割合が他の就労状況と比

べて高くなっています。 

 

 

問28① 放課後の時間を「自宅」で過ごさせたい場合、週何日くらいですか。 (数量) 

 「５日」が 41.8％で突出しています。「３日」が 22.6％で続いています。 

 

問28② 放課後の時間を「祖父母宅や友人・知人宅」で過ごさせたい場合、週何日くらいで

すか。 (数量) 

 「１日」「２日」が 26.4％で最も高くなっています。次いで「５日」が 18.9％で続いています。 

 

6.2 

8.9 

22.6 

5.5 

41.8 

0.0 

5.5 

9.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

就学前児童 (数量) N=146

26.4 

26.4 

13.2 

1.9 

18.9 

13.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

就学前児童 (数量) N=53



58 

問28③ 放課後の時間を「習い事・スポーツ活動」で過ごさせたい場合、週何日くらいです

か。 (数量) 

 「２日」が 39.2％で最も高くなっています。次いで「１日」が 29.9％、「３日」が 16.5％で続いてい

ます。 

 

問28④-1 放課後の時間を「放課後児童クラブ（学童保育）」で過ごさせたい場合、週何日

くらいですか。 (数量) 

 「５日」が 66.4％で突出しています。 

 

問28④-2 放課後の時間を「放課後児童クラブ（学童保育）」で過ごさせたい場合、何時ま

でですか。 (数量) 

 「18時」が 48.1％で最も高く、次いで「17時」が 36.6％で続いています。 

 

29.9 

39.2 

16.5 

7.2 

2.1 

5.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

就学前児童 (数量) N=97

3.1 

8.4 

9.9 

9.9 

66.4 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

就学前児童 (数量) N=131

5.3 

36.6 

48.1 

4.6 

5.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

16時

17時

18時

19時

無回答

就学前児童 (数量) N=131
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働いていなかった

40.4%

取得した（取得中で

ある）

36.1%

取得していない

20.3%

無回答

3.2%

就学前児童 (SA) N=957

問28⑤ 放課後の時間を「放課後子ども教室」で過ごさせたい場合、週何日くらいですか。 

(数量) 

 「３日」が 25.0％で最も高くなっています。 

 

問28⑥ 放課後の時間を「ファミリー・サポート・センター」で過ごさせたい場合、週何日

くらいですか。 (数量) 

 「５日」が２件、「２日」「３日」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

 

問28⑦ 放課後の時間を「その他（公民館、公園など）」で過ごさせたい場合、週何日くら

いですか。 (数量) 

 「１日」「３日」「５日」がそれぞれ２件ずつとなっています。 

 

11 両親の育児休暇等の取得状況について 

問29① あて名のお子さんが生まれたとき、『母親』は育児休業等を取得しましたか。 (SA) 

 「働いていなかった」が 40.4％で最も高く、次いで「取得した（取得中である）」が 36.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.7 

16.7 

25.0 

8.3 

16.7 

16.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

就学前児童 (数量) N=12



60 

 

＜問 29① × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “２人ともフルタイムで働いている”の「取得した（取得中である）」の割合が他の就労状況と比べて

高くなっています。 

 

 

 

問29② あて名のお子さんが生まれたとき、『父親』は育児休業等を取得しましたか。 (SA) 

 「取得していない」が 87.1％を占めています。 
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【問29①で「取得していない」と答えた方】 

問29① 『母親』が育児休業等を取得しなかった理由 (MA) 

 「子育てや家事に専念するため退職した」が 22.7％で最も高くなっています。次いで「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）」が 17.0％、「妻または夫が無職、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」が 12.9％で続いています。 

 

  

9.8 

8.8 

3.1 

3.1 

0.0 

5.2 

3.1 

1.5 

12.9 

22.7 

17.0 

8.2 

1.5 

1.0 

17.0 

5.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

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

保育園などに預けることができた

妻または夫が育児休業制度を利用した

妻または夫が無職、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

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=194
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【問29②で「取得していない」と答えた方】 

問29② 『父親』が育児休業等を取得しなかった理由 (MA) 

 「妻または夫が無職、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」が 29.2％

で最も高くなっています。次いで「仕事が忙しかった」が 26.8％、「妻または夫が育児休業制度を利用し

た」が 24.2％で続いています。 

 

16.9 

26.8 

0.1 

1.8 

2.8 

16.8 

1.1 

24.2 

29.2 

0.0 

6.4 

0.2 

1.4 

0.0 

7.0 

6.1 

0% 10% 20% 30% 40%

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

保育園などに預けることができた

妻または夫が育児休業制度を利用した

妻または夫が無職、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

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=833
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問29－１ 育児休業給付、健康保険等の保険料免除の制度を知っていましたか。 (SA) 

 「育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた」が 37.0％で最も高く、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 33.8％、「育児休業給付のみ知っていた」が 22.9％で続いていま

す。 

 

【問29①の育児休業の取得で「取得した（取得中である）」と答えた方】 

問29－２① 『母親』は育児休業取得後、職場に復帰しましたか。 (SA) 

 「育児休業取得後、職場に復帰した」が 68.4％を占めています。 

 

  

育児休業給付、保険料

免除のいずれも知って

いた

37.0%

育児休業給付のみ

知っていた

22.9%

保険料免除の

み知っていた

1.6%

育児休業給付、保険料

免除のいずれも知らな

かった

33.8%

無回答

4.8%

就学前児童 (SA) N=957

育児休業取得後、職場

に復帰した

68.4%

現在も育児休業中で

ある

23.2%

育児休業中に離職した

5.2%

無回答

3.2%

就学前児童 (SA) N=345
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【問29②の育児休業の取得で「取得した（取得中である）」と答えた方】 

問29－２② 『父親』は育児休業取得後、職場に復帰しましたか。 (SA) 

 「育児休業取得後、職場に復帰した」が 90.0％を占めています。 

 

【問29-2の①で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－３① 『母親』は育児休業から職場に復帰したのは、４月からの保育園入園に合わせ

たタイミングでしたか。あるいはそれ以外でしたか。 (SA) 

 「４月からの入園に合わせたタイミングだった」が 50.0％、「それ以外だった」が 49.2％で拮抗してい

ます。 

 

  

育児休業取得

後、職場に復

帰した

90.0%

現在も育児休業中で

ある

5.0%

育児休業中に離職した

0.0%
無回答

5.0%

就学前児童 (SA) N=20

４月からの入園

に合わせたタイ

ミングだった

50.0%
それ以外だった

49.2%

無回答

0.8%

就学前児童 (SA) N=236
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【問29-2の②で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－３② 『父親』は育児休業から職場に復帰したのは、４月からの保育園入園に合わせ

たタイミングでしたか。あるいはそれ以外でしたか。 (SA) 

 「それ以外だった」が 94.4％を占めています。 

 

【問29-2の①で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－４① 『母親』が「実際」に職場に復帰したのは、お子さんがいくつのときですか。

（歳、か月） (数量) 

 「１歳代」が 57.6％で突出しています。「６か月～１歳未満」が 31.8％で続いています。 

 

  

４月からの入園に合

わせたタイミング

だった

0.0%

それ以外だった

94.4%

無回答

5.6%

就学前児童 (SA) N=18

0.4 

2.5 

31.8 

57.6 

3.0 

3.0 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

３か月未満

３～６か月未満

６か月～１歳未満

１歳代

２歳代

３歳以上

無回答

就学前児童 (数量) N=236
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【問29-2の②で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－４② 『父親』が「実際」に職場に復帰したのは、お子さんがいくつのときですか。

（歳、か月） (数量) 

 「３か月未満」が 61.1％で突出しています。 

 

 

【問29-2の①で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－４① 『母親』は「希望」としてはお子さんがいくつのときまで取りたかったですか。

（歳、か月） (数量) 

 「１歳代」が 51.7％で突出しています。「３歳以上」が 16.9％、「２歳代」が 12.7％で続いています。 

 

  

61.1 

5.6 

5.6 

5.6 

0.0 

0.0 

22.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

３か月未満

３～６か月未満

６か月～１歳未満

１歳代

２歳代

３歳以上

無回答

就学前児童 (数量) N=18

0.0 

0.8 

9.3 

51.7 

12.7 

16.9 

8.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

３か月未満

３～６か月未満

６か月～１歳未満

１歳代

２歳代

３歳以上

無回答

就学前児童 (数量) N=236
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【問29-2の②で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－４② 『父親』は「希望」としてはお子さんがいくつのときまで取りたかったですか。

（歳、か月） (数量) 

 「３か月未満」が 38.9％で突出しています。 

 

 

【問29-2の①で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－５① 『母親』は職場に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、

「希望」としてはお子さんがいくつのときまで取りたかったですか。（歳、か月） (数量) 

 「３歳以上」が 50.0％で突出しています。「１歳代」が 29.7％、「２歳代」が 14.0％で続いています。 

 

  

38.9 

0.0 

5.6 

5.6 

11.1 

0.0 

38.9 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

３か月未満

３～６か月未満

６か月～１歳未満

１歳代

２歳代

３歳以上

無回答

就学前児童 (数量) N=18

0.0 

0.4 

2.5 

29.7 

14.0 

50.0 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

３か月未満

３～６か月未満

６か月～１歳未満

１歳代

２歳代

３歳以上

無回答

就学前児童 (数量) N=236
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【問29-2の②で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－５② 『父親』は職場に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、

「希望」としてはお子さんがいくつのときまで取りたかったですか。（歳、か月） (数量) 

 「３か月未満」が 33.3％で突出しています。「３歳以上」が 16.7％、「１歳代」が 11.1％で続いていま

す。 

 

 

【問29-4の①で実際の復帰が「希望」より早かった方】 

問29－６① 『母親』が希望より早く復帰した理由は何ですか。 (MA) 

 「職場の制度のため」が 38.3％で最も高くなっています。次いで「経済的な理由で早く復帰する必要

があった」が 33.9％、「希望する保育園に入るため」が 28.7％で続いています。 

 

  

33.3 

0.0 

5.6 

11.1 

5.6 

16.7 

27.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

３か月未満

３～６か月未満

６か月～１歳未満

１歳代

２歳代

３歳以上

無回答

就学前児童 (数量) N=18

28.7 

4.3 

33.9 

38.3 

13.0 

9.6 

6.1 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

希望する保育園に入るため

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

職場の制度のため

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=115
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利用する必要がなかっ

た（もともと短時間勤

務だった）

17.8%

利用した

36.4%

利用したかったが、利

用しなかった（利用で

きなかった）

39.4%

無回答

6.4%

就学前児童 (SA) N=236

74.4 

0.0 

0.0 

0.0 

17.9 

10.3 

10.3 

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

希望する保育園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

無回答

就学前児童 (MA) N=39

【問29-4の②で実際の復帰が「希望」より早かった方】 

問29－６② 『父親』が希望より早く復帰した理由は何ですか。 (MA) 

 「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」が２件、「希望する保育園に入るため」「その他」がそ

れぞれ１件ずつとなっています。 

 

【問29-4の①で実際の復帰が「希望」より遅かった方】 

問29－７① 『母親』が希望より遅く復帰した理由は何ですか。 (MA) 

 「希望する保育園に入れなかったため」が 74.4％で突出しています。「子どもをみてくれる人がいなか

ったため」が 17.9％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問29-4の②で実際の復帰が「希望」より遅かった方】 

問29－７② 『父親』が希望より遅く復帰した理由は何ですか。 (MA) 

 回答がありませんでした。 

 

【問29-2の①で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－８① 『母親』は育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。 

(SA) 

 「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 39.4％で最も高く、次いで「利用した」

が 36.4％となっています。 
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利用する必要がなかっ

た（もともと短時間勤

務だった）

38.9%

利用した

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）

33.3%

無回答

27.8%

就学前児童 (SA) N=18

【問29-2の②で「育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方】 

問29－８② 『父親』は育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。 

(SA) 

 「利用する必要がなかった（もともと短時間勤務だった）」が 38.9％で最も高く、次いで「利用したか

ったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 33.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問29-8の①で「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と答えた方】 

問29－９① 『母親』が育児休業からの短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかっ

た）理由は何ですか。 (MA) 

 「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が 49.5％で最も高くなっています。次いで「短

時間勤務にすると給与が減額される」が 40.9％、「仕事が忙しかった」が 29.0％で続いています。 

 

49.5 

29.0 

40.9 

3.2 

0.0 

11.8 

0.0 

18.3 

9.7 

10.8 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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園の入園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（就業規則に定めがなかった）

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

無回答

就学前児童 (MA) N=93
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【問29-8の②で「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と答えた方】 

問29－９② 『父親』が育児休業からの短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかっ

た）理由は何ですか。 (MA) 

 「仕事が忙しかった」が３件、「短時間勤務にすると給与が減額される」「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」「その他」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

 

【問29-2の①で「現在も育児休業中である」と答えた方】 

問29－10① 『母親』はあて名のお子さんが1歳になったときに必ず預けられる保育施設が

あれば、1歳になるまで育児休業を取得しますか。または、預けられる施設があっても

1歳になる前に復帰しますか。 (SA) 

 「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 83.7％を占めています。 

 

 

【問29-2の②で「現在も育児休業中である」と答えた方】 

問29－10② 『父親』はあて名のお子さんが1歳になったときに必ず預けられる保育施設が

あれば、1歳になるまで育児休業を取得しますか。または、預けられる施設があっても

1歳になる前に復帰しますか。 (SA) 

 回答がありませんでした。 

  

１歳になるまで

育児休業を取得

したい

83.7%

１歳になる前に

復帰したい

15.0%

無回答

1.3%

就学前児童 (SA) N=80
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12 お子さんとの暮らしについて 

問30① 「子育ては楽しいですか？」について、あなたの気持ちはどれですか。 (SA) 

 「楽しい時の方が多い」が 73.1％を占めています。 

 

問30②「ゆっくりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか？」について、あなた

の気持ちはどれですか。 (SA) 

 「はい」が 71.9％を占めています。 

 

楽しい時の方が

多い

73.1%

楽しくない時の方が

多い

1.3%

半々くらい

24.9%

無回答

0.7%

就学前児童 (SA) N=957

はい

71.9%

いいえ

4.9%

何とも言えない

22.5%

無回答

0.7%

就学前児童 (SA) N=957
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問30③「自分のために使える時間を持てますか？」について、あなたの気持ちはどれですか。 

(SA) 

 「はい」が 49.1％で最も高く、次いで「何とも言えない」が 31.1％となっています。 

 

問30④「子育てに自信が持てないことがありますか？」について、あなたの気持ちはどれで

すか。 (SA) 

 「はい」が 39.0％で最も高く、次いで「何とも言えない」が 35.6％となっています。 

 

はい

49.1%

いいえ

19.0%

何とも言えない

31.1%

無回答

0.7%

就学前児童 (SA) N=957

はい

39.0%

いいえ

24.8%

何とも言えない

35.6%

無回答

0.6%

就学前児童 (SA) N=957
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問30⑤「子どもを虐待しているのではないかと思う」について、あなたの気持ちはどれです

か。 (SA) 

 「いいえ」が 68.5％を占めています。 

 

【問30⑤で「はい」と答えた方】 

問30⑥ 「⑤虐待していると思う」場合、それはどのようなことですか？ (MA) 

 「感情的な言葉」が 90.5％で突出しています。「たたくなど」が 44.2％、「しつけのし過ぎ」が 32.6％

で続いています。 

 

はい

9.9%

いいえ

68.5%

何とも言えない

20.9%

無回答

0.7%

就学前児童 (SA) N=957

44.2 

1.1 

32.6 

90.5 

5.3 

1.1 

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

たたくなど

食事を長時間与えないなどの制限や放置

しつけのし過ぎ

感情的な言葉

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=95
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問31 子育てをしていて良かったことや喜びを感じたことはどのようなことですか。 (MA) 

 「子どもの成長をみるのが喜びである」が 93.1％で最も高くなっています。次いで「子どもとの交流

が楽しい」が 76.0％、「家庭の中が明るくなる」が 74.6％で続いています。 

 

問32 子どもと一緒に外出する際に困ることはどのようなことですか。 (MA) 

 「トイレが親子で利用するよう整備されていない」が 42.7％で最も高くなっています。次いで「親子

で一緒に過ごせる場所や参加できるイベントが少ない」が 29.3％、「授乳する場所や設備がない」が 23.3％

で続いています。 

 

  

76.0 

93.1 

51.6 

42.7 

74.6 

49.4 

31.9 

1.3 

0.7 

0.9 

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

子どもとの交流が楽しい

子どもの成長をみるのが喜びである

子どもの成長を通して人間関係が広がる

人間的に成長できる

家庭の中が明るくなる

夫婦や家族のきずなが強くなる

孤独感を感じることがない

その他

特にない

無回答

就学前児童 (MA) N=957

21.4 

42.7 

16.4 

19.2 

15.6 

23.3 

29.3 

20.1 

5.7 

18.7 

1.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

生活道路に車が入り危険

トイレが親子で利用するよう整備されていない

段差が多くベビーカーで通行しにくい

暗い通りや見通しのきかない通りが多く心配

道路に歩道や信号がなくて危険

授乳する場所や設備がない

親子で一緒に過ごせる場所や参加できるイベントが少ない

子ども連れに対して理解のない人がいる

その他

特に困ることはない

無回答

就学前児童 (MA) N=957
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＜問 32 × 問１ 地域別クロス＞ 

 “日生西”の「生活道路に車が入り危険」の割合が他の地域と比べて高くなっています。 

 

 

＜問 32 × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 低い年齢層ほど「トイレが親子で利用するよう整備されていない」「段差が多くベビーカーで通行しに

くい」「授乳する場所や設備がない」の割合が高くなっています。 
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問33 子育てに関して、悩んでいること、または気になることはどのようなことですか。 

(MA) 

 「病気や発育・発達に関すること」が 30.4％で最も高くなっています。次いで「子どもをしかりすぎ

ているような気がすること」が 28.4％、「食事や栄養に関すること」が 27.3％で続いています。 

 

  

30.4 

27.3 

9.8 

14.6 

19.6 

2.8 

21.4 

23.4 

12.5 

0.8 

4.5 

5.0 

6.5 

28.4 

4.1 

3.4 

22.7 

12.6 

1.9 

13.6 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子育ての方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分とれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもの教育に関すること

友達づきあい（いじめなどを含む）に関すること

登園拒否、不登校などの問題について

家族と子育てに関しての意見が合わないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場など周りのみる

目が気になること

家族以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子どもをしかりすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、

世話をしなかったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・

申込方法がよくわからないこと

子育てで出費がかさむこと

部屋が狭いなど、住居が子育てに適した環境ではないこと

その他

特にない

無回答

就学前児童 (MA) N=957
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いる／ある

92.3%

いない／ない

5.5%

無回答

2.2%

就学前児童 (SA) N=957

＜問 33 × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 低い年齢層ほど「病気や発育・発達に関すること」「食事や栄養に関すること」「部屋が狭いなど、住居

が子育てに適した環境ではないこと」の割合が高くなっています。 

 年齢層が高くなるにつれて「子どもとの時間を十分とれないこと」「子どもをしかりすぎているような

気がすること」の割合が高くなっています。 

 

 

問34 あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいます

か。また、相談できる場所はありますか。 (SA) 

 「いる／ある」が 92.3％を占めています。 
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81.5 

86.4 

5.3 

46.2 

28.8 

7.6 

4.6 

29.4 

8.0 

1.5 

0.1 

0.0 

6.1 

2.5 

0.8 

2.7 

0.2 

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

配偶者

親族（親・兄弟姉妹など）

近所の人

地域の友人・知人

職場の友人・知人

かかりつけの医師

保健師や助産師

保育園・幼稚園・認定こども園等

地域子育て支援センター

保健所・保健センター

民生委員・児童委員

愛育委員

子育てサロン、子育てサークル

インターネット

市の子育て関連窓口

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=883

＜問 34 × 問 40 備前市は子育てしやすいまちと思うか別クロス＞ 

 そう思わない人ほど「いない／ない」の割合が高くなっています。 

 

 

【問34で「いる／ある」と答えた方】 

問34－１ お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）

ですか。 (MA) 

 「親族（親・兄弟姉妹など）」が 86.4％、「配偶者」が 81.5％で群を抜いて高くなっています。「地域の

友人・知人」が 46.2％で続いています。 
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＜問 34-1 × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 年齢層が高くなるにつれて「保育園・幼稚園・認定こども園等」の割合が高くなっています。 

 

 

問35 子育てに関する情報はどのように入手していますか。 (MA) 

 「インターネット」が 57.7％で最も高くなっています。次いで「友だち」が 54.8％、「保育園・幼稚

園・認定こども園等」が 49.7％で続いています。 

 

  

30.2 

57.7 

21.6 

12.9 

49.7 

35.8 

54.8 

7.7 

8.0 

2.5 

3.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

市の広報誌・ホームページ

インターネット

スマホアプリ

地域子育て支援センター

保育園・幼稚園・認定こども園等

親や兄弟

友だち

一般の情報誌

育児書

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=957
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＜問 35 × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 低い年齢層ほど「インターネット」「スマホアプリ」「地域子育て支援センター」「育児書」の割合が高

くなっています。 

 年齢層が高くなるにつれて「保育園・幼稚園・認定こども園等」の割合が高くなっています。 

 

 

問36 市の子育て支援サービスの情報は入手しやすいと感じますか。 (SA) 

 「わからない」が 48.8％で最も高く、次いで「感じない」が 30.4％となっています。 

 

感じる

17.2%

感じない

30.4%

わからない

48.8%

無回答

3.6%

就学前児童 (SA) N=957
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＜問 36 × 問 40 備前市は子育てしやすいまちと思うか別クロス＞ 

 子育てしやすいと思う人ほど情報を入手しやすいと「感じる」割合が高くなっています。 

 

 

問37 父親は子育てにどのくらい参加していますか。 (SA) 

 「まあまあ参加している」が 42.7％で最も高く、次いで「積極的に参加している」が 36.4％で続いて

います。 

 

 

積極的に参加している

36.4%

まあまあ参加している

42.7%

ほとんど参加してい

ない

9.4%

子育て参加は難しい

（ひとり親家庭・単

身赴任など）

6.3%

無回答

5.2%

就学前児童 (SA) N=957
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13 地域と子育ての関わりについて 

問38 子育てをする人にとって、地域の支えは重要だと思いますか。 (SA) 

 「とても重要だと思う」が 51.2％で最も高くなっています。次いで「やや重要だと思う」が 32.0％で

続いています。 

 

＜問 38 × 問１ 地域別クロス＞ 

 「とても重要だと思う」「やや重要だと思う」を合わせた割合の高い地域は“日生東”、“吉永”、“西鶴

山”の順に高くなっています。 

 

51.2 

32.0 

7.9 

0.7 

0.3 

3.3 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

とても重要だと思う

やや重要だと思う

どちらともいえない

あまり重要ではないと思う

全く重要ではないと思う

わからない

無回答

就学前児童 (SA) N=957
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問39 地域で子育てを支えるために、どんなことが重要だと思いますか。 (MA) 

 「子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをする人がいること」が 73.5％で最も高くなってい

ます。次いで「子どもと一緒に遊ぶ人や場があること」が 55.6％、「子どもと大人が一緒に参加できる地

域の行事やお祭りなどがあること」が 43.6％で続いています。 

 

 

  

42.4 

73.5 

55.6 

28.5 

33.3 

43.6 

26.1 

40.6 

23.4 

28.1 

13.7 

20.0 

1.1 

2.3 

3.7 

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

子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や

場があること

子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをす

る人がいること

子どもと一緒に遊ぶ人や場があること

子育てに関する情報を提供する人や場があること

子育てをする親同士で話しができる仲間づくりの場が

あること

子どもと大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭

りなどがあること

不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに子どもを

預かる人や場があること

子どもにスポーツや勉強を教える人や場があること

地域の伝統文化を子どもに伝える人や場があること

10．小中学校の校外学習や行事をサポートする人が

いること

子育て家庭の家事を支援する人や場があること

子どもに自分の職業体験や人生経験を伝える人や場

があること

その他

特にない

無回答

就学前児童 (MA) N=957
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＜問 39 × 問 38 地域の支えは重要と思うか別クロス＞ 

 “とても重要だと思う”では、ほぼすべての項目において割合が他の重要度と比べて高くなっていま

す。 
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14 子ども・子育てに関する備前市の取組について 

問40 備前市は子育てがしやすいまちだと思いますか。 (SA) 

 「まあそう思う」が 45.2％で突出しています。「そう思う」が 22.7％、「どちらでもない」が 18.9％で

続いています。 

 

＜問 40 × 問１ 地域別クロス＞ 

 「そう思う」「まあそう思う」を合わせた割合が高い地域は、“東鶴山”、“伊部”、“日生東”の順に高く

なっています。 

 

そう思う

22.7%

まあそう思う

45.2%

どちらでもない

18.9%

あまりそう思わない

7.1%

そう思わない

2.9%
無回答

3.1%

就学前児童 (SA) N=957
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問41 今後も、備前市で子育てを続けたいと思いますか。 (SA) 

 「続けたい」が 46.0％で最も高くなっています。次いで「どちらかといえば続けたい」が 28.0％、「ど

ちらでもよい」が 15.7％で続いています。 

 

＜問 41 × 問 40 備前市は子育てしやすいまちと思うか別クロス＞ 

 “そう思う”では「続けたい」の割合が他の子育てしやすさと比べて高くなっています。 

 

 

  

続けたい

46.0%

どちらかとい

えば続けたい

28.0%

どちらでもよい

15.7%

できれば市外へ転

居したい

4.4%

市外へ転居したい

2.6%

無回答

3.3%

就学前児童 (SA) N=957



88 

40.3 

13.4 

58.2 

64.2 

22.4 

6.0 

9.0 

25.4 

61.2 

9.0 

7.5 

1.5 

20.9 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

保育・教育の充実

職場への通勤の利便性

交通利便性の向上

買い物等の利便性

文化・スポーツ施設等

世帯人数に見合った広さの住宅

子育て世帯への住宅支援

子育てに配慮された設備やサービス

公園など子どもが遊べる環境

子どもや子育て世代が交流できる身近な拠点の整備

地域コミュニティ

災害対策

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=67

28.1 

13.6 

17.1 

40.3 

23.8 

39.7 

27.1 

49.4 

5.0 

6.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

結婚や出産についてもっと奨励すべきである

男女が協力して家庭を築くことの大切さやすばらしさを十分

に伝えていくべきである

子育てに対する不安や悩みを気軽に相談できる支援体制の

整備を進めるべきである

保育園など地域における子育て支援サービスを充実すべき

である

男性がもっと育児に参加できるよう長時間労働等の働き方の

見直しを進めるべきである

職場における仕事と子育ての両立のための取組を充実すべ

きである

安定した家庭を築くことができるよう就労の支援を充実すべ

きである

子育てや教育に係る経済的負担の軽減を図るべきである

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=957

【問41で転居したいと答えた方】 

問41－１ 市外へ転居したい理由は何ですか。 (MA) 

 「買い物等の利便性」が 64.2％で最も高くなっています。次いで「公園など子どもが遊べる環境」が

61.2％、「交通利便性の向上」が 58.2％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問42 少子化対策に関して、どのようにお考えですか。 (MA) 

 「子育てや教育に係る経済的負担の軽減を図るべきである」が 49.4％で最も高くなっています。次い

で「保育園など地域における子育て支援サービスを充実すべきである」が 40.3％、「職場における仕事と

子育ての両立のための取組を充実すべきである」が 39.7％で続いています。 
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問43 仕事と子育ての両立支援を図るため、どのような制度や支援策を企業などに取り組ん

でほしいと思いますか。 (MA) 

 「子どもが病気やけがの時などに安心して看護のための休暇がとれる制度」が 54.9％で最も高くなっ

ています。次いで「子育てと仕事の両立に向け、職場内の理解を深めていくこと」が 36.3％、「妊娠中や

育児期間中の勤務軽減（始業・就業時間を選択できる制度や短時間勤務制度など）」が 30.1％で続いてい

ます。 

 

＜問 43 × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 低い年齢層ほど「妊娠中や育児期間中の勤務軽減（始業・就業時間を選択できる制度や短時間勤務制度

など）」「勤務先に保育施設を設置する」「男性も育児休業制度が利用できるなど、子育てに男性も参加で

きる環境づくり」の割合が高くなっています。 

 

 

30.1 

19.9 

54.9 

19.4 

15.2 

36.3 

23.8 

1.4 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妊娠中や育児期間中の勤務軽減（始業・就業時

間を選択できる制度や短時間勤務制度など）

育児休業制度や再雇用制度の普及促進と、そ

れを円滑に利用できる環境づくり

子どもが病気やけがの時などに安心して看護の

ための休暇がとれる制度

勤務先に保育施設を設置する

男性も育児休業制度が利用できるなど、子育て

に男性も参加できる環境づくり

子育てと仕事の両立に向け、職場内の理解を深

めていくこと

女性の就労継続に対する企業の理解や支援

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=957
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問44 皆さんが、今後希望される子育て支援について教えてください。 (MA) 

 「子どもたちが集団で外遊びができる場所をつくってほしい」が 52.5％で最も高くなっています。次

いで「子どもまつりなどの親子で楽しめるイベントをもっと増やしてほしい」が 33.8％、「児童公園、子

育て支援センター、親と子のつどいのひろばなど、親子が安心して集まれる場所をもっと増やしてほし

い」が 28.2％で続いています。 

 

  

28.2 

33.8 

21.6 

27.9 

20.3 

12.2 

24.1 

24.1 

7.4 

52.5 

16.3 

3.1 

7.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

児童公園、子育て支援センター、親と子のつどいのひろばな

ど、親子が安心して集まれる場所をもっと増やしてほしい

子どもまつりなどの親子で楽しめるイベントをもっと増やしてほ

しい

しつけ、子どもとの遊び方、心身の発達、病気、食事、食べさせ

方など学べる機会（体験、研修会、講座など）をつくってほしい

子どもが病気のとき、預かってもらえる制度（病児保育、病後児

保育）を充実してほしい

保護者が病気のとき、家事、育児をお願いできる制度をつくっ

てほしい

保育園の延長時間をもっと延ばしてほしい

保育園、学校などの、それぞれの特色を生かした保育環境を

充実してほしい

職場における子育て支援として、残業時間の短縮、休暇の取

得促進など改善されるよう働きかけをしてほしい

市営住宅などへ優先して入居できるようにしてほしい

子どもたちが集団で外遊びができる場所をつくってほしい

親子で地域との交流や行事に参加できる場をつくってほしい

その他

無回答

就学前児童 (MA) N=957
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＜問 44 × 問２ 年齢３区分別クロス＞ 

 低い年齢層ほど「しつけ、子どもとの遊び方、心身の発達、病気、食事、食べさせ方など学べる機会（体

験、研修会、講座など）をつくってほしい」「子どもが病気のとき、預かってもらえる制度（病児保育、

病後児保育）を充実してほしい」「職場における子育て支援として、残業時間の短縮、休暇の取得促進な

ど改善されるよう働きかけをしてほしい」の割合が高くなっています。 

 年齢層が高くなるにつれて「保育園、学校などの、それぞれの特色を生かした保育環境を充実してほし

い」の割合が高くなっています。 
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Ⅲ 小学校児童調査 
１ お子さんとご家族の状況について 

問１ あなたのお住まいの地域はどちらですか。 (SA) 

 「伊部」が 21.5％で最も高くなっています。次いで「伊里」が 15.7％、「吉永」が 13.6％で続いてい

ます。 

 

問２ あて名のお子さんは何年生ですか。 (SA) 

 「６年生」が 17.8％で最も高くなっています。次いで「２年生」が 17.4％、「５年生」が 16.7％で続

いています。 

 

4.4 

8.0 

21.5 

8.9 

3.0 

15.7 

5.1 

7.1 

10.0 

13.6 

2.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

西鶴山

香登

伊部

片上

東鶴山

伊里

三石

日生西

日生東

吉永

無回答

小学生児童(SA) N=1,166

15.9 

17.4 

13.5 

15.3 

16.7 

17.8 

3.5 

0% 5% 10% 15% 20%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

小学生児童(SA) N=1,166
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問３ あて名のお子さんを含め、お子さんは何人いらっしゃいますか。 (数量) 

 「２人」が 44.9％で最も高くなっています。次いで「３人」が 30.5％で続いています。 

 

問３ ２人以上いらっしゃる場合、末子の年齢（平成30年10月１日現在の年齢）をご記入下

さい。 (数量) 

 「８歳」が 11.3％で最も高くなっています。次いで「７歳」が 10.9％、「６歳」が 10.4％で続いてい

ます。 

 

１人

6.9%

２人

44.9%
３人

30.5%

４人

7.9%

５人以上

2.3%

無回答

7.5%

小学生児童(数量) N=1,166

2.5 

2.6 

3.1 

4.9 

5.7 

9.6 

10.4 

10.9 

11.3 

7.5 

8.6 

6.3 

4.7 

11.7 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

１０歳

１１歳

１２歳

無回答

小学生児童(数量) N=998
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問４ この調査票にご回答いただく方は、あて名のお子さんからみた関係でどなたですか。 

(SA) 

 「母親」が 90.4％を占めています。 

 

問５ あて名のお子さんの世帯についてお答えください。 (SA) 

 「両親がいる」が 83.8％を占めています。 

 

母親

90.4%

父親

5.8%

その他

0.8%

無回答

3.0%

小学生児童(SA) N=1,166

両親がいる

83.8%

母子家庭

10.5%

父子家庭

1.8%

その他

0.9%

無回答

3.0%

小学生児童(SA) N=1,166



95 

問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのは誰ですか。あて名の

お子さんからみた関係でお答えください。 (SA) 

 「父親母親ともに」が 53.6％で最も高くなっています。次いで「主に母親」が 40.1％で続いています。 

 

問７ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方は誰（どこ）で

すか。 (MA) 

 「家庭」が 92.8％で最も高くなっています。次いで「小学校」が 76.1％、「祖父母」が 51.0％で続い

ています。 

 

  

父親母親ともに

53.6%

主に母親

40.1%

主に父親

2.1%

主に祖

父母

1.0%

その他

0.2%

無回答

3.0%

小学生児童(SA) N=1,166

92.8 

51.0 

21.0 

11.1 

76.1 

17.8 

32.2 

19.8 

1.4 

2.7 

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

家庭

祖父母

友人・知人

地域

小学校

放課後児童クラブ（学童保育）

学習塾・習い事等

スポーツクラブ等

その他

無回答

小学生児童(MA) N=1,166
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＜問７ × 問１ 地域別クロス＞ 

 “東鶴山”では「地域」「放課後児童クラブ（学童保育）」の割合が他の地域と比べて高くなっています。 

 

 

＜問７ × 問２ 学年２区分別クロス＞ 

 “低学年”では「放課後児童クラブ（学童保育）」の割合が“高学年”と比べて高くなっています。 
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問８ 日ごろ、あて名のお子さんをみてもらえる親族や知人はいますか。 (MA) 

 「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 50.4％、「日常的に祖父母等の親族

にみてもらえる」が 49.3％で群を抜いて高くなっています。「緊急時もしくは用事の際には子どもをみて

もらえる友人・知人がいる」が 16.9％で続いています。 

 

 

 

２ お子さんと保護者の就労状況について 

問９① あて名のお子さんの保護者の『現在』の就労状況（自営業、家族従事者含む）を教

えてください。 (SA) 

 「１人はフルタイム、１人はパートタイムで働いている」が 39.3％で最も高くなっています。次いで、

「２人ともフルタイムで働いている」が 35.8％、「１人はフルタイム又はパートで働いていて、１人は働

いていない」が 16.9％で続いています。 

 

49.3 

50.4 

6.8 

16.9 

6.3 

2.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

小学生児童(MA) N=1,166

２人ともフルタイムで

働いている

35.8%

１人はフルタイム、１

人はパートタイムで働

いている

39.3%

１人はフルタイム又は

パートで働いていて、

１人は働いていない

16.9%

２人ともパートタイム

で働いている

2.2%

２人とも働いていない

0.8%

無回答

5.1%
小学生児童(SA) N=1,166
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問９② あて名のお子さんの保護者の『１年以内に希望する就労状況』を教えてください。 

(SA) 

 「１人はフルタイム、１人はパートタイムで働いている」が 35.2％で最も高くなっています。次いで

「２人ともフルタイムで働いている」が 23.9％で続いています。 

 

＜問９② × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 それぞれの就労状況において、同じ就労状況を希望する割合が高くなっています。 

 “１人はフルタイム又はパートで働いていて、１人は働いていない”では、「１人はフルタイム、１人

はパートタイムで働いている」を希望する割合が３割強となっています。 

 

  

２人ともフルタイムで

働いている

23.9%

１人はフルタイム、１

人はパートタイムで働

いている

35.2%

１人はフルタイム又は

パートで働いていて、

１人は働いていない

9.0%

２人ともパートタイム

で働いている

1.2%

２人とも働いていない

0.3% 無回答

30.3%

小学生児童(SA) N=1,166
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【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１①Ａ 『母親』は１日平均何時間働いているかをご記入ください。 (数量) 

 「８時間」が 25.1％で最も高くなっています。次いで「６時間」が 12.9％、「７時間」が 12.2％で続

いています。 

 

 

【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１①Ｂ 『母親』は週何日働いているかをご記入ください。 (数量) 

 「５日」が 49.8％で突出しています。「４日」が 10.8％、「６日」が 10.1％で続いています。 

 

  

2.6 

9.5 

11.0 

12.9 

12.2 

25.1 

4.3 

3.1 

19.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

４時間未満

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間以上

無回答

小学生児童(数量) N=1,098

0.2 

1.4 

6.5 

10.8 

49.8 

10.1 

0.6 

20.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=1,098
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【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１①Ｃ 『母親』は市内・市外のどちらで働いているかをご記入ください。 (SA) 

 「市内」が 54.5％を占めています。 

 

 

【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１②Ａ 『父親』は１日平均何時間働いているかをご記入ください。 (数量) 

 「８時間」が 44.4％で突出しています。「10 時間以上」が 24.0％、「９時間」が 13.4％で続いていま

す。 

 

  

市内

54.5%市外

25.3%

無回答

20.2%

小学生児童(SA) N=1,098

0.1 

0.1 

0.3 

2.9 

44.4 

13.4 

24.0 

14.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間以上

無回答

小学生児童(数量) N=1,098
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【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１②Ｂ 『父親』は週何日働いているかをご記入ください。 (数量) 

 「５日」が 47.4％で最も高くなっています。次いで「６日」が 33.8％で続いています。 

 

 

【問９の①で働いていると答えた方】 

問９－１②Ｃ 『父親』は市内・市外のどちらで働いているかをご記入ください。 (SA) 

 「市内」が 47.9％、「市外」が 36.2％となっています。 

 

  

0.1 

1.0 

47.4 

33.8 

2.4 

15.4 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=1,097

市内

47.9%

市外

36.2%

無回答

15.9%

小学生児童(SA) N=1,098
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【問９の②で１年以内の希望が「働いていない」と答えた方】 

問９－２① 『母親』の１年後以降の就労希望についておうかがいします。 (SA) 

 「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 49.5％、「１年より先、一番下の子どもが

（  ）歳になったころに就労したい」が 31.2％となっています。 

 

【問９-２の①で「１年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい」と答えた方】 

問９－２① 『母親』は１年より先、一番下の子どもが何歳になったころに就労したいです

か。 (数量) 

 「10歳以上」が 35.3％で突出しています。「８歳」が 17.6％、「６歳」が 14.7％で続いています。 

 

  

子育てや家事

などに専念し

たい（就労の

予定はない）

49.5%

１年より先、一番下

の子どもが（ ）

歳になったころに就

労したい

31.2%

無回答

19.3%

小学生児童(SA) N=109

11.8 

14.7 

8.8 

17.6 

0.0 

35.3 

11.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

６歳未満

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳以上

無回答

小学生児童(数量) N=34
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【問９の②で１年以内の希望が「働いていない」と答えた方】 

問９－２② 『父親』の１年後以降の就労希望についておうかがいします。 (SA) 

 「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が４件となっています。 

 

問10 あなたの世帯の合計年収（ボーナスを含む手取額）についておうかがいします。 (SA) 

 「300万円以上」が 70.6％を占めています。 

 

 

＜問 10 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “１人はフルタイム、１人はパートタイムで働いている”の「300万円以上」の割合が他の就労状況と

比べて高くなっています。 

 

  

100万円未満

3.0%
100～200万円未満

7.5%

200～300万円未満

12.9%

300万円以上

70.6%

無回答

6.0%

小学生児童(SA) N=1,166
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３ お子さんが病気のときなどの対応について 

問11 あて名のお子さんが病気やケガで学校等に通学できなかった場合に、この１年間に行

った対処方法はどれですか。 (MA) 

 「父親、又は母親が休んだ」が 52.5％で最も高くなっています。次いで「就労していない家族や、親

族・知人などに子どもをみてもらえる」が 34.0％、「この一年で、病気やケガはなかった」が 17.8％で続

いています。 

 

問11 「父親、又は母親が休んだ」日数は年に何日ですか。 (数量) 

 「３日」が 19.4％で最も高くなっています。次いで「２日」が 17.8％、「１日」が 15.2％で続いてい

ます。 

 

52.5 

0.0 

0.0 

8.9 

34.0 

4.3 

17.8 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

父親、又は母親が休んだ

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（病後児）を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

就労していない家族や、親族・知人などに子どもをみてもらえる

その他

この一年で、病気やケガはなかった

無回答

小学生児童(MA) N=1,166

15.2 

17.8 

19.4 

2.5 

12.9 

6.4 

10.6 

15.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

１日

２日

３日

４日

５日

６～10日

10日以上

無回答

小学生児童(数量) N=612
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問11 「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」日数は年に何日ですか。 (数量) 

 「２日」が 26.0％で最も高くなっています。次いで「１日」が 21.2％、「５日」が 16.3％で続いてい

ます。 

 

 

【問11で「父親、又は母親が休んだ」と答えた方】 

問11－１ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設を利用したい」と思いました

か。 (SA) 

 「利用したいとは思わない」が 84.5％を占めています。 

 

21.2 

26.0 

12.5 

1.0 

16.3 

7.7 

15.4 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

小学生児童(数量) N=104

できれば病児・病後

児保育施設を利用し

たい

12.4%

利用したいとは

思わない

84.5%

無回答

3.1%

小学生児童(SA) N=612
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問11－１ 「できれば病児・病後児のための保育施設を利用したい」場合、年に何日ですか。 

(数量) 

 「３日」が 21.1％で最も高くなっています。次いで「５日」が 19.7％、「６日以上」が 13.2％で続い

ています。 

 

 

問12 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、あて名

のお子さんを「泊まりがけ」で家族以外にみてもらわなければならないことはありまし

たか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。 (MA) 

 「泊まりがけでみてもらうことはなかった」が 69.7％で突出しています。 

 

7.9 

9.2 

21.1 

1.3 

19.7 

13.2 

27.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

小学生児童(数量) N=76

5.6 

0.2 

2.0 

0.8 

0.0 

13.7 

69.7 

10.9 

0% 20% 40% 60% 80%

無理をして親族・知人にみてもらった

ショートステイ事業を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

２以外の保育事業を利用した（認可外保育施設、ベビーシッター等）

無理なくみてもらえる親族・知人がいる

泊まりがけでみてもらうことはなかった

無回答

小学生児童(MA) N=1,166
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問12 「泊りがけ」で家族以外にみてもらった合計宿泊数（無理をして親族・知人にみても

らった、ショートステイ事業を利用した、仕方なく子どもを同行させた、仕方なく子ど

もだけで留守番をさせたの合計） (数量) 

 「0～4泊程度」が 45.3％で突出しています。 

 

 

 

４ 子育て世代包括支援センターについて 

問13 すこやかびぜん（備前市子育て世代包括支援センター）を知っていますか。 (SA) 

 「名前は聞いたことがあるが、取組内容はよく知らない」が 38.0％で最も高く、次いで「名前も取組

内容も知らない」が 37.0％となっています。 

 

45.3 

3.2 

5.3 

0.0 

0.0 

0.0 

5.3 

41.1 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

0～4泊程度

5～9泊程度

10～14泊程度

15～19泊程度

20～24泊程度

25～29泊程度

30泊以上

無回答

小学生児童(数量) N=95

名前も取組内容

も知っている

21.8%

名前は聞いたことが

あるが、取組内容は

よく知らない

38.0%

名前も取組内容

も知らない

37.0%

無回答

3.3%

小学生児童(SA) N=1,166
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問14 すこやかびぜん（備前市子育て世代包括支援センター）を利用したことはありますか。 

(SA) 

 「利用したことはない」が 75.2％を占めています。 

 

【問14で「利用したことがある」と答えた方】 

問14－１ すこやかびぜんの満足度についておうかがいします。 (SA) 

 「3（どちらでもない）」が 58.7％で突出しています。「4（やや満足）」が 21.7％で続いています。 

 

 

利用したことが

ある

20.6%

利用したことは

ない

75.2%

無回答

4.2%

小学生児童(SA) N=1,166

1（不満）

4.6%
2（やや不満）

4.6%

3（どちらでもな

い）

58.7%

4（やや満足）

21.7%

5（満足）

7.5%

無回答

2.9%

小学生児童(SA) N=240
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５ お子さんの放課後の過ごし方について 

問15 あて名のお子さんは、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ご

していますか。 (MA) 

 「自宅」が 76.6％で最も高くなっています。次いで「習い事・スポーツ活動」が 52.7％、「放課後児童

クラブ（学童保育）」が 21.7％で続いています。 

 

 

＜問 15 × 問１ 地域別クロス＞ 

 “香登”、“三石”の「放課後児童クラブ（学童保育）」の割合が他の地域と比べて高くなっています。 

 

  

76.6 

19.0 

52.7 

21.7 

2.9 

0.1 

7.2 

1.3 

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

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・スポーツ活動

放課後児童クラブ（学童保育）

備前まなび塾

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

小学生児童(MA) N=1,166
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＜問 15 × 問２ 学年別クロス＞ 

 “１年生”から“３年生”にかけて「放課後児童クラブ（学童保育）」の割合が３割台となっています。 

 

 

＜問 15 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “２人ともフルタイムで働いている”の「放課後児童クラブ（学童保育）」の割合が他の就労状況と比

べて高くなっています。 
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問15① 「自宅」で過ごすのは１週間あたり何日くらいですか。 (数量) 

 「５日」が 41.4％で突出しています。 

 

問15② 「祖父母宅や友人・知人宅」で過ごすのは１週間あたり何日くらいですか。 (数量) 

 「１日」が 29.3％で最も高くなっています。次いで「２日」が 26.1％、「５日」が 20.7％で続いてい

ます。 

 

8.5 

13.5 

14.2 

8.4 

41.4 

2.7 

5.5 

5.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=893

29.3 

26.1 

7.7 

5.9 

20.7 

0.9 

2.7 

6.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=222
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問15③ 「習い事・スポーツ活動」で過ごすのは１週間あたり何日くらいですか。 (数量) 

 「２日」が 32.4％で最も高くなっています。次いで「３日」が 25.1％、「１日」が 22.1％で続いてい

ます。 

 

問15④-1 「放課後児童クラブ（学童保育）」で過ごすのは１週間あたり何日くらいですか。 

(数量) 

 「５日」が 58.9％で突出しています。「１日」が 14.6％、「４日」が 13.4％で続いています。 

 

22.1 

32.4 

25.1 

13.2 

4.2 

1.0 

0.0 

2.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=614

14.6 

5.5 

4.7 

13.4 

58.9 

0.0 

0.0 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=253
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問15④-2 「放課後児童クラブ（学童保育）」で過ごすのは何時までですか。 (数量) 

 「17時」が 56.1％で最も高く、次いで「18時」が 32.4％で続いています。 

 

問15⑤ 「備前まなび塾」で過ごすのは１週間あたり何日くらいですか。 (数量) 

 「１日」が 76.5％で突出しています。 

 

問15⑥ 「ファミリー・サポート・センター」で過ごすのは１週間あたり何日くらいですか。 

(数量) 

 「５日」が１件となっています。 

 

15時

0.4%
16時

4.0%

17時

56.1%

18時

32.4%

無回答

7.1%

小学生児童(数量) N=253

76.5 

11.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11.8 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=34
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問15⑦ 「その他（公民館、公園など）」で過ごすのは１週間あたり何日くらいですか。 (数

量) 

 「１日」が 44.0％で最も高くなっています。次いで「２日」が 31.0％、「３日」が 11.9％で続いてい

ます。 

 

問16 あて名のお子さんを、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ご

させたいですか。 (MA) 

 「自宅」が 74.6％で最も高くなっています。次いで「習い事・スポーツ活動」が 51.3％、「放課後児童

クラブ（学童保育）」が 19.0％で続いています。 

 

  

44.0 

31.0 

11.9 

7.1 

3.6 

0.0 

1.2 

1.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=84

74.6 

17.2 

51.3 

19.0 

6.5 

0.8 

11.1 

4.1 

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

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・スポーツ活動

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後子ども教室（備前ま…

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

小学生児童(MA) N=1,166
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＜問 16 × 問１ 地域別クロス＞ 

 “東鶴山”、“三石”の「放課後児童クラブ（学童保育）」の割合が他の地域と比べて高くなっています。 

 “東鶴山”の「放課後子ども教室（備前まなび塾等）」の割合が他の地域と比べて高くなっています。 

 

 

＜問 16 × 問２ 学年別クロス＞ 

 “１年生”、“２年生”の「放課後児童クラブ（学童保育）」が３割強となっています。 
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＜問 16 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “２人ともフルタイムで働いている”の「放課後児童クラブ（学童保育）」の割合が他の就労状況と比

べて高くなっています。 

 

 

 

問16① 「自宅」で過ごさせたいのは１週間あたり何日くらいですか。 (数量) 

 「５日」が 38.5％で突出しています。「３日」が 15.9％、「２日」が 13.4％で続いています。 

 

7.9 

13.4 

15.9 

5.5 

38.5 

1.6 

4.3 

12.9 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=870
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問16② 「祖父母宅や友人・知人宅」で過ごさせたいのは１週間あたり何日くらいですか。 

(数量) 

 「１日」が 30.5％で最も高くなっています。次いで「２日」が 27.0％、「５日」が 13.0％で続いてい

ます。 

 

問16③ 「習い事・スポーツ活動」で過ごさせたいのは１週間あたり何日くらいですか。 (数

量) 

 「２日」が 34.8％で最も高くなっています。次いで「３日」が 22.7％、「１日」が 19.4％で続いてい

ます。 

 

30.5 

27.0 

9.5 

1.5 

13.0 

1.0 

1.5 

16.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=200

19.4 

34.8 

22.7 

8.7 

4.0 

0.7 

0.0 

9.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=598
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問16④-1 「放課後児童クラブ（学童保育）」で過ごさせたいのは１週間あたり何日くらい

ですか。 (数量) 

 「５日」が 54.8％で突出しています。 

 

問16④-2 「放課後児童クラブ（学童保育）」で過ごさせたいのは何時までですか。 (数量) 

 「17時」が 44.8％で最も高くなっています。次いで「18時」が 34.4％で続いています。 

 

6.8 

10.0 

12.7 

8.6 

54.8 

0.9 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

小学生児童(数量) N=221

0.9 

0.0 

2.3 

44.8 

34.4 

5.4 

12.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

14時

15時

16時

17時

18時

19時

無回答

小学生児童(数量) N=221
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問16⑤ 「放課後子ども教室（備前まなび塾等）」で過ごさせたいのは１週間あたり何日く

らいですか。 (数量) 

 「１日」が 52.6％で突出しています。「２日」が 28.9％で続いています。 

 

問16⑥ 「ファミリー・サポート・センター」で過ごさせたいのは１週間あたり何日くらい

ですか。 (数量) 

 「２日」が４件、「１日」が２件、「３日」「５日」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

 

問16⑦ 「その他（公民館、公園など）」で過ごさせたいのは１週間あたり何日くらいです

か。 (数量) 

 「１日」が 37.2％で最も高くなっています。次いで「２日」が 29.5％、「３日」が 14.7％で続いてい

ます。 

 

 

52.6 

28.9 

7.9 

1.3 

5.3 

0.0 

0.0 

3.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=76

37.2 

29.5 

14.7 

4.7 

2.3 

0.0 

0.0 

11.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

小学生児童(数量) N=129
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６ お子さんとの暮らしについて 

問18① 子育ては楽しいですか？ (SA) 

 「楽しい時の方が多い」が 64.8％を占めています。 

 

問18② ゆっくりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか？ (SA) 

 「はい」が 68.2％を占めています。 

 

楽しい時の方が

多い

64.8%

楽しくない時の方が

多い

2.1%

半々くらい

31.6%

無回答

1.5%

小学生児童(SA) N=1,166

はい

68.2%

いいえ

6.5%

何とも言えない

24.6%

無回答

0.7%

小学生児童(SA) N=1,166
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問18③ 自分のために使える時間を持てますか？ (SA) 

 「はい」が 59.7％を占めています。 

 

問18④ 子育てに自信が持てないことがありますか？ (SA) 

 「はい」が 36.7％で最も高く、次いで「何とも言えない」が 34.7％となっています。 

 

はい

59.7%

いいえ

15.2%

何とも言えない

24.2%

無回答

0.9%

小学生児童(SA) N=1,166

はい

36.7%

いいえ

27.4%

何とも言えない

34.7%

無回答

1.2%

小学生児童(SA) N=1,166
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問18⑤ 子どもを虐待しているのではないかと思うことがありますか？ (SA) 

 「いいえ」が 68.2％を占めています。 

 

 

【問18⑤で「はい」と答えた方】 

問18⑥ 「⑤虐待していると思う」場合、それはどのようなことですか？ (MA) 

 「感情的な言葉」が 88.0％で突出しています。「たたくなど」が 34.0％、「しつけのし過ぎ」が 27.0％

で続いています。 

 

はい

8.6%

いいえ

68.2%

何とも言えない

21.9%

無回答

1.3%

小学生児童(SA) N=1,166

34.0 

0.0 

27.0 

88.0 

2.0 

3.0 

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

たたくなど

食事を長時間与えないなどの制限や放置

しつけのし過ぎ

感情的な言葉

その他

無回答

小学生児童(MA) N=100
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問19 子育てをしていて良かったことや喜びを感じたことはどのようなことですか。 (MA) 

 「子どもの成長をみるのが喜びである」が 89.2％で最も高くなっています。次いで「子どもとの交流

が楽しい」が 69.0％、「家庭の中が明るくなる」が 66.0％で続いています。 

 

問20 子どもと一緒に外出する際に困ることはどのようなことですか。 (MA) 

 「特に困ることはない」が 40.2％で最も高くなっています。次いで「暗い通りや見通しのきかない通

りが多く心配」が 31.7％、「生活道路に車が入り危険」が 19.2％で続いています。 

 

  

69.0 

89.2 

55.1 

44.9 

66.0 

43.5 

38.1 

1.5 

0.6 

1.2 

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

子どもとの交流が楽しい

子どもの成長をみるのが喜びである

子どもの成長を通して人間関係が広がる

人間的に成長できる

家庭の中が明るくなる

夫婦や家族のきずなが強くなる

孤独感を感じることがない

その他

特にない

無回答

小学生児童(MA) N=1,166

19.2 

31.7 

17.9 

18.6 

11.7 

5.2 

40.2 

3.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

生活道路に車が入り危険

暗い通りや見通しのきかない通りが多く心配

道路に歩道や信号がなくて危険

親子で一緒に過ごせる場所や参加できるイベントが少ない

子ども連れに対して理解のない人がいる

その他

特に困ることはない

無回答

小学生児童(MA) N=1,166
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＜問 20 × 問１ 地域別クロス＞ 

 “日生西”の「生活道路に車が入り危険」「暗い通りや見通しのきかない通りが多く心配」「道路に歩道

や信号がなくて危険」の割合が他の地域と比べて高くなっています。 
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問21 子育てに関して、悩んでいること、または気になることはどのようなことですか。 

(MA) 

 「子育てで出費がかさむこと」が 33.3％で最も高くなっています。次いで「子どもの教育に関するこ

と」が 28.0％、「子どもをしかりすぎているような気がすること」が 23.5％で続いています。 

 

  

21.3 

14.3 

5.8 

9.5 

19.6 

1.6 

13.1 

28.0 

19.4 

2.1 

5.0 

4.5 

5.1 

23.5 

3.2 

2.0 

33.3 

11.2 

1.9 

16.0 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40%

病気や発育に関すること

食事や栄養に関すること

子育ての方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分とれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもの教育に関すること

友達づきあい（いじめなどを含む）に関すること

不登校などの問題について

家族と子育てに関しての意見が合わないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場など周りのみる目が

気になること

家族以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子どもをしかりすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、世話をしなかっ

たりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申込方法がよくわからな

いこと

子育てで出費がかさむこと

部屋が狭いなど、住居が子育てに適した環境ではないこと

その他

特にない

無回答

小学生児童(MA) N=1,166
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いる／ある

86.7%

いない／ない

6.3%

無回答

7.0%

小学生児童(SA) N=1,166

＜問 21 × 問９① 就労状況別クロス＞ 

 “２人ともフルタイムで働いている”では「子どもとの時間を十分とれないこと」の割合が高くなって

います。 

 “２人ともパートタイムで働いている”では「子育てで出費がかさむこと」の割合が高くなっています。 

 

 

 

問22 あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいます

か。また、相談できる場所はありますか。 (SA) 

 「いる／ある」が 86.7％を占めています。 
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＜問 22 × 問 28 備前市は子育てしやすいまちだと思うか別クロス＞ 

 “そう思わない”では「いない／ない」の割合が他の子育てしやすさと比べて高くなっています。 

 

 

【問22で「いる／ある」と答えた方】 

問22－１ お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）

ですか。 (MA) 

 「親族（親・兄弟姉妹など）」が 78.6％で最も高くなっています。次いで「配偶者」が 77.9％、「地域

の友人・知人」が 55.4％で続いています。 
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問23 教育や子育てに関する情報はどのように入手していますか。 (MA) 

 「友だち」が 53.9％で最も高くなっています。次いで「学校」が 50.3％、「インターネット」が 42.2％

で続いています。 

 

問24 市の子育て支援サービスの情報は入手しやすいと感じますか。 (SA) 

 「わからない」が 56.4％を占めています。 

 

  

31.7 

42.2 

12.6 

3.9 

50.3 

26.0 

53.9 

7.1 

3.5 

2.5 

7.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

市の広報誌・ホームページ

インターネット

スマホアプリ

地域子育て支援センター

学校

親や兄弟

友だち

一般の情報誌

育児書

その他

無回答

小学生児童(MA) N=1,166

感じる

12.6%

感じない

26.3%

わからない

56.4%

無回答

4.7%

小学生児童(SA) N=1,166
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＜問 24 × 問 28 備前市は子育てしやすいまちだと思うか別クロス＞ 

 子育てしやすいと思う人ほど情報を入手しやすいと「感じる」割合が高くなっています。 

 

 

問25 父親は子育てにどのくらい参加していますか。 (SA) 

 「まあまあ参加している」が 41.8％で最も高く、次いで「積極的に参加している」が 30.3％で続いて

います。 

 

 

積極的に参加している

30.3%

まあまあ参加している

41.8%

ほとんど参加してい

ない

11.1%

子育て参加は難しい

（ひとり親家庭・単身

赴任など）

11.0%

無回答

5.8%

小学生児童(SA) N=1,166
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７ 子育てと地域の関わりについて 

問26 子育てをする人にとって、地域の支えは重要だと思いますか。 (SA) 

 「とても重要だと思う」が 52.7％で突出しています。「やや重要だと思う」が 26.5％、「どちらともい

えない」が 10.8％で続いています。 

 

＜問 26 × 問１ 地域別クロス＞ 

 「とても重要だと思う」「やや重要だと思う」を合わせた割合の高い地域は“西鶴山”が最も高くなっ

ています。 

 

  

52.7 

26.5 

10.8 

1.4 

0.5 

3.1 

5.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

とても重要だと思う

やや重要だと思う

どちらともいえない

あまり重要ではないと思う

全く重要ではないと思う

わからない

無回答

小学生児童(SA) N=1,166
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問27 地域で子育てを支えるために、どんなことが重要だと思いますか。 (MA) 

 「子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをする人がいること」が 75.9％で突出しています。

「子どもと一緒に遊ぶ人や場があること」が 42.6％、「子どもにスポーツや勉強を教える人や場があるこ

と」が 41.7％で続いています。 

 

  

36.7 

75.9 

42.6 

24.4 

28.3 

36.8 

26.5 

41.7 

28.0 

33.4 

13.0 

25.0 

2.0 

2.5 

6.3 

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

子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や

場があること

子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをす

る人がいること

子どもと一緒に遊ぶ人や場があること

子育てに関する情報を提供する人や場があること

子育てをする親同士で話しができる仲間づくりの場が

あること

子どもと大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭

りなどがあること

不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに子どもを

預かる人や場があること

子どもにスポーツや勉強を教える人や場があること

地域の伝統文化を子どもに伝える人や場があること

小中学校の校外学習や行事をサポートする人がいる

こと

子育て家庭の家事を支援する人や場があること

子どもに自分の職業体験や人生経験を伝える人や場

があること

その他

特にない

無回答

小学生児童(MA) N=1,166



132 

＜問 27 × 問 26 地域の支えは重要と思うか別クロス＞ 

 “とても重要だと思う”では、ほぼすべての項目において割合が他の重要度と比べて高くなっていま

す。 
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８ 子ども・子育てに関する備前市の取組について 

問28 備前市は子育てがしやすいまちだと思いますか。 (SA) 

 「まあそう思う」が 46.6％で最も高くなっています。「どちらでもない」が 22.4％、「そう思う」が 14.4％

で続いています。 

 

＜問 28 × 問１ 地域別クロス＞ 

 「そう思う」「まあそう思う」を合わせた割合が高い地域は、“西鶴山”、“伊部”、“東鶴山”の順に高く

なっています。 

 

そう思う

14.4%

まあそう思う

46.6%
どちらでもない

22.4%

あまりそう思わない

8.8%

そう思わない

4.7% 無回答

3.1%

小学生児童(SA) N=1,166
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問29 今後も、備前市で子育てを続けたいと思いますか。 (SA) 

 「続けたい」が 40.6％で最も高くなっています。次いで「どちらかといえば続けたい」が 28.0％、「ど

ちらでもよい」が 18.6％で続いています。 

 

＜問 29 × 問 28 備前市は子育てしやすいまちだと思うか別クロス＞ 

 “そう思う”では「続けたい」の割合が他の子育てしやすさと比べて高くなっています。 

 

 

  

続けたい

40.6%

どちらかとい

えば続けたい

28.0%

どちらでもよい

18.6%

できれば市外

へ転居したい

6.3%

市外へ転居したい

3.0% 無回答

3.5%

小学生児童(SA) N=1,166
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【問29で「転居したい」と答えた方】 

問29－１ 市外へ転居したい理由は何ですか。 (MA) 

 「保育・教育の充実」が 47.7％で最も高くなっています。次いで「買い物等の利便性」「公園など子ど

もが遊べる環境」が 45.0％、「交通利便性の向上」が 40.4％で続いています。 

 

  

47.7 

14.7 

40.4 

45.0 

18.3 

15.6 

13.8 

28.4 

45.0 

10.1 

7.3 

8.3 

25.7 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

保育・教育の充実

職場への通勤の利便性

交通利便性の向上

買い物等の利便性

文化・スポーツ施設等

世帯人数に見合った広さの住宅

子育て世帯への住宅支援

子育てに配慮された設備やサービス

公園など子どもが遊べる環境

子どもや子育て世代が交流できる身近な拠点の整備

地域コミュニティ

災害対策

その他

無回答

小学生児童(MA) N=109
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23.6 

14.0 

15.8 

25.6 

17.8 

39.0 

28.4 

52.3 

6.4 

8.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

結婚や出産についてもっと奨励すべきである

男女が協力して家庭を築くことの大切さやすばらしさ

を十分に伝えていくべきである

子育てに対する不安や悩みを気軽に相談できる支援

体制の整備を進めるべきである

保育園など地域における子育て支援サービスを充実

すべきである

男性がもっと育児に参加できるよう長時間労働等の

働き方の見直しを進めるべきである

職場における仕事と子育ての両立のための取組を

充実すべきである

安定した家庭を築くことができるよう就労の支援を充

実すべきである

子育てや教育に係る経済的負担の軽減を図るべき

である

その他

無回答

小学生児童(MA) N=1,166

＜問 29-1 × 問２ 学年２区分別クロス＞ 

 “低学年”では「買い物等の利便性」「公園など子どもが遊べる環境」「交通利便性の向上」の順に割合

が高く、“高学年”では「保育・教育の充実」「公園など子どもが遊べる環境」「買い物等の利便性」の順

に割合が高くなっています。 

 

 

問30 少子化対策に関して、どのようにお考えですか。 (MA) 

 「子育てや教育に係る経済的負担の軽減を図るべきである」が 52.3％で最も高くなっています。次い

で「職場における仕事と子育ての両立のための取組を充実すべきである」が 39.0％、「安定した家庭を築

くことができるよう就労の支援を充実すべきである」が 28.4％で続いています。 
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問31 仕事と子育ての両立支援を図るため、どのような制度や支援策を企業などに取り組ん

でほしいと思いますか。 (MA) 

 「子どもが病気やけがの時などに安心して看護のための休暇がとれる制度」が 55.6％で最も高くなっ

ています。次いで「子育てと仕事の両立に向け、職場内の理解を深めていくこと」が 37.2％、「女性の就

労継続に対する企業の理解や支援」が 25.9％で続いています。 

 

23.6 

19.0 

55.6 

14.5 

14.4 

37.2 

25.9 

2.4 

8.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妊娠中や育児期間中の勤務軽減（始業・就業時

間を選択できる制度や短時間勤務制度など）

育児休業制度や再雇用制度の普及促進と、それ

を円滑に利用できる環境づくり

子どもが病気やけがの時などに安心して看護の

ための休暇がとれる制度

勤務先に保育施設を設置する

男性も育児休業制度が利用できるなど、子育て

に男性も参加できる環境づくり

子育てと仕事の両立に向け、職場内の理解を深

めていくこと

女性の就労継続に対する企業の理解や支援

その他

無回答

小学生児童(MA) N=1,166
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問32 皆さんが、今後希望される子育て支援について教えてください。 (MA) 

 「子どもたちが集団で外遊びができる場所を増やしてほしい」が 54.4％で最も高くなっています。次

いで「職場における子育て支援として、残業時間の短縮、休暇の取得促進など、子育てに配慮した企業が

増えるよう働きかけてほしい」が 33.3％、「子どもが病気のとき、預かってもらえる制度（病児保育、病

後児保育）を充実してほしい」が 23.3％で続いています。 

 

 

  

21.6 

22.0 

14.1 

23.3 

16.9 

17.2 

33.3 

7.0 

54.4 

12.5 

3.3 

11.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

児童公園、子育て支援センター）、親と子のつどいのひろばなど、親

子が安心して集まれる場所をもっと増やしてほしい

子どもまつりなどの親子で楽しめるイベントをもっと増やしてほしい

しつけ、子どもとの遊び方、心身の発達、病気、食事、食べさせ方な

ど学べる機会（体験、研修会、講座など）をつくってほしい

子どもが病気のとき、預かってもらえる制度（病児保育、病後児保

育）を充実してほしい

保護者が病気のとき、家事、育児をお願いできる

制度をつくってほしい

放課後児童クラブ（学童保育）や備前まなび塾の時間、開催回数等

を充実してほしい

職場における子育て支援として、残業時間の短縮、休暇の取得促進

など、子育てに配慮した企業が増えるよう働きかけてほしい

市営住宅などへ優先して入居できるようにしてほしい

子どもたちが集団で外遊びができる場所を増やしてほしい

親子で地域との交流や行事に参加できる場をつくってほしい

その他

無回答

小学生児童(MA) N=1,166
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＜問 32 × 問２ 学年２区分別クロス＞ 

 “低学年”では「子どもまつりなどの親子で楽しめるイベントをもっと増やしてほしい」の割合が“高

学年”と比べて高くなっています。 

 

 


