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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   ：庄原市 

調査対象者  ：平成 31年 1月１日現在、庄原市に住んでいる就学前・小学生の保護者 

対象数    ：就学前児童保護者 1,017人 小学生保護者 1,120人 

調査期間   ：平成 31年 1月 28日～平成 31年 2月 12日まで 

調査方法   ：郵送による配布回収 

 

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 1,017票 712票 70.0％ 

小学校児童用調査票 1,120票 759票 67.8％ 

合計 2,137票 1,471票 68.8％ 
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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。 

 

● 図表中において、「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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13.6 

18.5 

13.9 

13.0 

14.0 

14.7 

11.6 

0.7 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

(SA) N=714

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 お住まいの小学校区はどちらですか。 (SA) 

小学校区 件数 ％ 地域 件数 ％ 

庄原小学校 149 20.9 

庄原 414 58.0 

永末小学校 41 5.7 

高小学校 20 2.8 

峰田小学校 16 2.2 

板橋小学校 77 10.8 

東小学校 62 8.7 

山内小学校 35 4.9 

川北小学校 14 2.0 

西城小学校 26 3.6 
西城 38 5.3 

美古登小学校 12 1.7 

小奴可小学校 16 2.2 

東城 132 18.5 
八幡小学校 9 1.3 

粟田小学校 9 1.3 

東城小学校 98 13.7 

口南小学校 28 3.9 
口和 45 6.3 

口北小学校 17 2.4 

高野小学校 28 3.9 高野 28 3.9 

比和小学校 16 2.2 比和 16 2.2 

総領小学校 28 3.9 総領 28 3.9 

わからない 6 0.8 わからない 6 0.8 

無回答 7 1.0 無回答 7 1.0 

合計 714 100.0 合計 714 100.0 

 

問２ お子さんの年齢（平成31年１月現在） (SA) 
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母親

86.2%

父親

12.9%

その他

0.8% 無回答

0.1%

(SA) N=714

問３ この調査票にご回答いただいている方は、お子さんからみた関係でどなたですか。 

(SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ この調査票にご回答いただいている方に配偶者はいますか。 (SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ お子さんの子育てを主に行っているのは、お子さんからみた関係でどなたですか。 

(SA) 
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80.4 

84.2 

28.3 

33.3 

62.2 

5.9 

10.1 

8.0 

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

父

母

祖父

祖母

きょうだい

おじ・おば

その他

無回答

(MA) N=714

5.3 

6.0 

49.0 

52.7 

4.6 

29.6 

7.3 

31.7 

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

父

母

祖父

祖母

きょうだい

おじ・おば

その他

無回答

(MA) N=714

問６（１） お子さんと同居しているご家族・ご親族はどなたですか。 (MA) 

 

 

 

 

 

 

 

問６（２） お子さんと近くに住んでおられる（近居している）ご家族・ご親族はどなたで

すか。 (MA) 

 

 

 

 

 

 

 

２ お子さんの保護者の就労状況について 

問７① 『母親』の就労状況（自営業、家族従事者含む）をおうかがいします。 (SA) 

 「働いている人」は 71.5％となっています。そのうち「フルタイム」が 46.6％、「パート・アルバイト」

が 24.9％となっています。「専業主婦・主夫、働けない」は 25.2％となっています。 

 

 

 

 

 

  

フルタイム

46.6%

パート・アルバイト

24.9%

専業主婦・主

夫、働けない

25.2%

無回答

3.2%

(SA) N=714
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上段:回答者数
下段:％

714 333 178 180 23
100.0 46.6 24.9 25.2 3.2
97 33 10 53 1

100.0 34.0 10.3 54.6 1.0
231 84 52 89 6
100.0 36.4 22.5 38.5 2.6
381 215 114 37 15
100.0 56.4 29.9 9.7 3.9
5 1 2 1 1

100.0 20.0 40.0 20.0 20.0

全
体

フ
ル
タ
イ
ム

パ
ー
ト
・ア
ル

バ
イ
ト

専
業
主
婦
・
主

夫
、
働
け
な
い

無
回
答

合計

０歳

１～２歳

３歳以上

無回答

＜問７① ×年齢３区分別クロス＞ 

 『０歳』では「専業主婦・主夫、働けない」の割合が他の年齢より高く、『３歳以上』では「フルタイ

ム」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７② 『父親』の就労状況（自営業、家族従事者含む）をおうかがいします。 (SA) 

 「働いている人」は 91.0％となっています。そのうち「フルタイム」が 89.6％、「パート・アルバイト」

が 1.4％となっています。「専業主婦・主夫、働けない」は 1.4％となっています。 

 

  

フルタイム

89.6%

パート・アルバイト

1.4%

専業主婦・主夫、

働けない

1.4%

無回答

7.6%

(SA) N=714



7 

0.8 

1.6 

5.7 

6.1 

67.5 

15.3 

1.0 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

(数量) N=511

0.5 

1.1 

0.8 

57.4 

34.5 

3.4 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80%

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

(数量) N=650

問７－１① 『母親』の就労している日数や時間などについておたずねします。 (数量) 

 １週当たりの就労日数は「５日」が 67.5％で最も高くなっています。次いで「６日」が 15.3％で続い

ています。 

 １日当たりの就労時間は「８時間台」が 42.5％で最も高くなっています。次いで「６時間台」が 12.5％、

「７時間台」が 11.2％で続いています。 

【１週当たりの就労日数】           【１日当たりの就労時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７－１② 『父親』の就労している日数や時間などについておたずねします。 (数量) 

 １週当たりの就労日数は「５日」が 57.4％で最も高くなっています。次いで「６日」が 34.5％で続い

ています。 

 １日当たりの就労時間は「８時間台」が 39.8％で最も高くなっています。次いで「９時間台」が 18.3％、

「10時間台」が 17.7％で続いています。 

【１週当たりの就労日数】           【１日当たりの就労時間】 

 

  

2.9 

4.9 

7.6 

12.5 

11.2 

42.5 

9.4 

5.9 

3.1 

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

４時間未満

４時間台

５時間台

６時間台

７時間台

８時間台

９時間台

10時間以上

無回答

(数量) N=511

1.2 

2.5 

39.8 

18.3 

17.7 

4.2 

11.7 

4.6 

0% 20% 40% 60%

７時間未満

７時間台

８時間台

９時間台

10時間台

11時間台

12時間以上

無回答

(数量) N=650
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利用している

71.4%

利用していない

28.0%

無回答

0.6%

(SA) N=714

上段:回答者数

下段:％
714 510 200 4

100.0 71.4 28.0 0.6
97 7 88 2

100.0 7.2 90.7 2.1
231 129 102 -

100.0 55.8 44.2 -
381 370 10 1

100.0 97.1 2.6 0.3

全
体

利
用
し
て

い
る

利
用
し
て

い
な
い

無
回
答

合計

０歳

１～２歳

３歳以上

上段:回答者数
下段:％

714 510 200 4
100.0 71.4 28.0 0.6

414 281 130 3
100.0 67.9 31.4 0.7

38 30 8 -
100.0 78.9 21.1 -

132 106 25 1
100.0 80.3 18.9 0.8

45 31 14 -
100.0 68.9 31.1 -

28 16 12 -
100.0 57.1 42.9 -

16 12 4 -
100.0 75.0 25.0 -

28 26 2 -

100.0 92.9 7.1 -

全
体

利
用
し
て

い
る

利
用
し
て

い
な
い

無
回
答

比和

総領

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

３ お子さんの教育・保育サービスの利用について（定期利用） 

問８ お子さんは現在、幼稚園や保育所等の「定期的なサービス」を利用していますか。 (SA) 

 「利用している」が 71.4％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問８ ×年齢３区分別クロス＞ 

 『０歳』では「利用していない」の割合が他の年齢より高く、『３歳以上』では「利用している」の割

合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問８ ×地域別クロス＞ 

 『西城』『東城』では「利用している」の割合が他の地域より高く、『高野』では「利用していない」の

割合が高くなっています。 
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0.4 

27.5 

33.9 

24.3 

9.8 

0.4 

0.6 

3.1 

0% 10% 20% 30% 40%

７時

７時半

８時

８時半

９時

９時半

10時以降

無回答

(数量) N=510

15.3 

12.7 

17.3 

15.1 

20.8 

14.5 

0.6 

0.0 

0.6 

3.1 

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

16時以前

16時半

17時

17時半

18時

18時半

19時

19時半

20時以降

無回答

(数量) N=510

0.6 

0.4 

0.6 

58.2 

37.1 

0.2 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80%

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

(数量) N=510

5.7 

1.8 

85.5 

4.5 

1.2 

2.4 

0.4 

0.6 

0.2 

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

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育所

認定こども園

小規模保育所

事業所内保育施設

ファミリー・サポート

その他の保育サービス

無回答

(MA) N=510

【問８で「利用している」と答えた方】 

問８－１ お子さんは、平日どのようなサービスを利用していますか。年間を通じて利用し

ているサービスをお答えください。 (MA) 

 「保育所」が 85.5％で最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問８で「利用している」と答えた方】 

問８－２ 現在の教育・保育サービスの、①１週間の利用日数、②最大の利用時間帯、を教

えてください。 (数量) 

 １週間の利用日数は「５日」が 58.2％で最も高くなっています。次いで「６日」が 37.1％で続いてい

ます。利用時間帯の預ける時間は「８時」が 33.9％で最も高く、次いで「７時半」が 27.5％で続いてい

ます。帰る時間では「18時」が 20.8％で最も高く、次いで「17時」が 17.3％で続いています。 

①１週間の利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

②利用時間帯【預ける時間】         ②利用時間帯【帰る時間】 
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市内

93.6%

市外

3.1%

無回答

3.3%

(SA) N=510

74.0 

17.0 

9.5 

3.0 

0.5 

2.5 

12.0 

4.5 

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

父母が子どもをみることができるため

子どもの祖父母または親戚の

人がみることができるため

利用したいが、幼稚園・保育所

等のサービスに空きがないため

利用したいが、経済的な理由で

サービスを利用できないため

利用したいが、利用時間

帯の条件が合わないため

利用したいが、サービスの要件（就

労要件等）に当てはまらないため

その他

無回答

(MA) N=200

【問８で「利用している」と答えた方】 

問８－３ 現在、教育・保育サービスはどこで利用していますか。 (SA) 

 「市内」が 93.6％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問８で「利用していない」と答えた方】 

問９ 平日に定期的なサービスを利用していない理由は何ですか。 (MA) 

 「父母が子どもをみることができるため」が 74.0％で最も高くなっています。「子どもの祖父母または

親戚の人がみることができるため」が 17.0％で続いています。 
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12.6 

9.1 

80.0 

10.6 

4.1 

6.9 

2.0 

1.5 

6.9 

0.4 

1.8 

3.9 

2.8 

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

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育所

認定こども園

小規模保育所

事業所内保育施設

家庭的保育

自治体が認証・認定した保育施設

ファミリー・サポート

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

利用するつもりはない

無回答

(MA) N=714

問10 現在、利用している、利用していないにかかわらず、お子さんの平日の幼稚園・保育

所等のサービスとして、今後「定期的に」利用したいと考えるサービスをお答えくださ

い。 (MA) 

 「保育所」が 80.0％で最も高くなっています。「幼稚園」が 12.6％、「認定こども園」が 10.6％で続いて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 10 ×地域別クロス＞ 

 「庄原」では「幼稚園」「幼稚園の預かり保育」の割合が他の地域より高く、「西城」「東城」では「認

定こども園」の割合が高くなっています。 

 

  

上段:回答者数

下段:％
714 90 65 571 76 29 49 14 11 49 3 13 28 20
100.0 12.6 9.1 80.0 10.6 4.1 6.9 2.0 1.5 6.9 0.4 1.8 3.9 2.8
414 74 55 339 28 16 33 10 7 35 3 8 12 11
100.0 17.9 13.3 81.9 6.8 3.9 8.0 2.4 1.7 8.5 0.7 1.9 2.9 2.7
38 - 2 31 8 1 2 - - 4 - - 2 -

100.0 - 5.3 81.6 21.1 2.6 5.3 - - 10.5 - - 5.3 -
132 10 6 83 34 9 5 3 3 5 - 1 6 8
100.0 7.6 4.5 62.9 25.8 6.8 3.8 2.3 2.3 3.8 - 0.8 4.5 6.1
45 1 - 39 4 1 - - - 2 - 2 4 1

100.0 2.2 - 86.7 8.9 2.2 - - - 4.4 - 4.4 8.9 2.2

28 1 - 26 - 1 2 - - 1 - - 2 -
100.0 3.6 - 92.9 - 3.6 7.1 - - 3.6 - - 7.1 -
16 1 - 14 - 1 1 1 - - - 1 2 -

100.0 6.3 - 87.5 - 6.3 6.3 6.3 - - - 6.3 12.5 -
28 2 2 28 1 - 4 - 1 2 - - - -

100.0 7.1 7.1 100.0 3.6 - 14.3 - 3.6 7.1 - - - -

全
体

幼
稚
園

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

小
規
模
保
育
所

事
業
所
内
保
育
施
設

高野

比和

総領

家
庭
的
保
育

自
治
体
が
認
証
・認
定
し
た

保
育
施
設

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育

施
設

居
宅
訪
問
型
保
育

利
用
す
る
つ
も
り
は
な
い
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70.2 

45.8 

25.5 

6.6 

31.2 

12.7 

24.2 

8.8 

26.8 

3.9 

2.2 

7.1 

3.4 

2.5 

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

自宅からの距離

通勤や送迎の利便性

教育や保育の方針や内容

施設の設備（たてもの、園庭等）

職員（教諭、保育士等）の対応

近所やほかの親たちの、評判や口コミ

給食の有無

利用料などの費用

利用時間

バス等の送迎

公営か民営（私立・指定管理）か

預かってくれる期間が長いこと

その他

無回答

(MA) N=714

上段:回答者数

下段:％
714 501 327 182 47 223 91 173 63 191 28 16 51 24 18
100.0 70.2 45.8 25.5 6.6 31.2 12.7 24.2 8.8 26.8 3.9 2.2 7.1 3.4 2.5
414 280 200 121 30 148 70 93 39 115 6 10 36 15 10
100.0 67.6 48.3 29.2 7.2 35.7 16.9 22.5 9.4 27.8 1.4 2.4 8.7 3.6 2.4
38 27 17 5 1 10 4 10 3 7 3 1 2 2 -

100.0 71.1 44.7 13.2 2.6 26.3 10.5 26.3 7.9 18.4 7.9 2.6 5.3 5.3 -
132 87 55 33 11 40 8 42 11 34 13 3 8 2 7
100.0 65.9 41.7 25.0 8.3 30.3 6.1 31.8 8.3 25.8 9.8 2.3 6.1 1.5 5.3
45 37 14 10 2 8 3 9 4 15 - - - 1 1

100.0 82.2 31.1 22.2 4.4 17.8 6.7 20.0 8.9 33.3 - - - 2.2 2.2

28 24 16 2 - 3 1 9 1 4 4 2 1 1 -
100.0 85.7 57.1 7.1 - 10.7 3.6 32.1 3.6 14.3 14.3 7.1 3.6 3.6 -
16 12 7 3 - 3 - 5 1 4 2 - - 1 -

100.0 75.0 43.8 18.8 - 18.8 - 31.3 6.3 25.0 12.5 - - 6.3 -
28 26 13 4 1 3 - 3 3 9 - - 3 2 -

100.0 92.9 46.4 14.3 3.6 10.7 - 10.7 10.7 32.1 - - 10.7 7.1 -

全
体

自
宅
か
ら
の
距
離

通
勤
や
送
迎
の
利
便
性

教
育
や
保
育
の
方
針
や
内

容 施
設
の
設
備
（た
て
も
の
、

園
庭
等
）

職
員
（教
諭
、
保
育
士
等
）の

対
応

近
所
や
ほ
か
の
親
た
ち
の
、

評
判
や
口
コ
ミ

口和

高野

比和

給
食
の
有
無

利
用
料
な
ど
の
費
用

利
用
時
間

そ
の
他

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

バ
ス
等
の
送
迎

公
営
か
民
営
（私
立
・指
定

管
理
）か

預
か
っ
て
く
れ
る
期
間
が

長
い
こ
と

総領

問11 お子さんを平日に幼稚園・保育所等に預ける場合、何を基準に施設やサービスを選び

ますか。 (MA) 

 「自宅からの距離」が 70.2％で最も高くなっています。次いで「通勤や送迎の利便性」が 45.8％、「職

員（教諭、保育士等）の対応」が 31.2％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 11 ×地域別クロス＞ 

 どの地域においても「自宅からの距離」が高くなっています。 
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59.4 

3.4 

13.4 

4.1 

0.6 

15.5 

3.6 

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

無償化になっても変わらない

幼稚園に通わせたい

保育所に通わせたい

延長保育や預かり保育を利用したい

その他

わからない

無回答

(SA) N=714

上段:回答者数
下段:％

714 424 24 96 29 4 111 26
100.0 59.4 3.4 13.4 4.1 0.6 15.5 3.6
97 41 2 25 6 - 17 6

100.0 42.3 2.1 25.8 6.2 - 17.5 6.2
231 130 9 38 11 - 35 8
100.0 56.3 3.9 16.5 4.8 - 15.2 3.5
381 251 13 33 11 4 57 12
100.0 65.9 3.4 8.7 2.9 1.0 15.0 3.1

全
体

無
償
化
に
な
っ
て
も
変

わ
ら
な
い

幼
稚
園
に
通
わ
せ
た
い

保
育
所
に
通
わ
せ
た
い

延
長
保
育
や
預
か
り
保

育
を
利
用
し
た
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

合計

０歳

１～２歳

３歳以上

４ 幼児教育・保育の無償化について 

問12 幼児教育・保育の無償化に伴い、サービスの希望が変わると思いますか。 (SA) 

 「無償化になっても変わらない」が 59.4％で最も高くなっています。「わからない」が 15.5％、「保育

所に通わせたい」が 13.4％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

＜問 12 ×年齢３区分別クロス＞ 

 「０歳」では「保育所に通わせたい」の割合が他の年齢より高く、「３歳以上」では「無償化になって

も変わらない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問13 幼児教育・保育が無償化されれば、子どもをさらに産みたいと思いますか。 (SA) 

 「産みたいと思う」が 30.0％となっています。 
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3.2 

0.9 

47.3 

13.1 

47.8 

35.1 

22.5 

4.9 

14.6 

16.5 

2.8 

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

妊娠から子育てまでの一貫した相談支援体制

母親・父親への育児指導

（両親学級、父親学級など）

子育て世帯への経済的サポート（優遇税制等）

子育て世帯への住宅支援

高等教育（高校・大学）への教育費のサポート

子どもがいる親への柔軟な

勤務時間や休暇取得の制度

男女ともに育休中の収入補償

不妊治療への支援の充実

その他

特にない

無回答

(MA) N=467

上段:回答者数
下段:％

714 214 467 33
100.0 30.0 65.4 4.6
97 45 47 5

100.0 46.4 48.5 5.2
231 83 139 9
100.0 35.9 60.2 3.9

381 86 276 19
100.0 22.6 72.4 5.0

全
体

産
み
た
い
と

思
う

産
み
た
い
と

思
わ
な
い

無
回
答

合計

０歳

１～２歳

３歳以上

＜問 13 ×年齢３区分別クロス＞ 

 「０歳」では「産みたいと思う」の割合が他の年齢より高く、「３歳以上」では「産みたいと思わない」

の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【問13で「産みたいと思わない」と答えた方】 

問13－１ どんな支援策があれば、さらに子どもを産みたいと思いますか。 (MA) 

 「高等教育（高校・大学）への教育費のサポート」が 47.8％で最も高くなっています。次いで「子育

て世帯への経済的サポート（優遇税制等）」が 47.3％、「子どもがいる親への柔軟な勤務時間や休暇取得

の制度」が 35.1％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 

上段:回答者数

下段:％
714 558 108 26 22

100.0 78.2 15.1 3.6 3.1
414 329 57 12 16
100.0 79.5 13.8 2.9 3.9

38 31 6 1 -
100.0 81.6 15.8 2.6 -
132 102 17 10 3

100.0 77.3 12.9 7.6 2.3
45 35 8 1 1

100.0 77.8 17.8 2.2 2.2

28 18 9 1 -
100.0 64.3 32.1 3.6 -

16 11 5 - -
100.0 68.8 31.3 - -
28 24 3 1 -

100.0 85.7 10.7 3.6 -

全
体

知
っ
て
い
る

聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

総領

知っている

78.2%

聞いたこと

がある

15.1%

知らない

3.6%

無回答

3.1%

(SA) N=714

５ 地域子育て支援事業の利用状況について 

問14 市内の各地域にある子育て支援施設を知っていますか。 (SA) 

 「知っている」が 78.2％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 14 ×地域別クロス＞ 

 「総領」では「知っている」の割合が他の地域より高く、「高野」「比和」では「聞いたことがある」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問15 現在、地域子育て支援事業を利用していますか。 (SA) 

 「利用している」が 23.8％となっています。 
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上段:回答者数
下段:％

714 170 510 34
100.0 23.8 71.4 4.8
97 48 44 5

100.0 49.5 45.4 5.2
231 94 126 11
100.0 40.7 54.5 4.8
381 28 335 18
100.0 7.3 87.9 4.7

合計

０歳

１～２歳

３歳以上

全
体

利
用
し
て
い
る

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

30.0 

17.6 

13.5 

9.4 

5.9 

4.7 

0.6 

15.9 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回以上

無回答

(数量) N=170

＜問 15 ×年齢３区分別クロス＞ 

 年齢があがるにつれて「利用していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【問15で「利用している」と答えた方】 

問15－１ 現在の利用状況を教えてください。 (数量) 

 「１回」が 30.0％で最も高くなっています。「２回」が 17.6％、「８回以上」が 15.9％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問16 現在の利用にかかわらず、今後、地域子育て支援事業を利用したいと思いますか。 

(SA) 

 「利用したい」が 53.7％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用したい

53.7%

必要ない

38.7%

無回答

7.6%

(SA) N=714
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上段:回答者数
下段:％

714 384 276 54
100.0 53.8 38.7 7.6
97 81 9 7

100.0 83.5 9.3 7.2
231 157 62 12
100.0 68.0 26.8 5.2
381 144 202 35

100.0 37.8 53.0 9.2

合計

０歳

１～２歳

３歳以上

全
体

利
用
し
た
い

必
要
な
い

無
回
答

24.5 

14.1 

9.1 

10.9 

7.6 

2.6 

0.8 

13.3 

17.2 

0% 10% 20% 30%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回以上

無回答

(数量) N=384

＜問 16 ×年齢３区分別クロス＞ 

 年齢が下がるにつれて「利用したい」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

問16 「利用したい」場合、月に何日程度ですか。 (数量) 

 「１回」が 24.5％で最も高くなっています。「２回」が 14.1％、「８回以上」が 13.3％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 16 ×地域別クロス＞ 

 「口和」「高野」では「利用したい」の割合が他の地域より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段:回答者数

下段:％
714 384 276 54

100.0 53.8 38.7 7.6
414 223 152 39

100.0 53.9 36.7 9.4
38 20 16 2

100.0 52.6 42.1 5.3
132 64 59 9
100.0 48.5 44.7 6.8

45 30 14 1
100.0 66.7 31.1 2.2

28 19 9 -
100.0 67.9 32.1 -

16 9 7 -
100.0 56.3 43.8 -
28 16 12 -

100.0 57.1 42.9 -

比和

総領

全
体

利
用
し
た
い

必
要
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野
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利用する必要はない

32.1%

ほぼ毎週利用したい

26.9%

月に１～２回は

利用したい

31.9%

無回答

9.1%

(SA) N=714

利用する必要はない

43.8%

利用したい

43.6%

無回答

12.6%

(SA) N=714

6.4 

13.5 

12.5 

5.1 

43.4 

13.2 

0.3 

5.5 

0% 20% 40% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

(数量) N=311

６ 土曜・休日や幼稚園の長期休業期間中の、保育所・認定こども園などの利

用希望について 

問17① お子さんについて、①土曜日、②日曜日・祝日、③夏休みなどの幼稚園の長期休業

中に、保育所・認定こども園などの施設やサービスの日常的な利用希望はありますか。 

(SA) 

 土曜日に「利用したい人」は 58.8％となっています。そのうち「ほぼ毎週利用したい」が 26.9％、「月

に１～２回は利用したい」が 31.9％となっています。 

 日曜日・祝日に「利用したい人」は 27.9％となっています。そのうち「ほぼ毎週利用したい」が 3.4％、

「月に１～２回は利用したい」が 24.5％となっています。 

 長期休業中では「利用したい」が 43.6％となっています。 

①土曜日の利用希望            ②日曜日・祝日の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③長期休業中の利用希望            ③長期休業中の利用したい日数 
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23.8 

27.4 

24.1 

3.8 

7.3 

5.9 

7.8 

0% 10% 20% 30%

1～4日

5～9日

10～14日

15～19日

20～24日

25日以上

無回答

(数量) N=424

46.2 

42.3 

11.5 

0.0 

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

1～4日

5～9日

10日以上

無回答

(数量) N=26

41.2 

21.7 

19.9 

8.1 

9.0 

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

1～4日

5～9日

10～14日

15日以上

無回答

(数量) N=221

16.7 

25.0 

25.0 

33.3 

0% 10% 20% 30% 40%

5～9日

10～14日

15日以上

無回答

(数量) N=12

７ お子さんが病気のときなどの対応について 

【平日定期的に保育所や認定こども園などを利用していると答えた方】 

問18 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 83.1％で最も高くなっています。「家族や、親族・知人などに子どもを

みてもらった」が 43.3％で続いています。 

 

【父親、又は母親が休んだ日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【病児・病後児保育を利用した日数】 

 

【ファミリー・サポート（病後児）を利用した日数】 

 対象２件のうち、「１日」が２件となっていま

す。 

 

【仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数】 

 対象３件のうち、「２日」「５日」がそれぞれ１

件、無回答が１件となっています。 

【家族や、親族・知人などに子どもをみてもらった日数】 

 

 

 

 

 

 

【その他の日数】 

 

 

 

 

 

 

  

83.1 

5.1 

0.4 

0.6 

43.3 

2.4 

4.3 

5.7 

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

父親、又は母親が休んだ

病児・病後児保育を利用した

ファミリー・サポート（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

家族や、親族・知人などに子どもをみてもらった

その他

この一年で、病気やケガはなかった

無回答

(MA) N=510
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できれば病児・病後児

保育施設を利用したい

33.5%

利用したいとは

思わない

65.8%

無回答

0.7%

(SA) N=424

33.1 

29.6 

18.3 

4.9 

14.1 

0% 10% 20% 30% 40%

1～4日

5～9日

10～14日

15日以上

無回答

(数量) N=142

【問18で「父親、又は母親が休んだ」と答えた方】 

問18－１ 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) 

 「できれば病児・病後児保育施設を利用したい」が 33.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問18－１ 「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) 

 「１～４日」が 33.1％で最も高くなっています。次いで「５～９日」が 29.6％、「10～14日」が 18.3％

で続いています。 

 

 

 

 

 

８ 一時預かり等の利用について 

問19 この１年で保育所、認定こども園などに通うほかに、子どもの病気以外の理由で、お

子さんを施設などに預けたことがありますか。 (MA) 

 「一時預かり」が 6.0％、「ファミリー・サポート」が 1.1％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

6.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.8 

86.7 

5.7 

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

一時預かり

ファミリー・サポート

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

(MA) N=714 【子どもを預けたことがある場合の合計利用日数】 

51.9 

18.5 

11.1 

5.6 

13.0 

0% 20% 40% 60%

1～4日

5～9日

10～14日

15日以上

無回答

(数量) N=54
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利用したい

25.6%

利用する必要はない

66.6%

無回答

7.8%

(SA) N=714

31.1 

25.7 

16.9 

6.0 

20.2 

0% 10% 20% 30% 40%

1～4日

5～9日

10～14日

15日以上

無回答

(数量) N=183

50.9 

7.3 

14.5 

5.5 

21.8 

0% 20% 40% 60%

1～4泊

5～9泊

10～14泊

15泊以上

無回答

(数量) N=55

5.0 

0.0 

2.5 

0.7 

0.0 

8.4 

78.9 

5.9 

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

親族・知人に無理を言ってみてもらった

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

日ごろからみてもらえる

親族・知人にみてもらった

泊まりでみてもらうことはなかった

無回答

(MA) N=714

問20 今後、問19のサービスを利用したいと思いますか。 (SA) 

 「利用したい」が 25.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問21 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、家族の病気など）により、お子さんを「泊

まりがけ」で家族以外に預けたことはありますか。 (MA) 

 「日ごろからみてもらえる親族・知人にみてもらった」が 8.4％、「親族・知人に無理を言ってみても

らった」が 5.0％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「親族・知人に無理を言ってみてもらった」「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」を選択された方の合計宿泊数】 

 

 

 

 

【利用したい場合の合計日数】 
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47.5 

20.6 

2.1 

24.5 

66.7 

1.5 

1.0 

1.5 

51.5

19.7

0.0

15.2

62.1

0.0

0.0

1.5

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

自宅

祖父母の家

友人・知人の家

習い事・スポーツ活動

放課後児童クラブ・放課後子供教室

ファミリー・サポート

その他

無回答

全年齢(MA) N=714

5歳以上(MA) N=66

全年齢

５歳以上

1.7 

6.8 

11.5 

7.4 

56.7 

7.2 

8.7 

2.4

12.2

7.3

7.3

65.9

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

全年齢(数量) N=471

5歳以上(数量) N=41

全年齢

５歳以上

９ お子さんの小学校入学後の放課後の過ごし方について 

問22 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) 

 全年齢、５歳以上ともに「放課後児童クラブ・放課後子供教室」が最も高く、次いで「自宅」となって

います。５歳以上では「自宅」が全年齢よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 22（全年齢） ×地域別クロス＞ 

 「比和」では「自宅」「放課後児童クラブ・放課後子供教室」の割合が他の地域より高く、「高野」では

「習い事・スポーツ活動」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放課後児童クラブ・放課後子供教室を希望する日数】 

 

上段:回答者数
下段:％

714 339 147 15 175 476 11 7 11

100.0 47.5 20.6 2.1 24.5 66.7 1.5 1.0 1.5
414 203 99 9 106 279 6 5 5
100.0 49.0 23.9 2.2 25.6 67.4 1.4 1.2 1.2
38 25 9 1 9 19 - 1 -

100.0 65.8 23.7 2.6 23.7 50.0 - 2.6 -
132 53 23 3 33 92 3 - 3
100.0 40.2 17.4 2.3 25.0 69.7 2.3 - 2.3

45 20 6 1 4 30 - - 1
100.0 44.4 13.3 2.2 8.9 66.7 - - 2.2
28 13 - - 9 17 - - 1

100.0 46.4 - - 32.1 60.7 - - 3.6

16 11 1 - 4 12 - 1 -
100.0 68.8 6.3 - 25.0 75.0 - 6.3 -
28 9 4 - 6 19 2 - -

100.0 32.1 14.3 - 21.4 67.9 7.1 - -

全
体

自
宅

祖
父
母
の
家

友
人
・
知
人
の
家

習
い
事
・
ス
ポ
ー
ツ
活

動

西城

東城

口和

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・

放
課
後
子
供
教
室

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト そ
の
他

無
回
答

合計

庄原

高野

比和

総領
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働いていなかった

29.3%

取得した、取得中

44.4%

取得していない

6.9%

出産を機に退職した

17.9%

無回答

1.5%

(SA) N=714

10 両親の育児休業等の取得状況について 

問23 お子さんを出産したとき、『母親』は産前産後休暇（産前６週間、産後８週間）を取

得しましたか。 (SA) 

 「働いていた人」は 69.2％となっています。そのうち「取得した、取得中」が 44.4％、「取得していな

い」が 6.9％、「出産を機に退職した」が 17.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問24（１） お子さんが生まれたあと、育児休業等を取得しましたか。 (SA) 

 母親で「働いている人」は 57.5％となっています。そのうち「取得して、今は復帰している」が 32.6％、

「現在、取得中」が 11.3％、「取得していない」が 13.6％となっています。 

 父親で「働いている人」は 81.9％となっています。そのうち「取得して、今は復帰している」が 2.5％、

「取得していない」が 79.4％となっています。 

①母親                      ②父親 
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3.1 

25.8 

11.3 

2.1 

7.2 

16.5 

9.3 

26.8 

25.8 

4.1 

1.4

18.0

23.1

2.8

15.0

20.3

1.1

54.0

4.2

6.9

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

制度を知らなかった

職場に制度がなかった（周知されていない）

仕事が忙しかった

育児休業による不利益（昇級・

昇格への影響など）が怖かった

職場に育児休業を取りにくい雰囲気

（復帰後の影響、人間関係等）があった

収入減となり、経済的に苦しくなる

有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

配偶者や親族が家にいる（育休、

退職なども含む）ので必要なかった

その他

無回答

母親(MA) N=97

父親(MA) N=567

母親

父親

【育児休業の取得で「取得していない」と答えた方】 

問24（２） 育児休業を取得していない場合、その理由はなんですか。 (MA) 

 母親は「配偶者や親族が家にいる（育休、退職なども含む）ので必要なかった」が 26.8％で最も高く

なっています。次いで「職場に制度がなかった（周知されていない）」が 25.8％で続いています。父親は

「配偶者や親族が家にいる（育休、退職なども含む）ので必要なかった」が 54.0％で最も高くなってい

ます。「仕事が忙しかった」が 23.1％、「収入減となり、経済的に苦しくなる」が 20.3％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問24で「取得して、今は復帰している」と答えた方】 

問24－１ 育児休業から職場に復帰したのは、４月からの保育所等の入所に合わせたタイミ

ングでしたか。あるいはそれ以外でしたか。 (SA) 

 母親は「それ以外だった」が 66.1％を占めています。父親は「それ以外だった」が 72.2％を占めてい

ます。 

①母親                     ②父親 
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3.4 

4.3 

19.3 

63.9 

2.6 

1.3 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80%

３か月以下

４～６か月

７か月～１歳未満

１歳

２歳

３歳

無回答

(数量) N=233

1.7 

3.4 

2.6 

43.3 

15.5 

23.6 

0.4 

9.4 

0% 20% 40% 60%

３か月以下

４～６か月

７か月～１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳

無回答

(数量) N=233

16.7 

11.1 

5.6 

22.2 

44.4 

0% 20% 40% 60%

３か月以下

４～６か月

７か月～１歳未満

１歳

無回答

(数量) N=18

【問24で「取得して、今は復帰している」と答えた方】 

問24－２ 育児休業から職場復帰したのは、お子さんがいくつのときですか。（歳、か月） 

(数量) 

 実際の復帰について母親では「１歳」が 63.9％で最も高くなっています。次いで「７か月～１歳未満」

が 19.3％で続いています。父親では「３か月以下」が 27.8％で最も高くなっています。 

 希望の復帰について母親では「１歳」が 43.3％で最も高くなっています。次いで「３歳」が 23.6％で

続いています。父親では「１歳」が 22.2％で最も高くなっています。 

【実際】 

①母親                    ②父親 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望】 

①母親                    ②父親 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.8 

5.6 

11.1 

5.6 

5.6 

0.0 

44.4 

0% 20% 40% 60%

３か月以下

４～６か月

７か月～１歳未満

１歳

２歳

３歳

無回答

(数量) N=18
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【問24で「取得して、今は復帰している」と答えた方】 

問24－３ 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) 

 母親は「利用した」が 20.6％、「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 42.5％

となっています。父親は「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 27.8％となって

います。 

①母親                    ②父親 
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54.5 

39.4 

33.3 

0.0 

10.1 

2.0 

13.1 

12.1 

11.1 

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

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

(MA) N=99

【問24-３で「利用しなかった（利用できなかった）」と答えた方】 

問24－４ 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 54.5％で最も高くなっています。次いで「仕

事が忙しかった」が 39.4％、「短時間勤務にすると給与が減額される」が 33.3％で続いています。 

①母親 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②父親 

 「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」「その他」がそれぞれ２件、

「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）」が１件となっています。 
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自宅

43.7%

（子にとって）母親の

実家

48.5%

（子にとって）父親の

実家

4.9%

その他

1.0%
無回答

2.0%

(SA) N=714

いた

93.7%

いない

4.3%

無回答

2.0%

(SA) N=714

11 お子さんとの暮らしについて 

問25 産後、退院してからの１か月は、どこで育児をしましたか。 (SA) 

 「（子にとって）母親の実家」が 48.5％で最も高く、次いで「自宅」が 43.7％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問26 産後、退院してからの１か月の間、育児や家事などを手伝ってくれる人はいましたか。 

(SA) 

 「いた」が 93.7％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問26で「いた」と答えた方】 

問26－１ それは誰ですか。 (MA) 

 「配偶者以外の家族や親戚」が 87.0％で最も高くなっています。次いで「配偶者」が 53.2％で続いて

います。 

 

 

 

 

 

 

53.2 

87.0 

1.9 

0.3 

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

配偶者

配偶者以外の家族や親戚

その他

無回答

(MA) N=669
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はい

33.2%

いいえ

64.6%

無回答

2.2%

(SA) N=714

上段:回答者数
下段:％

714 237 461 16
100.0 33.2 64.6 2.2

414 134 271 9
100.0 32.4 65.5 2.2

38 10 26 2
100.0 26.3 68.4 5.3

132 44 86 2
100.0 33.3 65.2 1.5

45 15 29 1
100.0 33.3 64.4 2.2

28 6 21 1
100.0 21.4 75.0 3.6

16 5 11 -
100.0 31.3 68.8 -

28 15 13 -
100.0 53.6 46.4 -

比和

総領

全
体

は
い

い
い
え

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

問27 退院後、１か月健診までに、産後の体調や育児について医療機関等に相談・受診をし

ましたか。 (SA) 

 「はい」が 33.2％、「いいえ」が 64.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 27 ×地域別クロス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問28 退院してから１か月の間、助産師や保健師等から指導・ケアは十分受けられましたか。 

(SA) 

 「はい」が 59.1％を占めています。 
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上段:回答者数
下段:％

714 422 87 190 15

100.0 59.1 12.2 26.6 2.1
414 256 46 105 7

100.0 61.8 11.1 25.4 1.7
38 30 - 6 2

100.0 78.9 - 15.8 5.3

132 62 22 46 2
100.0 47.0 16.7 34.8 1.5

45 22 8 14 1
100.0 48.9 17.8 31.1 2.2
28 18 3 6 1

100.0 64.3 10.7 21.4 3.6
16 9 1 6 -

100.0 56.3 6.3 37.5 -
28 16 5 7 -

100.0 57.1 17.9 25.0 -

比和

総領

全
体

は
い

い
い
え

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

あった

50.4%

なかった

47.2%

無回答

2.4%

(SA) N=714

上段:回答者数
下段:％

714 360 337 17
100.0 50.4 47.2 2.4
414 218 186 10

100.0 52.7 44.9 2.4
38 15 21 2

100.0 39.5 55.3 5.3
132 66 65 1

100.0 50.0 49.2 0.8
45 19 25 1

100.0 42.2 55.6 2.2
28 11 16 1

100.0 39.3 57.1 3.6
16 9 6 1

100.0 56.3 37.5 6.3
28 15 13 -

100.0 53.6 46.4 -

全
体

あ
っ
た

な
か
っ
た

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

総領

＜問 28 ×地域別クロス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問29 妊娠中・出産後に、育児等について不安がありましたか。 (SA) 

 「あった」が 50.4％、「なかった」が 47.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 29 ×地域別クロス＞ 

 

 

 

 

  



31 

妊娠中

30.0%

産後２週頃まで

11.4%

産後４週頃まで

17.8%

産後２か月頃まで

17.8%

産後４か月頃まで

20.3%

無回答

2.8%

(SA) N=360

【問29で「あった」と答えた方】 

問29－１ 不安について、一番不安が強かった時期はいつですか。 (SA) 

 「妊娠中」が 30.0％で最も高くなっています。次いで「産後４か月頃まで」が 20.3％、「産後４週頃ま

で」「産後２か月頃まで」が 17.8％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問29で「あった」と答えた方】 

問29－２ 不安は、どのような内容ですか。 (MA) 

 「赤ちゃんの発育や健康面」が 36.9％で最も高くなっています。次いで「赤ちゃんの世話」が 28.1％、

「母乳やミルクの与え方」が 25.3％で続いています。 

 

28.1 

25.3 

36.9 

22.5 

18.6 

25.0 

11.1 

10.8 

0.3 

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

赤ちゃんの世話

母乳やミルクの与え方

赤ちゃんの発育や健康面

出産・育児の疲れ

睡眠不足

自分の体調不良

経済的なこと

その他

無回答

(MA) N=360
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3.8

12.2

3.8

8.1

4.9

0.8

3.9

38.5

4.9

29.8

31.7

1.5

86.7

41.2

86.0

55.0

55.7

93.1

5.6

8.1

5.3

7.0

7.7

4.5

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

妊婦健康診査・検査等の助成

パパママひろば（両親学級）

保健師・助産師による

赤ちゃん訪問

離乳食教室

育児相談

乳児健診・１歳６か月児健診

・２歳児歯科健診・３歳児健診

(SA) N=714
知らない 知っているが利用しなかった 利用したことがある 無回答

58.3

47.6

51.0

49.9

52.5

48.6

37.6

50.3

44.3

46.8

42.7

43.8

2.1

1.0

2.8

2.3

3.3

5.1

1.9

1.0

2.0

1.0

1.5

2.6

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

妊婦健康診査・検査等の助成

パパママひろば（両親学級）

保健師・助産師による赤ちゃん訪問

離乳食教室

育児相談

乳児健診・１歳６か月児健診

・２歳児歯科健診・３歳児健診

(SA) N=398
満足 普通 不満 無回答

問30 母子保健サービスの利用状況を教えてください。 (SA) 

【母子保健サービスの利用状況】 

 「利用したことがある」では『乳幼児健診・１歳６か月児健診・２歳児歯科健診・３歳児健診』『妊婦

健康診査・検査等の助成』『保健師・助産師による赤ちゃん訪問』が８割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母子保健サービスの満足度】 

 満足度は、どの母子保健サービスも概ね５割が満足としていますが、『妊婦健康診査・検査等の助成』

で６割近くとなっています。 
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36.9 

10.7 

47.9 

6.0 

4.2 

2.0 

1.5 

7.2 

1.5 

7.7 

4.7 

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

時間がとれなかったから

面倒だったから

必要だと思わなかったから

自分や子どもの体調が悪かったから

忘れていたから

以前に利用して、満足しなかったから

ほかのきょうだい等を見て

くれる託児施設がないから

人ごみの中で子どもに病気

がうつるのが心配だから

保育園などで園医の診察を受けているから

その他

無回答

(MA) N=401

12.2 

0.0 

20.3 

10.8 

9.5 

4.1 

1.4 

56.8 

8.1 

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

実施日に都合が付きにくかったから

受付時間が短く・時間

があわなかったから

待ち時間が長いから

プライバシーへの配慮が足りないから

医師や保健師などと

ゆっくり相談できなかったから

実施場所が遠いから

実施場所の駐車場がせまいから

その他

無回答

(MA) N=74

【問30で「知っているが利用しなかった」と答えた方】 

問30－１ 利用しなかった理由はなんですか。 (MA) 

 「必要だと思わなかったから」が 47.9％で最も高くなっています。次いで「時間がとれなかったから」

が 36.9％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問30で利用したことがある人のうち、「不満」を１つでも選んだ方】 

問30－２ 不満に感じた理由はなんですか。 (MA) 

 「待ち時間が長いから」が 20.3％で最も高くなっています。次いで「実施日に都合が付きにくかった

から」が 12.2％で続いています。 
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35.3 

30.8 

15.3 

29.1 

19.0 

8.8 

9.0 

22.0 

20.6 

5.9 

10.2 

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

妊娠・出産に関して気軽

に相談できる場所づくり

妊娠・出産など同じような立場の

方と悩みを共有できる場所づくり

妊娠・出産に関して情報が手軽に

得られる電子母子手帳などの整備

出産後、育児や家事を手

伝ってくれるサービス

出産後、沐浴や授乳等母子のケア

や相談が受けられる訪問サービス

出産後、沐浴や授乳等母子のケアや

相談が受けられる日帰りサービス

出産後、沐浴や授乳等母子のケアや相談が

受けられる医療機関等での宿泊サービス

子どもの離乳食、幼児食

に関する学習機会の提供

乳幼児の歯や口の健康について

相談や学習できる場所づくり

その他

無回答

(MA) N=714

その他意見（主な意見抜粋） 類似回答数 

相談員への不満（態度・対応、知識不足、指導の仕方など） 13 

健診費用の助成への不満（市外・県外の場合健診費用が全額戻ってこない、手続きが複

雑、自費負担があったなど） 
5 

健診時間への不満（午後からの健診が子どもの昼寝の時間と重なるなど） 3 

 

問31 庄原市は今後母子保健サービスでどのような事業に力を入れていくと良いと思いま

すか。 (MA) 

 「妊娠・出産に関して気軽に相談できる場所づくり」が 35.3％で最も高くなっています。次いで「妊

娠・出産など同じような立場の方と悩みを共有できる場所づくり」が 30.8％、「出産後、育児や家事を手

伝ってくれるサービス」が 29.1％で続いています。 
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上段:回答者数

下段:％

714 252 220 109 208 136 63 64 157 147 42 73
100.0 35.3 30.8 15.3 29.1 19.0 8.8 9.0 22.0 20.6 5.9 10.2

97 29 34 18 29 18 7 7 26 24 4 8

100.0 29.9 35.1 18.6 29.9 18.6 7.2 7.2 26.8 24.7 4.1 8.2

231 79 72 32 66 58 22 15 64 57 19 16
100.0 34.2 31.2 13.9 28.6 25.1 9.5 6.5 27.7 24.7 8.2 6.9

381 142 113 59 112 59 34 42 67 66 19 48

100.0 37.3 29.7 15.5 29.4 15.5 8.9 11.0 17.6 17.3 5.0 12.6

１～２歳

３歳以上

全
体

妊
娠
・
出
産
に
関
し
て
気
軽

に
相
談
で
き
る
場
所
づ
く

り 妊
娠
・
出
産
な
ど
同
じ
よ
う

な
立
場
の
方
と
悩
み
を
共

有
で
き
る
場
所
づ
く
り

妊
娠
・
出
産
に
関
し
て
情
報

が
手
軽
に
得
ら
れ
る
電
子

母
子
手
帳
な
ど
の
整
備

出
産
後
、
育
児
や
家
事
を
手

伝
っ
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス

子
ど
も
の
離
乳
食
、
幼
児
食

に
関
す
る
学
習
機
会
の
提

供 乳
幼
児
の
歯
や
口
の
健
康

に
つ
い
て
相
談
や
学
習
で

き
る
場
所
づ
く
り

そ
の
他

無
回
答

合計

０歳

出
産
後
、
沐
浴
や
授
乳
等
母

子
の
ケ
ア
や
相
談
が
受
け

ら
れ
る
訪
問
サ
ー
ビ
ス

出
産
後
、
沐
浴
や
授
乳
等
母

子
の
ケ
ア
や
相
談
が
受
け

ら
れ
る
日
帰
り
サ
ー
ビ
ス

出
産
後
、
沐
浴
や
授
乳
等
母

子
の
ケ
ア
や
相
談
が
受
け

ら
れ
る
医
療
機
関
等
で
の

宿
泊
サ
ー
ビ
ス

上段:回答者数

下段:％
714 252 220 109 208 136 63 64 157 147 42 73
100.0 35.3 30.8 15.3 29.1 19.0 8.8 9.0 22.0 20.6 5.9 10.2
414 144 134 60 134 82 31 43 90 86 25 41
100.0 34.8 32.4 14.5 32.4 19.8 7.5 10.4 21.7 20.8 6.0 9.9
38 9 14 2 10 6 4 1 12 11 3 5

100.0 23.7 36.8 5.3 26.3 15.8 10.5 2.6 31.6 28.9 7.9 13.2
132 50 28 17 31 21 16 12 25 34 7 20
100.0 37.9 21.2 12.9 23.5 15.9 12.1 9.1 18.9 25.8 5.3 15.2
45 10 17 12 13 12 7 3 9 4 4 2

100.0 22.2 37.8 26.7 28.9 26.7 15.6 6.7 20.0 8.9 8.9 4.4

28 18 13 5 7 4 - - 8 4 - -
100.0 64.3 46.4 17.9 25.0 14.3 - - 28.6 14.3 - -
16 5 7 2 6 5 2 1 3 3 - -

100.0 31.3 43.8 12.5 37.5 31.3 12.5 6.3 18.8 18.8 - -
28 12 4 7 5 4 3 3 10 4 2 2

100.0 42.9 14.3 25.0 17.9 14.3 10.7 10.7 35.7 14.3 7.1 7.1

西城

東城

口和

全
体

妊
娠
・出
産
に
関
し
て
気
軽

に
相
談
で
き
る
場
所
づ
く

り 妊
娠
・出
産
な
ど
同
じ
よ
う

な
立
場
の
方
と
悩
み
を
共

有
で
き
る
場
所
づ
く
り

妊
娠
・出
産
に
関
し
て
情
報

が
手
軽
に
得
ら
れ
る
電
子

母
子
手
帳
な
ど
の
整
備

出
産
後
、
育
児
や
家
事
を
手

伝
っ
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス

子
ど
も
の
離
乳
食
、
幼
児
食

に
関
す
る
学
習
機
会
の
提

供 乳
幼
児
の
歯
や
口
の
健
康

に
つ
い
て
相
談
や
学
習
で

き
る
場
所
づ
く
り

そ
の
他

無
回
答

合計

庄原

出
産
後
、
沐
浴
や
授
乳
等
母

子
の
ケ
ア
や
相
談
が
受
け

ら
れ
る
訪
問
サ
ー
ビ
ス

出
産
後
、
沐
浴
や
授
乳
等
母

子
の
ケ
ア
や
相
談
が
受
け

ら
れ
る
日
帰
り
サ
ー
ビ
ス

出
産
後
、
沐
浴
や
授
乳
等
母

子
の
ケ
ア
や
相
談
が
受
け

ら
れ
る
医
療
機
関
等
で
の

宿
泊
サ
ー
ビ
ス

高野

比和

総領

＜問 31 ×年齢３区分別クロス＞ 

 「０歳」では「妊娠・出産など同じような立場の方と悩みを共有できる場所づくり」が他の年齢と比べ

高く、「１～２歳」では「出産後、沐浴や授乳等母子のケアや相談が受けられる訪問サービス」が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 31 ×地域別クロス＞ 

 「高野」「総領」では「妊娠・出産に関して気軽に相談できる場所づくり」の割合が他の地域より高く、

「高野」「比和」では「妊娠・出産など同じような立場の方と悩みを共有できる場所づくり」、「比和」で

は「出産後、育児や家事を手伝ってくれるサービス」、「口和」「比和」では「出産後、沐浴や授乳等母子

のケアや相談が受けられる訪問サービス」、「西城」「総領」では「子どもの離乳食、幼児食に関する学習

機会の提供」が高くなっています。 
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44.3 

31.2 

15.1 

12.5 

44.1 

13.4 

16.1 

2.0 

17.5 

2.4 

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

子どもの健康（発育・発達・食事など）

子どもの教育

子どもの友だちづきあい

子どもの保育所や幼稚園などでの生活

子どもの生活習慣やしつけ

子どもとの接し方

子どもと過ごす時間を十分にとれない

その他

特にない

無回答

(MA) N=714

上段:回答者数

下段:％
714 316 223 108 89 315 96 115 14 125 17

100.0 44.3 31.2 15.1 12.5 44.1 13.4 16.1 2.0 17.5 2.4
414 186 124 62 57 182 60 58 9 71 12
100.0 44.9 30.0 15.0 13.8 44.0 14.5 14.0 2.2 17.1 2.9

38 18 10 8 5 18 - 2 1 11 -
100.0 47.4 26.3 21.1 13.2 47.4 - 5.3 2.6 28.9 -
132 51 44 16 13 56 22 30 3 28 3

100.0 38.6 33.3 12.1 9.8 42.4 16.7 22.7 2.3 21.2 2.3
45 22 18 6 4 25 6 7 - 5 -

100.0 48.9 40.0 13.3 8.9 55.6 13.3 15.6 - 11.1 -

28 14 8 9 3 8 2 4 - 3 -
100.0 50.0 28.6 32.1 10.7 28.6 7.1 14.3 - 10.7 -

16 7 4 3 6 8 1 6 - - -
100.0 43.8 25.0 18.8 37.5 50.0 6.3 37.5 - - -
28 11 11 4 - 15 1 5 1 5 1

100.0 39.3 39.3 14.3 - 53.6 3.6 17.9 3.6 17.9 3.6

全
体

子
ど
も
の
健
康

（
発
育
・
発
達
・
食

事
な
ど
）

子
ど
も
の
教
育

子
ど
も
の
友
だ

ち
づ
き
あ
い

高野

比和

総領

子
ど
も
の
保
育

所
や
幼
稚
園
な

ど
で
の
生
活

子
ど
も
の
生
活

習
慣
や
し
つ
け

子
ど
も
と
の
接

し
方

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

子
ど
も
と
過
ご

す
時
間
を
十
分

に
と
れ
な
い

そ
の
他

特
に
な
い

問32 子どものことで、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) 

 「子どもの健康（発育・発達・食事など）」が 44.3％で最も高くなっています。次いで「子どもの生活

習慣やしつけ」が 44.1％、「子どもの教育」が 31.2％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 32 ×地域別クロス＞ 

 「口和」「総領」では「子どもの教育」の割合が他の地域より高く、「高野」では「子どもの友だちづき

あい」、「比和」では「子どもの保育所や幼稚園などでの生活」、「口和」「比和」「総領」では「子どもの瀬

活習慣やしつけ」、「東城」「比和」では「子どもと過ごす時間が十分にとれない」が高くなっています。 
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4.5 

2.9 

16.2 

3.2 

27.7 

16.4 

19.6 

4.8 

6.9 

4.9 

3.2 

21.1 

3.4 

25.4 

4.2 

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

子育ての方法がよくわからない

話し相手や相談相手がいない

子育てによるストレスや身体の疲れが大きい

育児が大変なことを、身近

な人が理解してくれない

子どもを叱りすぎているような気がする

仕事や自分のやりたいことが十分できない

夫婦または自分の時間が持てない

配偶者や家族の子育てへの協力が得にくい

配偶者や家族と子育ての意見が合わない

子育てについて、周りからど

う見られているか気になる

身近に子育てを手伝ってくれる人がいない

子育てにかかる経済的な負担が大きい

その他

特にない

無回答

(MA) N=714

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) 

 「子どもを叱りすぎているような気がする」が 27.7％で最も高くなっています。次いで「特にない」

が 25.4％、「子育てにかかる経済的な負担が大きい」が 21.1％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 33 ×地域別クロス＞ 

 「庄原」「口和」では「子育てによるストレスや身体の疲れが大きい」の割合が他の地域より高く、「比

和」「総領」では「子どもを叱りすぎているような気がする」、「口和」「比和」では「仕事や自分のやりた

いことが十分できない」、「口和」「高野」では「子育てにかかる経済的な負担が大きい」が高くなってい

ます。 

 

上段:回答者数

下段:％
714 32 21 116 23 198 117 140 34 49 35 23 151 24 181 30
100.0 4.5 2.9 16.2 3.2 27.7 16.4 19.6 4.8 6.9 4.9 3.2 21.1 3.4 25.4 4.2
414 17 12 79 18 113 73 91 24 28 17 15 76 16 105 17
100.0 4.1 2.9 19.1 4.3 27.3 17.6 22.0 5.8 6.8 4.1 3.6 18.4 3.9 25.4 4.1
38 2 1 2 - 8 3 - - 2 2 - 10 2 14 1

100.0 5.3 2.6 5.3 - 21.1 7.9 - - 5.3 5.3 - 26.3 5.3 36.8 2.6
132 9 - 18 2 35 16 30 6 14 6 7 29 4 38 5
100.0 6.8 - 13.6 1.5 26.5 12.1 22.7 4.5 10.6 4.5 5.3 22.0 3.0 28.8 3.8
45 1 1 9 2 14 12 8 2 2 5 - 16 1 5 -

100.0 2.2 2.2 20.0 4.4 31.1 26.7 17.8 4.4 4.4 11.1 - 35.6 2.2 11.1 -

28 1 3 3 - 7 4 2 - 2 2 - 9 1 7 2
100.0 3.6 10.7 10.7 - 25.0 14.3 7.1 - 7.1 7.1 - 32.1 3.6 25.0 7.1
16 - 2 1 - 6 4 1 1 1 2 - 1 - 5 -

100.0 - 12.5 6.3 - 37.5 25.0 6.3 6.3 6.3 12.5 - 6.3 - 31.3 -
28 - 1 2 - 11 3 5 1 - 1 1 8 - 5 3

100.0 - 3.6 7.1 - 39.3 10.7 17.9 3.6 - 3.6 3.6 28.6 - 17.9 10.7

全
体

子
育
て
の
方
法
が
よ
く
わ

か
ら
な
い

話
し
相
手
や
相
談
相
手
が

い
な
い

子
育
て
に
よ
る
ス
ト
レ
ス

や
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い

育
児
が
大
変
な
こ
と
を
、
身

近
な
人
が
理
解
し
て
く
れ

な
い

子
ど
も
を
叱
り
す
ぎ
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る

仕
事
や
自
分
の
や
り
た
い

こ
と
が
十
分
で
き
な
い

東城

口和

高野

夫
婦
ま
た
は
自
分
の
時
間

が
持
て
な
い

配
偶
者
や
家
族
の
子
育
て

へ
の
協
力
が
得
に
く
い

配
偶
者
や
家
族
と
子
育
て

の
意
見
が
合
わ
な
い

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

子
育
て
に
つ
い
て
、
周
り
か

ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か

気
に
な
る

身
近
に
子
育
て
を
手
伝
っ

て
く
れ
る
人
が
い
な
い

子
育
て
に
か
か
る
経
済
的

な
負
担
が
大
き
い

比和

総領
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見たことがある

2.1%

虐待かどうかわから

ないが、おかしいな

と思ったことがある

8.5%

ない

87.2%

無回答

2.2%

(SA) N=714

10.5 

1.3 

0.0 

2.6 

3.9 

13.2 

22.4 

5.3 

3.9 

13.2 

3.9 

40.8 

2.6 

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

市役所・支所に連絡・相談した

県のこども家庭センター（児童相談所）

に連絡・相談した

１８９（児童相談所全国共通

３桁ダイヤル）に連絡・相談した

民生委員・児童委員などに連絡・相談した

警察に連絡・相談した

保育所・幼稚園、学校などに連絡・相談した

友人・知人へ相談した

直接その子に声をかけてみた

直接その子の保護者に声を

かけてみた（注意した）

連絡や相談をしたかったが、

どこにしてよいかわからなかった

その他

特に何もしていない

無回答

(MA) N=76

問34 身近なところで、子どもの虐待を見たり聞いたりしたことがありますか。 (SA) 

 「見たことがある」が 2.1％、「虐待かどうかわからないが、おかしいなと思ったことがある」が 8.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問34で「見たことがある」「虐待かどうかわからないが、おかしいなと思ったことがある」と答えた方】 

問34－１ そのとき、どのような対応をされましたか。 (MA) 

 相談したでは「友人・知人へ相談した」が 22.4％で最も高く、次いで「保育所・幼稚園、学校などに

連絡・相談した」が 13.2％、「市役所・支所に連絡・相談した」が 10.5％で続いています。「連絡や相談

をしたかったが、どこにしてよいかわからなかった」が 13.2％、「特に何もしていない」が 40.8％となっ

ています。 
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73.5 

69.3 

2.2 

44.0 

21.0 

10.6 

2.4 

19.5 

7.8 

0.0 

2.7 

2.7 

0.1 

0.1 

0.7 

1.5 

0.6 

2.7 

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

配偶者・パートナー

家族・親族（親、兄弟姉妹など）

隣近所の人、地域の知人

友人

職場の人

保育所、幼稚園や学校等の保護者

子育てサークルの仲間

保育士や幼稚園等の先生

子育て支援施設の職員

県のこども家庭センター（児童相談所）

病院の医師・看護師・助産師・栄養士など

市の保健師や子育て支援担当職員

民生委員・児童委員

ファミリー・サポートの提供会員

その他

相談する相手がいない

相談すべきことがない

無回答

(MA) N=714

18.8 

50.0 

7.7 

47.1 

13.7 

24.4 

38.0 

15.4 

6.3 

1.1 

4.1 

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

フェイスブック・LINEなどのSNS

保育所・幼稚園等

子育て支援施設

親やきょうだい

友人・知人

テレビ、雑誌等

育児書

その他

無回答

(MA) N=714

問35 お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。 (MA) 

 「配偶者・パートナー」が 73.5％で最も高くなっています。次いで「家族・親族（親、兄弟姉妹など）」

が 69.3％、「友人」が 44.0％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問36 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 50.0％で最も高くなっています。次いで「保育所・幼稚園等」が 47.1％、「友人・

知人」が 38.0％で続いています。 
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上段:回答者数
下段:％

714 134 357 55 336 98 174 271 110 45 8 29
100.0 18.8 50.0 7.7 47.1 13.7 24.4 38.0 15.4 6.3 1.1 4.1
97 24 62 9 22 18 34 40 11 8 1 3

100.0 24.7 63.9 9.3 22.7 18.6 35.1 41.2 11.3 8.2 1.0 3.1
231 45 127 27 89 54 64 92 35 19 1 6
100.0 19.5 55.0 11.7 38.5 23.4 27.7 39.8 15.2 8.2 0.4 2.6
381 64 165 18 224 26 75 137 63 18 6 20
100.0 16.8 43.3 4.7 58.8 6.8 19.7 36.0 16.5 4.7 1.6 5.2

０歳

１～２歳

３歳以上

全
体

市
の
広
報
誌
・ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・

L
IN
E

な
ど
のS

N
S

友
人
・知
人

テ
レ
ビ
、
雑
誌
等

育
児
書

そ
の
他

無
回
答

合計

保
育
所
・幼
稚
園
等

子
育
て
支
援
施
設

親
や
き
ょ
う
だ
い

上段:回答者数

下段:％
714 134 357 55 336 98 174 271 110 45 8 29
100.0 18.8 50.0 7.7 47.1 13.7 24.4 38.0 15.4 6.3 1.1 4.1

414 93 206 25 189 55 99 157 53 27 7 17
100.0 22.5 49.8 6.0 45.7 13.3 23.9 37.9 12.8 6.5 1.7 4.1
38 5 13 2 22 8 12 13 4 2 - 1

100.0 13.2 34.2 5.3 57.9 21.1 31.6 34.2 10.5 5.3 - 2.6

132 11 72 12 74 17 27 52 28 6 1 5
100.0 8.3 54.5 9.1 56.1 12.9 20.5 39.4 21.2 4.5 0.8 3.8
45 9 26 3 19 10 13 19 6 5 - 1

100.0 20.0 57.8 6.7 42.2 22.2 28.9 42.2 13.3 11.1 - 2.2
28 5 16 5 7 2 8 9 2 3 - -

100.0 17.9 57.1 17.9 25.0 7.1 28.6 32.1 7.1 10.7 - -
16 2 8 3 7 3 4 7 5 1 - -

100.0 12.5 50.0 18.8 43.8 18.8 25.0 43.8 31.3 6.3 - -
28 6 11 3 14 2 6 8 7 1 - 4

100.0 21.4 39.3 10.7 50.0 7.1 21.4 28.6 25.0 3.6 - 14.3

高野

比和

総領

子
育
て
支
援
施
設

親
や
き
ょ
う
だ
い

友
人
・
知
人

全
体

市
の
広
報
誌
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・

L
IN
E

な
ど
のS

N
S

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

テ
レ
ビ
、
雑
誌
等

育
児
書

そ
の
他

保
育
所
・
幼
稚
園
等

＜問 36 ×年齢３区分別クロス＞ 

 「０歳」では「インターネット」が他の年齢と比べ高く、「３歳以上」では「保育所・幼稚園等」が高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

＜問 36 ×地域別クロス＞ 

 「東城」「口和」「高野」では「インターネット」の割合が他の地域より高く、「高野」「比和」では「フ

ェイスブック・LINEなどの SNS」、「西城」「東城」では「保育所・幼稚園等」、「比和」「総領」では「テレ

ビ、雑誌等」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問37 庄原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) 

 「感じる」が 18.3％、「感じない」が 31.7％、「わからない」が 47.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感じる

18.3%

感じない

31.7%

わからない

47.1%

無回答

2.9%

(SA) N=714
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上段:回答者数
下段:％

714 131 226 336 21
100.0 18.3 31.7 47.1 2.9

414 84 126 191 13
100.0 20.3 30.4 46.1 3.1
38 8 13 17 -

100.0 21.1 34.2 44.7 -
132 19 35 75 3

100.0 14.4 26.5 56.8 2.3
45 8 20 17 -

100.0 17.8 44.4 37.8 -

28 3 13 12 -
100.0 10.7 46.4 42.9 -

16 3 5 8 -
100.0 18.8 31.3 50.0 -

28 5 9 11 3
100.0 17.9 32.1 39.3 10.7

全
体

感
じ
る

感
じ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

総領

51.3 

45.6 

14.2 

11.1 

19.0 

9.7 

0.9 

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

フェイスブック、LINEなどのSNS

スマホアプリ

メールマガジン

住民告知放送

地域の声かけ、回覧等

その他

無回答

(MA) N=226

＜問 37 ×地域別クロス＞ 

 「口和」「高野」では「感じない」の割合が他の地域より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問37で「感じない」と答えた方】 

問37－１ どのような手段で情報を入手できればよいと思いますか。 (MA) 

 「フェイスブック、LINE などの SNS」が 51.3％で最も高くなっています。次いで「スマホアプリ」が

45.6％、「地域の声かけ、回覧等」が 19.0％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

12 子育てと地域の関わりについて 

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

 必要だと思う（「とても必要だと思う」＋「やや必要だと思う」）の割合が 86.0％を占めています。 

 

 

 

 

 

52.8 

33.2 

7.8 

0.7 

0.0 

2.7 

2.8 

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

とても必要だと思う

やや必要だと思う

どちらともいえない

あまり必要ではないと思う

全く必要ではないと思う

わからない

無回答

(SA) N=714
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32.1 

51.1 

35.7 

10.9 

18.8 

27.2 

14.0 

18.1 

10.2 

9.8 

6.2 

7.4 

2.0 

2.4 

3.5 

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

子育ての悩みなどを気軽に相

談できる人や場があること

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

子育ての情報が得られる人や場があること

親同士で話ができる仲間

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

子どもを見てくれる人やサービスがあること

スポーツや勉強を教えて

くれる人や場があること

地域の伝統文化を伝えて

くれ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し

てくれる人や場があること

職業体験や人生経験を伝え

てくれる人や場があること

その他

特にない

無回答

(MA) N=714

問39 地域で子育てを支えるために、どんなことが必要だと思いますか。 (MA) 

 「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 51.1％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 35.7％、「子育ての悩みなどを気軽に相談できる人や場

があること」が 32.1％で続いています。 
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上段:回答者数
下段:％

714 229 365 255 78 134 194 100 129 73 70 44 53 14 17 25

100.0 32.1 51.1 35.7 10.9 18.8 27.2 14.0 18.1 10.2 9.8 6.2 7.4 2.0 2.4 3.5
414 129 213 153 43 69 111 65 71 36 41 31 31 8 8 18
100.0 31.2 51.4 37.0 10.4 16.7 26.8 15.7 17.1 8.7 9.9 7.5 7.5 1.9 1.9 4.3
38 14 16 10 7 5 9 4 6 3 4 1 4 1 3 1

100.0 36.8 42.1 26.3 18.4 13.2 23.7 10.5 15.8 7.9 10.5 2.6 10.5 2.6 7.9 2.6

132 40 71 49 17 26 37 14 23 21 11 5 10 2 4 2
100.0 30.3 53.8 37.1 12.9 19.7 28.0 10.6 17.4 15.9 8.3 3.8 7.6 1.5 3.0 1.5
45 19 20 17 5 11 14 8 12 6 7 4 6 1 - -

100.0 42.2 44.4 37.8 11.1 24.4 31.1 17.8 26.7 13.3 15.6 8.9 13.3 2.2 - -
28 12 13 10 2 9 4 3 5 2 3 - 1 1 1 -

100.0 42.9 46.4 35.7 7.1 32.1 14.3 10.7 17.9 7.1 10.7 - 3.6 3.6 3.6 -
16 4 6 6 2 6 7 - 2 3 1 - - 1 1 -

100.0 25.0 37.5 37.5 12.5 37.5 43.8 - 12.5 18.8 6.3 - - 6.3 6.3 -
28 8 20 8 1 5 9 3 9 2 2 2 1 - - 2

100.0 28.6 71.4 28.6 3.6 17.9 32.1 10.7 32.1 7.1 7.1 7.1 3.6 - - 7.1

職
業
体
験
や
人
生
経
験
を

伝
え
て
く
れ
る
人
や
場
が

あ
る
こ
と

総領

全
体

子
育
て
の
悩
み
な
ど
を
気

軽
に
相
談
で
き
る
人
や
場

が
あ
る
こ
と

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
の
情
報
が
得
ら
れ

る
人
や
場
が
あ
る
こ
と

親
同
士
で
話
が
で
き
る
仲

間
づ
く
り
の
場
が
あ
る
こ

と そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

不
意
の
外
出
や
親
の
帰
り

が
遅
く
な
っ
た
時
な
ど
に

子
ど
も
を
見
て
く
れ
る
人

や
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
こ
と

ス
ポ
ー
ツ
や
勉
強
を
教
え

て
く
れ
る
人
や
場
が
あ
る

こ
と

地
域
の
伝
統
文
化
を
伝
え

て
く
れ
る
人
や
場
が
あ
る

こ
と

子
育
て
家
庭
の
家
事
を
支

援
し
て
く
れ
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
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

そう思う

13.9%

まあそう思う

47.9%

あまりそう思わない

17.5%

そう思わない

6.2%

わからない

12.6%

無回答

2.0%

(SA) N=714

＜問 39 ×地域別クロス＞ 

 「口和」「高野」では「子育ての悩みなどを気軽に相談できる人や場があること」の割合が他の地域よ

り高く、「総領」では「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」、「高野」「比和」では

「親同士で話ができる仲間づくりの場があること」、「比和」では「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」、「口和」「総領」では「スポーツや勉強を教えてくれる人や場があるこ

と」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 子ども・子育てに関する市の取組について 

問40 庄原市は子育てがしやすいまちだと思いますか。 (SA) 

 そう思う（「そう思う」＋「まあそう思う」）の割合が 61.8％を占めています。 
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行ったことがある

36.0%

名前も場所も知っ

ている

14.7%

名前は知っている

12.6%

知らない

33.1%

無回答

3.6%

(SA) N=714

上段:回答者数
下段:％

714 257 105 90 236 26
100.0 36.0 14.7 12.6 33.1 3.6
97 30 13 14 37 3

100.0 30.9 13.4 14.4 38.1 3.1
231 103 25 28 67 8
100.0 44.6 10.8 12.1 29.0 3.5
381 124 66 47 129 15
100.0 32.5 17.3 12.3 33.9 3.9

３歳以上

全
体

行
っ
た
こ
と
が

あ
る

名
前
も
場
所
も

知
っ
て
い
る

名
前
は
知
っ
て

い
る

知
ら
な
い

無
回
答

合計

０歳

１～２歳

問41 「庄原市こども未来広場」を知っていますか。 (SA) 

 「知っている人」は 63.3％となっています。そのうち「行ったことがある」が 36.0％、「名前も場所も

知っている」が 14.7％、「名前は知っている」が 12.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 41 ×年齢３区分別クロス＞ 

 「１～２歳」では「行ったことがある」が他の年齢と比べ高く、「０歳」では「知らない」が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 41 ×地域別クロス＞ 

 「庄原」では「行ったことがある」の割合が他の地域より高く、「東城」「高野」では「知らない」が高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上段:回答者数

下段:％
714 257 105 90 236 26

100.0 36.0 14.7 12.6 33.1 3.6
414 202 67 43 89 13
100.0 48.8 16.2 10.4 21.5 3.1

38 11 4 10 12 1
100.0 28.9 10.5 26.3 31.6 2.6
132 16 10 22 81 3

100.0 12.1 7.6 16.7 61.4 2.3
45 10 9 9 14 3

100.0 22.2 20.0 20.0 31.1 6.7
28 4 6 2 16 -

100.0 14.3 21.4 7.1 57.1 -

16 6 2 1 7 -
100.0 37.5 12.5 6.3 43.8 -

28 6 5 1 13 3
100.0 21.4 17.9 3.6 46.4 10.7

行
っ
た
こ
と
が

あ
る

名
前
も
場
所
も

知
っ
て
い
る

名
前
は
知
っ
て

い
る

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

知
ら
な
い

無
回
答

比和

総領

全
体
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15.4 

17.6 

15.5 

31.0 

3.9 

44.7 

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

子育てに関する相談窓口

子育てサークルや教室等が開催できるスペース

まちで用事を済ます間の託児機能

子どもと食事やお茶ができる店

その他

無回答

(MA) N=714

知っている

92.6%

知らない

5.3%

無回答

2.1%

(SA) N=714

95.7 

7.0 

44.4 

0.8 

0.0 

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

小児科での受診

病児・病後児保育を利用するため

敷地内での店舗利用

その他

無回答

(MA) N=257

【問41で「行ったことがある」と答えた方】 

問41－１ 庄原市こども未来広場に行かれた理由は何ですか。 (MA) 

 「小児科での受診」が 95.7％で最も高くなっています。「敷地内での店舗利用」が 44.4％で続いていま

す。 

 

 

 

 

問41－２ 庄原市こども未来広場に望むことはありますか。 (MA) 

 「子どもと食事やお茶ができる店」が 31.0％で最も高くなっています。次いで「子育てサークルや教

室等が開催できるスペース」が 17.6％、「まちで用事を済ます間の託児機能」が 15.5％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

問42 庄原市の出産祝金制度を知っていますか。 (SA) 

 「知っている」が 92.6％を占めています。 
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上段:回答者数

下段:％
714 661 38 15
100.0 92.6 5.3 2.1

414 386 22 6
100.0 93.2 5.3 1.4
38 36 1 1

100.0 94.7 2.6 2.6
132 118 11 3

100.0 89.4 8.3 2.3
45 43 1 1

100.0 95.6 2.2 2.2

28 28 - -
100.0 100.0 - -
16 14 1 1

100.0 87.5 6.3 6.3
28 25 2 1

100.0 89.3 7.1 3.6

比和

総領

全
体

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

知っている

62.1%

知らない

35.2%

無回答

2.7%

(SA) N=714

上段:回答者数
下段:％

714 444 251 19

100.0 62.2 35.2 2.7
97 39 54 4

100.0 40.2 55.7 4.1
231 111 116 4
100.0 48.1 50.2 1.7

381 290 80 11
100.0 76.1 21.0 2.9

全
体

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

合計

０歳

１～２歳

３歳以上

＜問 42 ×地域別クロス＞ 

 「高野」では「知っている」の割合が 100.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問43 入学祝金制度を知っていますか。 (SA) 

 「知っている」が 62.1％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 43 ×年齢３区分別クロス＞ 

 「３歳以上」では「知っている」が他の年齢と比べ高く、「０歳」「１～２歳」では「知らない」が高く

なっています。 
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上段:回答者数

下段:％
714 444 251 19
100.0 62.2 35.2 2.7

414 241 164 9
100.0 58.2 39.6 2.2

38 27 10 1
100.0 71.1 26.3 2.6
132 95 33 4

100.0 72.0 25.0 3.0
45 33 11 1

100.0 73.3 24.4 2.2

28 20 8 -
100.0 71.4 28.6 -

16 9 6 1
100.0 56.3 37.5 6.3
28 15 12 1

100.0 53.6 42.9 3.6

全
体

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

総領

57.6 

1.0 

1.3 

14.8 

87.8 

3.6 

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

小学校入学時

小学校低学年（１・２年生）

小学校中学年（３・４年生）

小学校高学年（５・６年生）

中学校入学時

無回答

(MA) N=714

＜問 43 ×地域別クロス＞ 

 「庄原」「比和」「総領」では「知らない」の割合が他の地域より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問44 子育てに要する経済的負担は、小学校卒業までのどの時期に大きいと思いますか。 

(MA) 

 「中学校入学時」が 87.8％で最も高くなっています。次いで「小学校入学時」が 57.6％、「小学校高学

年（５・６年生）」が 14.8％で続いています。 

 

 

 

 

 

問45 庄原市の子育て支援サービスに満足していますか。 (SA) 

 満足している人（「大変満足している」＋「満足している」）は 38.8％となっています。 
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上段:回答者数
下段:％

714 26 251 353 46 7 31
100.0 3.6 35.2 49.4 6.4 1.0 4.3
414 20 168 184 22 5 15

100.0 4.8 40.6 44.4 5.3 1.2 3.6
38 2 13 20 1 - 2

100.0 5.3 34.2 52.6 2.6 - 5.3

132 3 27 82 10 2 8
100.0 2.3 20.5 62.1 7.6 1.5 6.1
45 1 16 23 4 - 1

100.0 2.2 35.6 51.1 8.9 - 2.2
28 - 10 13 5 - -

100.0 - 35.7 46.4 17.9 - -

16 - 6 8 1 - 1
100.0 - 37.5 50.0 6.3 - 6.3
28 - 9 14 3 - 2

100.0 - 32.1 50.0 10.7 - 7.1

大
変
不
満
で
あ
る

無
回
答

比和

総領

全
体

大
変
満
足
し
て
い

る 満
足
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

不
満
で
あ
る

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

24.9 

14.3 

58.8 

36.6 

11.2 

24.5 

2.1 

5.7 

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

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

子どもの参観日など、子どもと

の関係を深める行事等への参加

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

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

その他

無回答

(MA) N=714

＜問 45 ×地域別クロス＞ 

 「高野」では「不満である」の割合が他の地域より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問46 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 58.8％で最も高くなっ

ています。次いで「子どもの参観日など、子どもとの関係を深める行事等への参加のための休暇がとれる

制度」が 36.6％、「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 24.9％で続いています。 
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上段:回答者数

下段:％
714 178 102 420 261 80 175 15 41
100.0 24.9 14.3 58.8 36.6 11.2 24.5 2.1 5.7
414 113 57 250 140 54 103 10 20
100.0 27.3 13.8 60.4 33.8 13.0 24.9 2.4 4.8
38 6 8 18 19 3 9 1 2

100.0 15.8 21.1 47.4 50.0 7.9 23.7 2.6 5.3
132 36 21 75 56 6 28 3 9
100.0 27.3 15.9 56.8 42.4 4.5 21.2 2.3 6.8
45 7 5 24 21 7 14 - 2

100.0 15.6 11.1 53.3 46.7 15.6 31.1 - 4.4

28 4 5 16 8 5 6 - 2
100.0 14.3 17.9 57.1 28.6 17.9 21.4 - 7.1
16 3 2 10 3 2 4 1 2

100.0 18.8 12.5 62.5 18.8 12.5 25.0 6.3 12.5
28 8 2 19 11 2 7 - 1

100.0 28.6 7.1 67.9 39.3 7.1 25.0 - 3.6

高野

比和

総領

全
体

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

子
ど
も
の
参
観
日
な
ど
、
子

ど
も
と
の
関
係
を
深
め
る

行
事
等
へ
の
参
加
の
た
め

の
休
暇
が
と
れ
る
制
度

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

勤
務
先
に
保
育
施
設
を
設

置
す
る

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

そ
の
他

＜問 46 ×地域別クロス＞ 

 「総領」では「子どもが病気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」の割合が他の地

域より高く、「西城」「口和」では「子どもの参観日など、子どもとの関係を深める行事等への参加のため

の休暇がとれる制度」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問47 今後希望される子育て支援について教えてください。 (MA) 

 「親子でも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」が 50.0％で最も高くなっています。次いで

「出産祝金など、子育て世代への経済的支援をしてほしい」が 36.4％、「保育所、幼稚園にかかる出費負

担を軽減してほしい」が 23.7％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 

18.5 

50.0 

6.2 

8.4 

5.7 

14.7 

13.7 

23.7 

19.3 

13.4 

3.6 

6.3 

36.4 

3.2 

3.9 

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

親子が安心して集まれる身

近な場所を増やしてほしい

親子で楽しめるイベントを開催してほしい

親子でも出かけやすく楽し

める場所を増やしてほしい

育児で困った時に相談、情報収

集できる場を増やしてほしい

子どもの発育・発達に関し

て相談できる場がほしい

乳幼児の保育サービスを充実してほしい

日曜・休日の保育サービスを充実してほしい

放課後児童クラブ等、小学生を対象と

した預かりサービスを充実してほしい

保育所、幼稚園にかかる出

費負担を軽減してほしい

安心して子どもが医療機関にかかる

ことのできる体制を整備してほしい

企業に対する職場環境改善についての

働きかけ（残業短縮等）をしてほしい

子育てについて学べる機会をつくってほしい

妊娠、出産、母子の健康、子育て支援ま

での包括支援の仕組みをつくってほしい

出産祝金など、子育て世代へ

の経済的支援をしてほしい

その他

無回答

(MA) N=714
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＜問 47 ×年齢３区分別クロス＞ 

 「０歳」では「保育所、幼稚園にかかる出費負担を軽減してほしい」が他の年齢と比べ高く、「１～２

歳」では「親子でも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」が高くなっています。 

 

 

＜問 47 ×地域別クロス＞ 

 「高野」「比和」では「親子が安心して集まれる身近な場所を増やしてほしい」「親子で楽しめるイベン

トを開催してほしい」、「比和」では「親子でも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」、「高野」で

は「乳幼児の保育サービスを充実してほしい」、「東城」「総領」では「安心して子どもが医療機関にかか

ることのできる体制を整備してほしい」が高くなっています。 

 

 

  

上段:回答者数

下段:％

714 124 132 357 44 60 41 105 98 169 138 96 26 45 260 23 28
100.0 17.4 18.5 50.0 6.2 8.4 5.7 14.7 13.7 23.7 19.3 13.4 3.6 6.3 36.4 3.2 3.9

97 15 19 48 9 10 11 15 10 33 16 10 4 5 35 6 5

100.0 15.5 19.6 49.5 9.3 10.3 11.3 15.5 10.3 34.0 16.5 10.3 4.1 5.2 36.1 6.2 5.2

231 46 46 129 13 18 20 37 27 60 44 26 8 15 87 7 7
100.0 19.9 19.9 55.8 5.6 7.8 8.7 16.0 11.7 26.0 19.0 11.3 3.5 6.5 37.7 3.0 3.0

381 62 65 177 21 32 10 53 61 74 77 60 14 25 138 10 15

100.0 16.3 17.1 46.5 5.5 8.4 2.6 13.9 16.0 19.4 20.2 15.7 3.7 6.6 36.2 2.6 3.9

全
体

親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ

る
身
近
な
場
所
を
増
や
し

て
ほ
し
い

親
子
で
楽
し
め
る
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
て
ほ
し
い

親
子
で
も
出
か
け
や
す
く

楽
し
め
る
場
所
を
増
や
し

て
ほ
し
い

育
児
で
困
っ
た
時
に
相
談
、

情
報
収
集
で
き
る
場
を
増

や
し
て
ほ
し
い

子
ど
も
の
発
育
・
発
達
に
関

し
て
相
談
で
き
る
場
が
ほ

し
い

乳
幼
児
の
保
育
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
し
て
ほ
し
い

日
曜
・
休
日
の
保
育
サ
ー
ビ

ス
を
充
実
し
て
ほ
し
い

３歳以上

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
、
小

学
生
を
対
象
と
し
た
預
か

り
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
し
て

ほ
し
い

保
育
所
、
幼
稚
園
に
か
か
る

出
費
負
担
を
軽
減
し
て
ほ

し
い

安
心
し
て
子
ど
も
が
医
療

機
関
に
か
か
る
こ
と
の
で

き
る
体
制
を
整
備
し
て
ほ

し
い

出
産
祝
金
な
ど
、
子
育
て
世

代
へ
の
経
済
的
支
援
を
し

て
ほ
し
い

そ
の
他

無
回
答

合計

０歳

１～２歳

企
業
に
対
す
る
職
場
環
境

改
善
に
つ
い
て
の
働
き
か

け
（
残
業
短
縮
等
）
を
し
て

ほ
し
い

子
育
て
に
つ
い
て
学
べ
る

機
会
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い

妊
娠
、
出
産
、
母
子
の
健

康
、
子
育
て
支
援
ま
で
の
包

括
支
援
の
仕
組
み
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い

上段:回答者数

下段:％
714 124 132 357 44 60 41 105 98 169 138 96 26 45 260 23 28
100.0 17.4 18.5 50.0 6.2 8.4 5.7 14.7 13.7 23.7 19.3 13.4 3.6 6.3 36.4 3.2 3.9
414 61 87 214 21 35 31 62 69 113 58 59 11 28 152 15 14
100.0 14.7 21.0 51.7 5.1 8.5 7.5 15.0 16.7 27.3 14.0 14.3 2.7 6.8 36.7 3.6 3.4
38 4 3 14 5 5 1 5 3 6 7 8 2 1 15 2 1

100.0 10.5 7.9 36.8 13.2 13.2 2.6 13.2 7.9 15.8 18.4 21.1 5.3 2.6 39.5 5.3 2.6
132 27 19 68 7 7 2 22 13 24 46 15 4 10 48 2 6
100.0 20.5 14.4 51.5 5.3 5.3 1.5 16.7 9.8 18.2 34.8 11.4 3.0 7.6 36.4 1.5 4.5
45 11 5 22 2 6 - 8 5 6 10 8 2 4 15 4 2

100.0 24.4 11.1 48.9 4.4 13.3 - 17.8 11.1 13.3 22.2 17.8 4.4 8.9 33.3 8.9 4.4

28 9 8 10 3 2 5 1 5 3 4 1 3 - 11 - 1
100.0 32.1 28.6 35.7 10.7 7.1 17.9 3.6 17.9 10.7 14.3 3.6 10.7 - 39.3 - 3.6
16 5 5 10 1 1 1 - - 3 3 2 1 2 6 - 1

100.0 31.3 31.3 62.5 6.3 6.3 6.3 - - 18.8 18.8 12.5 6.3 12.5 37.5 - 6.3
28 4 3 13 5 3 1 5 3 7 9 2 2 - 11 - 1

100.0 14.3 10.7 46.4 17.9 10.7 3.6 17.9 10.7 25.0 32.1 7.1 7.1 - 39.3 - 3.6

高野

比和

総領

全
体

親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ

る
身
近
な
場
所
を
増
や
し

て
ほ
し
い

親
子
で
楽
し
め
る
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
て
ほ
し
い

親
子
で
も
出
か
け
や
す
く

楽
し
め
る
場
所
を
増
や
し

て
ほ
し
い

育
児
で
困
っ
た
時
に
相
談
、

情
報
収
集
で
き
る
場
を
増

や
し
て
ほ
し
い

子
ど
も
の
発
育
・発
達
に
関

し
て
相
談
で
き
る
場
が
ほ

し
い

乳
幼
児
の
保
育
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
し
て
ほ
し
い

西城

東城

口和

日
曜
・休
日
の
保
育
サ
ー
ビ

ス
を
充
実
し
て
ほ
し
い

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
、
小

学
生
を
対
象
と
し
た
預
か

り
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
し
て

ほ
し
い

保
育
所
、
幼
稚
園
に
か
か
る

出
費
負
担
を
軽
減
し
て
ほ

し
い

妊
娠
、
出
産
、
母
子
の
健

康
、
子
育
て
支
援
ま
で
の
包

括
支
援
の
仕
組
み
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い

出
産
祝
金
な
ど
、
子
育
て
世

代
へ
の
経
済
的
支
援
を
し

て
ほ
し
い

そ
の
他

無
回
答

合計

庄原

安
心
し
て
子
ど
も
が
医
療

機
関
に
か
か
る
こ
と
の
で

き
る
体
制
を
整
備
し
て
ほ

し
い

企
業
に
対
す
る
職
場
環
境

改
善
に
つ
い
て
の
働
き
か

け
（残
業
短
縮
等
）を
し
て

ほ
し
い

子
育
て
に
つ
い
て
学
べ
る

機
会
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
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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 お住まいの小学校区はどちらですか。 (SA) 

小学校区 件数 ％ 地域 件数 ％ 

庄原小学校 143 18.8 

庄原 395 52.7 

永末小学校 28 3.7 

高小学校 22 2.9 

峰田小学校 27 3.6 

板橋小学校 73 9.6 

東小学校 63 8.3 

山内小学校 27 3.6 

川北小学校 12 1.6 

西城小学校 36 4.7 
西城 60 8.0 

美古登小学校 24 3.2 

小奴可小学校 25 3.3 

東城 167 22.3 
八幡小学校 10 1.3 

粟田小学校 12 1.6 

東城小学校 120 15.8 

口南小学校 32 4.2 
口和 50 6.7 

口北小学校 18 2.4 

高野小学校 40 5.3 高野 40 5.3 

比和小学校 17 2.2 比和 17 2.3 

総領小学校 18 2.4 総領 18 2.4 

わからない 3 0.4 わからない 3 0.4 

無回答 10 1.3 無回答 10 1.3 

合計 760 100.0 合計 760 100.0 

 

 

  



52 

23.4 

20.4 

16.2 

12.4 

13.3 

12.8 

1.6 

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

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

(SA) N=760

母親

80.6%

父親

17.6%

その他

0.7%

無回答

1.1%

(SA) N=760

配偶者がいる

87.5%

配偶者はいない

11.3%

無回答

1.2%

(SA) N=760

問２ お子さんは何年生ですか。 (SA) 

 

 

 

 

 

 

 

問３ この調査票にご回答いただいている方は、お子さんからみた関係でどなたですか。 

(SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ この調査票にご回答いただいている方に配偶者はいますか。 (SA) 
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79.5 

83.6 

31.1 

38.3 

72.5 

4.1 

6.8 

8.6 

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

父

母

祖父

祖母

きょうだい

おじ・おば

その他

無回答

(MA) N=760

2.9 

2.5 

45.3 

50.3 

4.1 

30.9 

7.9 

32.9 

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

父

母

祖父

祖母

きょうだい

おじ・おば

その他

無回答

(MA) N=760

問５ お子さんの子育てを主に行っているのは、お子さんからみた関係でどなたですか。 

(SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６（１） お子さんと同居しているご家族・ご親族はどなたですか。 (MA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６（２） お子さんと近くに住んでおられる（近居している）ご家族・ご親族はどなたで

すか。 (MA) 
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フルタイム

83.1%

パート・アル

バイト

1.2%

専業主婦・主

夫、働けない

1.4%

無回答

14.3%

(SA) N=760

２ お子さんの保護者の就労状況について 

問７① 『母親』の就労状況（自営業、家族従事者含む）をおうかがいします。 (SA) 

 「働いている人」は 84.2％となっています。そのうち「フルタイム」が 58.3％、「パート・アルバイト」

は 25.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問７② 『父親』の就労状況（自営業、家族従事者含む）をおうかがいします。 (SA) 

 「働いている人」は 84.3％となっています。そのうち「フルタイム」が 83.1％、「パート・アルバイト」

は 1.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



55 

0.3 

1.3 

3.0 

6.9 

65.6 

20.0 

1.3 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(数量) N=640

1.6 

3.0 

6.7 

10.2 

7.2 

45.5 

14.2 

9.4 

2.3 

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

4時間未満

4時間台

5時間台

6時間台

7時間台

8時間台

9時間台

10時間以上

無回答

(数量) N=640

0.3 

1.1 

0.8 

50.8 

40.6 

3.6 

2.8 

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

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(数量) N=640

1.4 

1.3 

40.5 

18.0 

19.7 

3.8 

10.2 

5.3 

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

7時間未満

7時間台

8時間台

9時間台

10時間台

11時間台

12時間以上

無回答

(数量) N=640

問７－１① 『母親』の就労している日数や時間などについておたずねします。 (数量) 

 １週当たりの就労日数は「5日」が 65.6％で最も高くなっています。「6日」が 20.0％で続いています。 

 １日当たりの就労時間は「8時間台」が 45.5％で最も高くなっています。「9時間台」が 14.2％で続い

ています。 

【１週当たりの就労日数】           【１日当たりの就労時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７－１② 『父親』の就労している日数や時間などについておたずねします。 (数量) 

 １週当たりの就労日数は「5日」が 50.8％で最も高くなっています。次いで「6日」が 40.6％で続いて

います。 

 １日当たりの就労時間は「8時間台」が 40.5％で最も高くなっています。「10時間台」が 19.7％、「9時

間台」が 18.0％で続いています。 

【１週当たりの就労日数】           【１日当たりの就労時間】 
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64.6 

1.2 

0.8 

8.6 

35.9 

3.6 

16.1 

4.9 

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

父親、又は母親が休んだ

病児・病後児保育を利用した

ファミリー・サポート（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

家族や、親族・知人などに子どもをみてもらった

その他

この一年で、病気やケガはなかった

無回答

(MA) N=760

54.6 

23.4 

9.2 

1.2 

2.4 

1.4 

7.7 

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

1～4日

5～9日

10～14日

15～19日

20～24日

25日以上

無回答

(数量) N=491

18.5 

27.7 

16.9 

6.2 

15.4 

15.4 

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

1日

2日

3日

4日

5日以上

無回答

(数量) N=65

３ お子さんが病気のときなどの対応について 

問８ 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 64.6％で最も高くなっています。「家族や、親族・知人などに子どもを

みてもらった」が 35.9％、「この一年で、病気やケガはなかった」が 16.1％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他意見（主な意見抜粋） 類似回答数 

専業主婦（夫）等で親が見た 6 

育児休業中 3 

自営業 2 

仕事場に連れて行った 2 

祖母 1 

 

【父親、又は母親が休んだ日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【病児・病後児保育を利用した日数】 

 対象９件のうち、「１日」「３日」が２件、「２

日」が１件、無回答が４件となっています。 

【ファミリー・サポート（病後児）を利用した日数】 

 対象６件のうち、「１日」が１件、無回答が５

件となっています。 

 

【仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数】 
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56.0 

21.2 

8.8 

2.9 

11.0 

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

1～4日

5～9日

10～14日

15日以上

無回答

(数量) N=273

37.0 

25.9 

7.4 

29.6 

0% 10% 20% 30% 40%

1～4日

5～9日

10日以上

無回答

(数量) N=27

できれば病児・病後

児保育施設を利用し

たい

20.4%

利用したいとは思わ

ない

76.5%

無回答

3.1%

(SA) N=491

37.0 

34.0 

13.0 

16.0 

0% 10% 20% 30% 40%

1～4日

5～9日

10日以上

無回答

(数量) N=100

【家族や、親族・知人などに子どもをみてもらった日数】 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の日数】 

 

 

 

 

 

 

【問８で「父親、又は母親が休んだ」と答えた方】 

問８－１ 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) 

 「できれば病児・病後児保育施設を利用したい」が 20.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８－１ 「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) 

 「1～4日」が 37.0％で最も高くなっています。次いで「5～9日」が 34.0％で続いています。 
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1～4泊

43.6%

5～9泊

9.1%
10～14泊

3.6%

15泊以上

5.5%

無回答

38.2%

(数量) N=55

問９ 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、お子さ

んを「泊まりがけ」で家族以外に預けたことはありますか。 (MA) 

 「日ごろからみてもらえる親族・知人にみてもらった」が 13.3％、「親族・知人に無理を言ってみても

らった」が 4.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「親族・知人に無理を言ってみてもらった」「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」を選択された方の合計宿泊数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ お子さんの放課後の過ごし方について 

問10 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 63.0％で最も高くなっています。「放課後児童クラブ・放課後子供教室」が 35.5％、「習い

事・スポーツ活動」が 19.9％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 

0.1 

2.5 

1.1 

13.3 

68.6 

12.4 

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

親族・知人に無理を言ってみてもらった

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

日ごろからみてもらえる親族・知人にみてもらった

泊まりでみてもらうことはなかった

無回答

(MA) N=760

63.0 

11.4 

2.0 

19.9 

35.5 

0.0 

1.3 

4.2 

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

自宅

祖父母の家

友人・知人の家

習い事・スポーツ活動

放課後児童クラブ・放課後子供教室

ファミリー・サポート

その他

無回答

(MA) N=760
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上段:回答者数
下段:％

760 479 87 15 151 270 - 10 32
100.0 63.0 11.4 2.0 19.9 35.5 - 1.3 4.2

456 264 46 2 77 220 - 5 14
100.0 57.9 10.1 0.4 16.9 48.2 - 1.1 3.1
292 208 41 13 72 44 - 5 18
100.0 71.2 14.0 4.5 24.7 15.1 - 1.7 6.2

無
回
答

合計

低学年

高学年

全
体

自
宅

祖
父
母
の
家

友
人
・知
人
の
家

習
い
事
・ス
ポ
ー
ツ
活

動 放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・

放
課
後
子
供
教
室

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー

ト そ
の
他

上段:回答者数

下段:％
760 479 87 15 151 270 - 10 32
100.0 63.0 11.4 2.0 19.9 35.5 - 1.3 4.2
395 254 48 9 71 138 - 1 15

100.0 64.3 12.2 2.3 18.0 34.9 - 0.3 3.8
60 43 11 1 18 14 - - 1

100.0 71.7 18.3 1.7 30.0 23.3 - - 1.7

167 91 15 3 32 69 - 5 11
100.0 54.5 9.0 1.8 19.2 41.3 - 3.0 6.6
50 30 5 1 9 25 - - 3

100.0 60.0 10.0 2.0 18.0 50.0 - - 6.0

40 29 3 1 13 8 - 3 1
100.0 72.5 7.5 2.5 32.5 20.0 - 7.5 2.5
17 12 2 - 3 5 - 1 1

100.0 70.6 11.8 - 17.6 29.4 - 5.9 5.9
18 9 1 - 1 8 - - -

100.0 50.0 5.6 - 5.6 44.4 - - -

高野

比和

総領

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・

放
課
後
子
供
教
室

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト そ
の
他

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

全
体

自
宅

祖
父
母
の
家

友
人
・
知
人
の
家

習
い
事
・
ス
ポ
ー
ツ
活

動

8.1 

5.6 

9.6 

11.9 

53.3 

6.3 

5.2 

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

無回答

(数量) N=270

＜問 10 ×学年２区分別クロス＞ 

 「低学年」では「放課後児童クラブ・放課後子供教室」の割合が「高学年」より高く、「高学年」では

「自宅」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 10 ×地域別クロス＞ 

 「高野」「比和」では「自宅」の割合が他の地域より高く、「高野」では「習い事・スポーツ活動」、「口

和」では「放課後児童クラブ・放課後子供教室」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放課後児童クラブ・放課後子供教室を希望する日数】 
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65.4 

12.8 

2.4 

28.7 

35.7 

0.0 

0.7 

4.9 

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

自宅

祖父母の家

友人・知人の家

習い事・スポーツ活動

放課後児童クラブ・放課後子供教室

ファミリー・サポート

その他

無回答

(MA) N=760

上段:回答者数
下段:％

760 497 97 18 218 271 - 5 37

100.0 65.4 12.8 2.4 28.7 35.7 - 0.7 4.9
456 270 60 12 133 218 - 3 17
100.0 59.2 13.2 2.6 29.2 47.8 - 0.7 3.7

292 219 37 6 82 48 - 2 20
100.0 75.0 12.7 2.1 28.1 16.4 - 0.7 6.8

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・

放
課
後
子
供
教
室

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー

ト そ
の
他

無
回
答

合計

低学年

高学年

全
体

自
宅

祖
父
母
の
家

友
人
・
知
人
の
家

習
い
事
・ス
ポ
ー
ツ
活

動

上段:回答者数
下段:％

760 497 97 18 218 271 - 5 37
100.0 65.4 12.8 2.4 28.7 35.7 - 0.7 4.9
395 253 55 10 112 144 - 2 19
100.0 64.1 13.9 2.5 28.4 36.5 - 0.5 4.8

60 44 10 1 21 14 - - 2
100.0 73.3 16.7 1.7 35.0 23.3 - - 3.3
167 108 19 5 44 59 - 1 12

100.0 64.7 11.4 3.0 26.3 35.3 - 0.6 7.2
50 32 5 - 12 22 - - 3

100.0 64.0 10.0 - 24.0 44.0 - - 6.0
40 30 3 2 16 12 - 1 -

100.0 75.0 7.5 5.0 40.0 30.0 - 2.5 -
17 13 2 - 7 6 - 1 1

100.0 76.5 11.8 - 41.2 35.3 - 5.9 5.9

18 9 1 - 3 9 - - -
100.0 50.0 5.6 - 16.7 50.0 - - -

口和

高野

比和

総領

習
い
事
・
ス
ポ
ー
ツ
活

動 放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・

放
課
後
子
供
教
室

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト そ
の
他

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

全
体

自
宅

祖
父
母
の
家

友
人
・
知
人
の
家

問11 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 65.4％で最も高くなっています。「放課後児童クラブ・放課後子供教室」が 35.7％、「習い

事・スポーツ活動」が 28.7％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 11 ×学年２区分別クロス＞ 

 「低学年」では「放課後児童クラブ・放課後子供教室」の割合が「高学年」より高く、「高学年」では

「自宅」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 11 ×地域別クロス＞ 

 「西城」「高野」「比和」では「自宅」の割合が他の地域より高く、「高野」「比和」では「習い事・スポ

ーツ活動」、「口和」「総領」では「放課後児童クラブ・放課後子供教室」が高くなっています。 
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2.6 

8.1 

11.4 

11.8 

48.3 

5.5 

12.2 

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

無回答

(数量) N=271

45.4 

2.4 

2.5 

1.3 

2.4 

1.4 

45.7 

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

0日

1日

2日

3日

4日

5日以上

無回答

(数量) N=760

34.9 

2.0 

5.3 

0.4 

5.3 

1.4 

51.8 

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

0日

1日

2日

3日

4日

5日以上

無回答

(数量) N=760

42.9 

2.1 

3.2 

0.3 

1.4 

0.1 

50.0 

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

0日

1日

2日

3日

4日

5日以上

無回答

(数量) N=760

【放課後児童クラブ・放課後子供教室を希望する日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

問12 お子さんは、土曜日・日曜日・祝日、夏休みなどの長期休業中に放課後児童クラブ・

放課後子供教室を利用していますか。また、利用したいと思いますか。 (数量) 

 土曜日の現在の利用日数は「2日」が 2.5％、「1日」「4日」が 2.4％となっています。希望の利用日数

は「2日」「4日」が 5.3％となっています。日曜日の希望の利用日数は「2日」が 3.2％。「1日」が 2.1％

となっています。夏休みなどの長期休業中の現在の利用日数は「5 日」が 28.8％で最も高くなっていま

す。希望の利用日数は「5日」が 22.9％で最も高くなっています。 
 

【土曜日の①現在の利用日数】        【土曜日の②希望の利用日数】 

 

 

 

 

 

 

 

【日曜日の②希望の利用日数】 

 

 

 

 

 

 

 

【夏休みなどの長期休業中の①現在の利用日数】 【夏休みなどの長期休業中の②希望の利用日数】 

 
25.8 

0.4 

2.2 

3.8 

3.9 

28.8 

3.8 

31.2 

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

0日

1日

2日

3日

4日

5日

6日以上

無回答

(数量) N=760

18.2 

0.1 

2.5 

6.2 

2.8 

22.9 

6.1 

41.3 

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

0日

1日

2日

3日

4日

5日

6日以上

無回答

(数量) N=760
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24.3 

34.1 

30.0 

18.9 

39.7 

9.9 

18.2 

1.8 

15.4 

6.2 

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

子どもの健康（発育・発達・食事など）

子どもの教育

子どもの友だちづきあい

子どもの学校などでの生活

子どもの生活習慣やしつけ

子どもとの接し方

子どもと過ごす時間を十分にとれない

その他

特にない

無回答

(MA) N=760

上段:回答者数
下段:％

760 185 259 228 144 302 75 138 14 117 47
100.0 24.3 34.1 30.0 18.9 39.7 9.9 18.2 1.8 15.4 6.2

395 97 135 123 74 156 35 66 7 62 22
100.0 24.6 34.2 31.1 18.7 39.5 8.9 16.7 1.8 15.7 5.6
60 16 17 13 7 24 8 10 - 14 4

100.0 26.7 28.3 21.7 11.7 40.0 13.3 16.7 - 23.3 6.7

167 31 57 48 34 65 14 31 2 27 13
100.0 18.6 34.1 28.7 20.4 38.9 8.4 18.6 1.2 16.2 7.8
50 14 18 8 10 25 10 13 3 4 2

100.0 28.0 36.0 16.0 20.0 50.0 20.0 26.0 6.0 8.0 4.0

40 9 11 20 8 14 3 8 - 6 3
100.0 22.5 27.5 50.0 20.0 35.0 7.5 20.0 - 15.0 7.5
17 6 8 7 4 7 1 4 1 - 1

100.0 35.3 47.1 41.2 23.5 41.2 5.9 23.5 5.9 - 5.9

18 5 8 6 5 5 4 3 - 1 2
100.0 27.8 44.4 33.3 27.8 27.8 22.2 16.7 - 5.6 11.1

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

総領

子
ど
も
の
生
活
習
慣
や

し
つ
け

子
ど
も
と
の
接
し
方

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間

を
十
分
に
と
れ
な
い

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全
体

子
ど
も
の
健
康
（
発
育
・

発
達
・
食
事
な
ど
）

子
ど
も
の
教
育

子
ど
も
の
友
だ
ち
づ
き

あ
い

子
ど
も
の
学
校
な
ど
で

の
生
活

５ お子さんとの暮らしについて 

問13 子どものことで、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) 

 「子どもの生活習慣やしつけ」が 39.7％で最も高くなっています。次いで「子どもの教育」が 34.1％、

「子どもの友だちづきあい」が 30.0％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 13 ×地域別クロス＞ 

 「比和」では「子どもの健康（発育・発達・食事など）」の割合が他の地域より高く、「比和」「総領」

では「子どもの教育」、「高野」では「子どもの友だちづきあい」、「口和」では「子どもの生活習慣やしつ

け」が高くなっています。 
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4.1 

2.4 

9.5 

2.2 

29.9 

12.0 

8.9 

6.6 

8.4 

4.6 

2.4 

24.3 

2.6 

27.4 

9.1 

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

子育ての方法がよくわからない

話し相手や相談相手がいない

子育てによるストレスや身体の疲れが大きい

育児が大変なことを、身近

な人が理解してくれない

子どもを叱りすぎているような気がする

仕事や自分のやりたいことが十分できない

夫婦または自分の時間が持てない

配偶者や家族の子育てへの協力が得にくい

配偶者や家族と子育ての意見が合わない

子育てについて、周りからど

う見られているか気になる

身近に子育てを手伝ってくれる人がいない

子育てにかかる経済的な負担が大きい

その他

特にない

無回答

(MA) N=760

問14 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) 

 「子どもを叱りすぎているような気がする」が 29.9％で最も高くなっています。次いで「特にない」

が 27.4％、「子育てにかかる経済的な負担が大きい」が 24.3％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 14 ×学年２区分別クロス＞ 

 「低学年」では「子どもを叱りすぎているような気がする」の割合が「高学年」より高く、「高学年」

では「特にない」が高くなっています。 

 

 

 

  

上段:回答者数
下段:％

760 31 18 72 17 227 91 68 50 64 35 18 185 20 208 69
100.0 4.1 2.4 9.5 2.2 29.9 12.0 8.9 6.6 8.4 4.6 2.4 24.3 2.6 27.4 9.1
456 21 10 48 10 166 57 44 27 40 27 14 107 9 107 41
100.0 4.6 2.2 10.5 2.2 36.4 12.5 9.6 5.9 8.8 5.9 3.1 23.5 2.0 23.5 9.0
292 10 6 23 6 60 33 23 22 23 8 4 76 10 97 27

100.0 3.4 2.1 7.9 2.1 20.5 11.3 7.9 7.5 7.9 2.7 1.4 26.0 3.4 33.2 9.2

合計

低学年

高学年

配
偶
者
や
家
族
の
子
育

て
へ
の
協
力
が
得
に
く

い 配
偶
者
や
家
族
と
子
育

て
の
意
見
が
合
わ
な
い

子
育
て
に
つ
い
て
、
周

り
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て

い
る
か
気
に
な
る

身
近
に
子
育
て
を
手

伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い

な
い

全
体

子
育
て
の
方
法
が
よ
く

わ
か
ら
な
い

話
し
相
手
や
相
談
相
手

が
い
な
い

子
育
て
に
よ
る
ス
ト
レ

ス
や
身
体
の
疲
れ
が
大

き
い

育
児
が
大
変
な
こ
と

を
、
身
近
な
人
が
理
解

し
て
く
れ
な
い

子
ど
も
を
叱
り
す
ぎ
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る

仕
事
や
自
分
の
や
り
た

い
こ
と
が
十
分
で
き
な

い 夫
婦
ま
た
は
自
分
の
時

間
が
持
て
な
い

特
に
な
い

無
回
答

子
育
て
に
か
か
る
経
済

的
な
負
担
が
大
き
い

そ
の
他
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＜問 14 ×地域別クロス＞ 

 「比和」「総領」では「子どもを叱りすぎているような気がする」の割合が他の地域より高く、「口和」

「総領」では「仕事や自分のやりたいことが十分できない」、「口和」「高野」では「子育てにかかる経済

的な負担が大きい」が高くなっています。 

 

 

 

問15 身近なところで、子どもの虐待を見たり聞いたりしたことがありますか。 (SA) 

 「見たことがある」が 0.9％、「虐待かどうかわからないが、おかしいなと思ったことがある」が 9.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

上段:回答者数
下段:％

760 31 18 72 17 227 91 68 50 64 35 18 185 20 208 69

100.0 4.1 2.4 9.5 2.2 29.9 12.0 8.9 6.6 8.4 4.6 2.4 24.3 2.6 27.4 9.1
395 18 11 42 14 123 42 32 25 34 22 8 76 10 118 29
100.0 4.6 2.8 10.6 3.5 31.1 10.6 8.1 6.3 8.6 5.6 2.0 19.2 2.5 29.9 7.3
60 4 1 5 - 13 6 3 4 4 - - 16 2 21 5

100.0 6.7 1.7 8.3 - 21.7 10.0 5.0 6.7 6.7 - - 26.7 3.3 35.0 8.3
167 5 1 12 2 49 17 19 13 14 6 4 37 2 42 25
100.0 3.0 0.6 7.2 1.2 29.3 10.2 11.4 7.8 8.4 3.6 2.4 22.2 1.2 25.1 15.0

50 2 2 4 - 17 11 8 5 3 3 3 23 2 9 3
100.0 4.0 4.0 8.0 - 34.0 22.0 16.0 10.0 6.0 6.0 6.0 46.0 4.0 18.0 6.0
40 1 - 5 - 9 5 2 2 5 1 1 17 4 10 3

100.0 2.5 - 12.5 - 22.5 12.5 5.0 5.0 12.5 2.5 2.5 42.5 10.0 25.0 7.5
17 1 2 1 - 8 2 2 1 3 2 1 6 - 1 1

100.0 5.9 11.8 5.9 - 47.1 11.8 11.8 5.9 17.6 11.8 5.9 35.3 - 5.9 5.9

18 - - 1 1 7 4 1 - 1 1 1 4 - 4 2
100.0 - - 5.6 5.6 38.9 22.2 5.6 - 5.6 5.6 5.6 22.2 - 22.2 11.1

比和

総領

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

夫
婦
ま
た
は
自
分
の

時
間
が
持
て
な
い

配
偶
者
や
家
族
の
子

育
て
へ
の
協
力
が
得

に
く
い

配
偶
者
や
家
族
と
子

育
て
の
意
見
が
合
わ

な
い

子
育
て
に
つ
い
て
、

周
り
か
ら
ど
う
見
ら

れ
て
い
る
か
気
に
な

る 身
近
に
子
育
て
を
手

伝
っ
て
く
れ
る
人
が

い
な
い

子
育
て
に
か
か
る
経

済
的
な
負
担
が
大
き

い全
体

子
育
て
の
方
法
が
よ

く
わ
か
ら
な
い

話
し
相
手
や
相
談
相

手
が
い
な
い

子
育
て
に
よ
る
ス
ト

レ
ス
や
身
体
の
疲
れ

が
大
き
い

育
児
が
大
変
な
こ
と

を
、
身
近
な
人
が
理

解
し
て
く
れ
な
い

子
ど
も
を
叱
り
す
ぎ

て
い
る
よ
う
な
気
が

す
る

仕
事
や
自
分
の
や
り

た
い
こ
と
が
十
分
で

き
な
い

見たことがある

0.9% 虐待かどうかわから

ないが、おかしいな

と思ったことがある

9.2%

ない

84.4%

無回答

5.5%

(SA) N=760
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6.5 

1.3 

0.0 

3.9 

1.3 

16.9 

37.7 

10.4 

3.9 

9.1 

2.6 

40.3 

1.3 

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

市役所・支所に連絡・相談した

県のこども家庭センター（児

童相談所）に連絡・相談した

１８９（児童相談所全国共通３

桁ダイヤル）に連絡・相談した

民生委員・児童委員などに連絡・相談した

警察に連絡・相談した

保育所・幼稚園、学校などに連絡・相談した

友人・知人へ相談した

直接その子に声をかけてみた

直接その子の保護者に声を

かけてみた（注意した）

連絡や相談をしたかったが、ど

こにしてよいかわからなかった

その他

特に何もしていない

無回答

(MA) N=77

【問15で「虐待を見たことがある」「虐待かどうかわからないが、おかしいなと思ったことがある」と答えた方】 

問15－１ そのとき、どのような対応をされましたか。 (MA) 

 相談したでは「友人・知人へ相談した」が 37.7％で最も高く、次いで「保育所・幼稚園、学校などに

連絡・相談した」が 16.9％で続いています。「連絡や相談をしたかったが、どこにしてよいかわからなか

った」が 9.1％、「特に何もしていない」が 40.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問16 お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。 (MA) 

 「配偶者・パートナー」が 65.3％で最も高くなっています。次いで「家族・親族（兄弟姉妹など）」が

59.5％、「友人」が 40.0％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65.3 

59.5 

2.6 

40.0 

26.4 

6.7 

0.4 

15.1 

2.4 

0.9 

1.7 

1.1 

0.1 

0.3 

0.7 

2.0 

1.8 

6.8 

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

配偶者・パートナー

家族・親族（兄弟姉妹など）

隣近所の人、地域の知人

友人

職場の人

保育所、幼稚園や学校等の保護者

子育てサークル等の仲間

学校の先生

子育て支援施設の職員

県のこども家庭センター（児童相談所）

病院の医師・看護師・助産師・栄養士など

市の保健師や子育て支援担当職員

民生委員・児童委員

ファミリー・サポートの提供会員

その他

相談する相手がいない

相談すべきことがない

無回答

(MA) N=760
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19.7 

33.2 

5.7 

37.9 

3.6 

22.9 

45.1 

16.8 

3.0 

3.0 

9.1 

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

市の広報誌・ホームページ

インターネット

フェイスブック・LINEなどのSNS

学校

子育て支援施設

親やきょうだい

友人・知人

テレビ、雑誌等

育児書

その他

無回答

(MA) N=760

上段:回答者数
下段:％

760 150 252 43 288 27 174 343 128 23 23 69
100.0 19.7 33.2 5.7 37.9 3.6 22.9 45.1 16.8 3.0 3.0 9.1

456 94 168 32 160 22 102 196 73 17 16 44
100.0 20.6 36.8 7.0 35.1 4.8 22.4 43.0 16.0 3.7 3.5 9.6
292 54 81 10 126 4 71 141 53 6 6 22
100.0 18.5 27.7 3.4 43.2 1.4 24.3 48.3 18.2 2.1 2.1 7.5

テ
レ
ビ
、
雑
誌
等

育
児
書

そ
の
他

無
回
答

合計

低学年

高学年

全
体

市
の
広
報
誌
・ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・

L
IN
E

な
ど
のS

N
S

学
校

子
育
て
支
援
施
設

親
や
き
ょ
う
だ
い

友
人
・知
人

上段:回答者数
下段:％

760 150 252 43 288 27 174 343 128 23 23 69

100.0 19.7 33.2 5.7 37.9 3.6 22.9 45.1 16.8 3.0 3.0 9.1
395 93 126 16 148 9 89 185 59 11 10 33
100.0 23.5 31.9 4.1 37.5 2.3 22.5 46.8 14.9 2.8 2.5 8.4

60 9 18 2 25 3 18 25 11 1 1 8
100.0 15.0 30.0 3.3 41.7 5.0 30.0 41.7 18.3 1.7 1.7 13.3
167 19 68 12 64 8 37 71 30 5 8 18
100.0 11.4 40.7 7.2 38.3 4.8 22.2 42.5 18.0 3.0 4.8 10.8

50 12 17 5 17 3 11 24 10 1 1 3
100.0 24.0 34.0 10.0 34.0 6.0 22.0 48.0 20.0 2.0 2.0 6.0
40 6 14 4 13 1 11 15 5 3 - 3

100.0 15.0 35.0 10.0 32.5 2.5 27.5 37.5 12.5 7.5 - 7.5
17 4 3 1 10 2 4 9 4 - 2 -

100.0 23.5 17.6 5.9 58.8 11.8 23.5 52.9 23.5 - 11.8 -
18 5 2 2 7 - 2 9 6 2 - 2

100.0 27.8 11.1 11.1 38.9 - 11.1 50.0 33.3 11.1 - 11.1

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

総領

子
育
て
支
援
施
設

親
や
き
ょ
う
だ
い

友
人
・
知
人

テ
レ
ビ
、
雑
誌
等

育
児
書

そ
の
他

全
体

市
の
広
報
誌
・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・

L
IN
E

な
ど
のS

N
S

学
校

問17 子育てに関する情報はどのように入手していますか。 (MA) 

 「友人・知人」が 45.1％で最も高くなっています。次いで「学校」が 37.9％、「インターネット」が

33.2％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 17 ×学年２区分別クロス＞ 

 「低学年」では「インターネット」の割合が「高学年」より高く、「高学年」では「学校」が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

＜問 17 ×地域別クロス＞ 

 「東城」では「インターネット」の割合が他の地域より高く、「比和」では「学校」、「総領」では「テ

レビ、雑誌等」が高くなっています。 
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感じる

12.0%

感じない

23.2%

わからない

59.5%

無回答

5.3%

(SA) N=760

上段:回答者数
下段:％

760 91 176 453 40

100.0 12.0 23.2 59.6 5.3
395 50 82 243 20

100.0 12.7 20.8 61.5 5.1
60 8 14 35 3

100.0 13.3 23.3 58.3 5.0

167 16 36 103 12
100.0 9.6 21.6 61.7 7.2

50 6 18 24 2
100.0 12.0 36.0 48.0 4.0
40 3 15 21 1

100.0 7.5 37.5 52.5 2.5
17 4 3 10 -

100.0 23.5 17.6 58.8 -
18 2 5 9 2

100.0 11.1 27.8 50.0 11.1

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

総領

全
体

感
じ
る

感
じ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

44.3 

38.6 

13.6 

15.3 

23.9 

9.1 

4.5 

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

フェイスブック、LINEなどのSNS

スマホアプリ

メールマガジン

住民告知放送

地域の声かけ、回覧等

その他

無回答

(MA) N=176

問18 庄原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) 

 「感じる」が 12.0％、「感じない」が 23.2％、「わからない」が 59.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 18 ×地域別クロス＞ 

 「比和」では「感じる」の割合が他の地域より高く、「口和」「高野」では「感じない」が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問18で「感じない」と答えた方】 

問18－１ どのような手段で情報を入手できればよいと思いますか。 (MA) 

 「フェイスブック、LINE などの SNS」が 44.3％で最も高くなっています。次いで「スマホアプリ」が

38.6％、「地域の声かけ、回覧等」が 23.9％で続いています。 
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53.4 

29.2 

8.9 

1.4 

0.0 

2.6 

4.3 

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

とても必要だと思う

やや必要だと思う

どちらともいえない

あまり必要ではないと思う

全く必要ではないと思う

わからない

無回答

(SA) N=760

６ 子育てと地域の関わりについて 

問19 子育てをする人にとって、地域の支えは必要だと思いますか。 (SA) 

 必要だと思う（「とても必要だと思う」＋「やや必要だと思う」）の割合が 82.6％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

問20 地域で子育てを支えるために、どんなことが必要だと思いますか。 (MA) 

 「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 53.7％で最も高くなっています。「子

育ての悩みなどを気軽に相談できる人や場があること」が 26.8％、「子どもと一緒に遊ぶ人や場があるこ

と」が 25.3％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.8 

53.7 

25.3 

9.5 

16.4 

23.4 

16.2 

24.2 

10.5 

11.7 

4.3 

10.8 

1.8 

2.6 

5.8 

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

子育ての悩みなどを気軽に相

談できる人や場があること

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

子育ての情報が得られる人や場があること

親同士で話ができる仲間

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見てくれ

る人やサービスがあること

スポーツや勉強を教えて

くれる人や場があること

地域の伝統文化を伝えて

くれ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し

てくれる人や場があること

職業体験や人生経験を伝え

てくれる人や場があること

その他

特にない

無回答

(MA) N=760
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上段:回答者数
下段:％

760 204 408 192 72 125 178 123 184 80 89 33 82 14 20 44
100.0 26.8 53.7 25.3 9.5 16.4 23.4 16.2 24.2 10.5 11.7 4.3 10.8 1.8 2.6 5.8
456 122 262 129 46 76 110 74 107 42 51 19 46 9 11 25
100.0 26.8 57.5 28.3 10.1 16.7 24.1 16.2 23.5 9.2 11.2 4.2 10.1 2.0 2.4 5.5
292 80 143 58 26 46 63 49 73 34 36 14 35 5 9 18
100.0 27.4 49.0 19.9 8.9 15.8 21.6 16.8 25.0 11.6 12.3 4.8 12.0 1.7 3.1 6.2

子
育
て
家
庭
の
家
事
を
支

援
し
て
く
れ
る
人
や
場
が

あ
る
こ
と

職
業
体
験
や
人
生
経
験
を

伝
え
て
く
れ
る
人
や
場
が

あ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

合計

低学年

高学年

親
同
士
で
話
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
見
て
く
れ
る
人

や
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
こ
と

ス
ポ
ー
ツ
や
勉
強
を
教
え

て
く
れ
る
人
や
場
が
あ
る

こ
と

地
域
の
伝
統
文
化
を
伝
え

て
く
れ
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

全
体

子
育
て
の
悩
み
な
ど
を
気

軽
に
相
談
で
き
る
人
や
場

が
あ
る
こ
と

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
の
情
報
が
得
ら
れ

る
人
や
場
が
あ
る
こ
と

上段:回答者数

下段:％
760 204 408 192 72 125 178 123 184 80 89 33 82 14 20 44
100.0 26.8 53.7 25.3 9.5 16.4 23.4 16.2 24.2 10.5 11.7 4.3 10.8 1.8 2.6 5.8
395 112 222 111 37 52 90 79 95 31 42 18 37 6 9 17
100.0 28.4 56.2 28.1 9.4 13.2 22.8 20.0 24.1 7.8 10.6 4.6 9.4 1.5 2.3 4.3
60 12 23 12 5 12 13 5 14 10 8 2 14 1 2 7

100.0 20.0 38.3 20.0 8.3 20.0 21.7 8.3 23.3 16.7 13.3 3.3 23.3 1.7 3.3 11.7
167 39 88 49 12 37 38 16 36 18 17 8 18 3 9 13
100.0 23.4 52.7 29.3 7.2 22.2 22.8 9.6 21.6 10.8 10.2 4.8 10.8 1.8 5.4 7.8
50 19 26 9 7 9 11 14 11 9 6 3 6 - - 1

100.0 38.0 52.0 18.0 14.0 18.0 22.0 28.0 22.0 18.0 12.0 6.0 12.0 - - 2.0

40 11 20 3 6 6 9 8 13 2 7 1 2 2 - 3
100.0 27.5 50.0 7.5 15.0 15.0 22.5 20.0 32.5 5.0 17.5 2.5 5.0 5.0 - 7.5
17 8 10 3 2 3 6 - 3 5 3 - 1 1 - -

100.0 47.1 58.8 17.6 11.8 17.6 35.3 - 17.6 29.4 17.6 - 5.9 5.9 - -
18 2 12 3 2 3 7 1 7 3 3 1 - 1 - 2

100.0 11.1 66.7 16.7 11.1 16.7 38.9 5.6 38.9 16.7 16.7 5.6 - 5.6 - 11.1

口和

高野

比和

総領

子
育
て
家
庭
の
家
事
を
支

援
し
て
く
れ
る
人
や
場
が

あ
る
こ
と

職
業
体
験
や
人
生
経
験
を

伝
え
て
く
れ
る
人
や
場
が

あ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

親
同
士
で
話
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
見
て
く
れ
る
人

や
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
こ
と

ス
ポ
ー
ツ
や
勉
強
を
教
え

て
く
れ
る
人
や
場
が
あ
る

こ
と

地
域
の
伝
統
文
化
を
伝
え

て
く
れ
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

全
体

子
育
て
の
悩
み
な
ど
を
気

軽
に
相
談
で
き
る
人
や
場

が
あ
る
こ
と

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
の
情
報
が
得
ら
れ

る
人
や
場
が
あ
る
こ
と

＜問 20 ×学年２区分別クロス＞ 

 「低学年」では「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」の割合が「高学年」より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

＜問 20 ×地域別クロス＞ 

 「比和」では「子育ての悩みなどを気軽に相談できる人や場があること」の割合が他の地域より高く、

「総領」では「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」、「比和」「総領」では「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」、「高野」「総領」では「スポーツや勉

強を教えてくれる人や場があること」、「比和」では「地域の伝統文化を伝えてくれる人や場があること」

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 子ども・子育てに関する市の取組について 

問21 庄原市は子育てがしやすいまちだと思いますか。 (SA) 

 そう思う（「そう思う」＋「まあそう思う」）の割合が 54.6％を占めています。 
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上段:回答者数
下段:％

760 144 150 132 291 43

100.0 18.9 19.7 17.4 38.3 5.7
456 113 86 76 160 21

100.0 24.8 18.9 16.7 35.1 4.6
292 31 62 54 124 21
100.0 10.6 21.2 18.5 42.5 7.2

無
回
答

合計

低学年

高学年

全
体

行
っ
た
こ
と
が
あ

る 名
前
も
場
所
も

知
っ
て
い
る

名
前
は
知
っ
て
い

る 知
ら
な
い

問22 「庄原市こども未来広場」を知っていますか。 (SA) 

 知っている人は 56.0％となっています。そのうち「行ったことがある」が 18.9％、「名前も場所も知っ

ている」が 19.7％、「名前は知っている」が 17.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 22 ×学年２区分別クロス＞ 

 「低学年」では「行ったことがある」の割合が「高学年」より高く、「高学年」では「知らない」が高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

＜問 22 ×地域別クロス＞ 

 「庄原」「総領」では「行ったことがある」の割合が他の地域より高く、「東城」「高野」では「知らな

い」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上段:回答者数
下段:％

760 144 150 132 291 43
100.0 18.9 19.7 17.4 38.3 5.7

395 113 86 61 117 18
100.0 28.6 21.8 15.4 29.6 4.6
60 10 16 6 23 5

100.0 16.7 26.7 10.0 38.3 8.3
167 9 17 33 96 12
100.0 5.4 10.2 19.8 57.5 7.2

50 4 15 10 20 1
100.0 8.0 30.0 20.0 40.0 2.0
40 2 6 11 18 3

100.0 5.0 15.0 27.5 45.0 7.5

17 2 3 6 6 -
100.0 11.8 17.6 35.3 35.3 -
18 4 3 4 5 2

100.0 22.2 16.7 22.2 27.8 11.1

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

総領

全
体

行
っ
た
こ
と
が
あ
る

名
前
も
場
所
も
知
っ

て
い
る

名
前
は
知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答
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84.0 

5.6 

59.0 

0.7 

0.0 

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

小児科での受診

病児・病後児保育を利用するため

敷地内での店舗利用

その他

無回答

(MA) N=144

13.0 

13.3 

6.3 

14.5 

3.7 

62.6 

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

子育てに関する相談窓口

子育てサークルや教室等が開催できるスペース

まちで用事を済ます間の託児機能

子どもと食事やお茶ができる店

その他

無回答

(MA) N=760

【問22で「行ったことがある」と答えた方】 

問22－１ 庄原市こども未来広場に行かれた理由は何ですか。 (MA) 

 「小児科での受診」が 84.0％で最も高くなっています。次いで「敷地内での店舗利用」が 59.0％で続

いています。 

 

 

 

 

 

 

問22－２ 庄原市こども未来広場に望むことはありますか。 (MA) 

 「子どもと食事やお茶ができる店」が 14.5％で最も高くなっています。次いで「子育てサークルや教

室等が開催できるスペース」が 13.3％、「子育てに関する相談窓口」が 13.0％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問23 入学祝金制度を知っていますか。 (SA) 

 「知っている」が 85.8％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

知っている

85.8%

知らない

10.0%

無回答

4.2%

(SA) N=760
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上段:回答者数

下段:％
760 652 76 32

100.0 85.8 10.0 4.2

456 414 23 19

100.0 90.8 5.0 4.2
292 232 47 13

100.0 79.5 16.1 4.5

合計

低学年

高学年

全
体

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

47.1 

1.3 

1.2 

16.8 

77.8 

6.7 

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

小学校入学時

小学校低学年（１・２年生）

小学校中学年（３・４年生）

小学校高学年（５・６年生）

中学校入学時

無回答

(MA) N=760

大変満足している

2.8%

満足している

25.0%

どちらともいえない

58.5%

不満である

6.2%

大変不満である

3.4%

無回答

4.1%

(SA) N=760

＜問 23 ×学年２区分別クロス＞ 

 「低学年」では「知っている」の割合が「高学年」より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

問24 子育てに要する経済的負担は、小学校卒業までのどの時期に大きいと思いますか。ま

たは、大きかったですか。 (MA) 

 「中学校入学時」が 77.8％で最も高くなっています。次いで「小学校入学時」が 47.1％、「小学校高学

年（５・６年生）」が 16.8％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問25 庄原市の子育て支援サービスに満足していますか。 (SA) 

 満足している人（「大変満足している」＋「満足している」）は 27.8％となっています。 
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15.3 

15.4 

55.5 

43.2 

6.3 

30.3 

2.9 

6.7 

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

子どもの参観日など、子どもと

の関係を深める行事等への参加

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

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

その他

無回答

(MA) N=760

上段:回答者数

下段:％
760 116 117 422 328 48 230 22 51
100.0 15.3 15.4 55.5 43.2 6.3 30.3 2.9 6.7
395 68 59 225 159 22 129 17 21
100.0 17.2 14.9 57.0 40.3 5.6 32.7 4.3 5.3
60 7 10 31 31 7 14 1 5

100.0 11.7 16.7 51.7 51.7 11.7 23.3 1.7 8.3
167 19 23 94 71 11 45 2 18
100.0 11.4 13.8 56.3 42.5 6.6 26.9 1.2 10.8
50 10 12 26 28 2 14 - 2

100.0 20.0 24.0 52.0 56.0 4.0 28.0 - 4.0

40 6 6 22 17 4 11 - 2
100.0 15.0 15.0 55.0 42.5 10.0 27.5 - 5.0
17 1 3 9 7 1 6 1 1

100.0 5.9 17.6 52.9 41.2 5.9 35.3 5.9 5.9
18 5 1 12 8 - 4 - 2

100.0 27.8 5.6 66.7 44.4 - 22.2 - 11.1
総領

そ
の
他

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

高野

比和

全
体

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

子
ど
も
の
参
観
日
な
ど
、
子

ど
も
と
の
関
係
を
深
め
る

行
事
等
へ
の
参
加
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

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

問26 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 55.5％で最も高くなって

います。次いで「子どもの参観日など、子どもとの関係を深める行事等への参加のための休暇がとれる制

度」が 43.2％、「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 30.3％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 26 ×地域別クロス＞ 

 「総領」では「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）」「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」の割合が他の地域より高

く、「口和」では「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

の参観日など、子どもとの関係を深める行事等への参加のための休暇がとれる制度」が高くなっています。 
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13.7 

14.2 

37.5 

6.6 

8.4 

4.2 

17.1 

30.0 

20.4 

5.3 

6.8 

39.3 

4.7 

6.7 

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

親子が安心して集まれる身

近な場所を増やしてほしい

親子で楽しめるイベントを開催してほしい

親子でも出かけやすく楽し

める場所を増やしてほしい

育児で困った時に相談、情

報収集できる場がほしい

子どもの発育・発達に関し

て相談できる場がほしい

乳幼児の保育サービスを充実してほしい

放課後児童クラブ等、小学生を対象と

した預かりサービスを充実してほしい

安心して子どもが医療機関にかかる

ことのできる体制を整備してほしい

企業に対する職場環境改善についての

働きかけ（残業短縮等）をしてほしい

子育てについて学べる機会をつくってほしい

妊娠、出産、母子の健康、子育て支援ま

での包括支援の仕組みをつくってほしい

出産祝金など、子育て世代へ

の経済的支援をしてほしい

その他

無回答

(MA) N=760

問27 今後希望される子育て支援について教えてください。 (MA) 

 「出産祝金など、子育て世代への経済的支援をしてほしい」が 39.3％で最も高くなっています。次い

で「親子でも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」が 37.5％、「安心して子どもが医療機関にか

かることのできる体制を整備してほしい」が 30.0％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問 27 ×学年２区分別クロス＞ 

 「低学年」では「親子でも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」「放課後児童クラブ等、小学

生を対象とした預かりサービスを充実してほしい」「出産祝金など、子育て世代への経済的支援をしてほ

しい」の割合が「高学年」より高くなっています。 

 

 

 

  

上段:回答者数
下段:％

760 104 108 285 50 64 32 130 228 155 40 52 299 36 51
100.0 13.7 14.2 37.5 6.6 8.4 4.2 17.1 30.0 20.4 5.3 6.8 39.3 4.7 6.7
456 69 74 198 22 42 24 91 128 87 29 23 193 15 29
100.0 15.1 16.2 43.4 4.8 9.2 5.3 20.0 28.1 19.1 6.4 5.0 42.3 3.3 6.4
292 33 30 82 27 21 8 37 96 65 10 29 103 20 22
100.0 11.3 10.3 28.1 9.2 7.2 2.7 12.7 32.9 22.3 3.4 9.9 35.3 6.8 7.5

合計

低学年

高学年

安
心
し
て
子
ど
も
が
医
療

機
関
に
か
か
る
こ
と
の
で

き
る
体
制
を
整
備
し
て
ほ

し
い

企
業
に
対
す
る
職
場
環
境

改
善
に
つ
い
て
の
働
き
か

け
（残
業
短
縮
等
）を
し
て

ほ
し
い

子
育
て
に
つ
い
て
学
べ
る

機
会
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い

妊
娠
、
出
産
、
母
子
の
健

康
、
子
育
て
支
援
ま
で
の
包

括
支
援
の
仕
組
み
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い

全
体

親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ

る
身
近
な
場
所
を
増
や
し

て
ほ
し
い

親
子
で
楽
し
め
る
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
て
ほ
し
い

親
子
で
も
出
か
け
や
す
く

楽
し
め
る
場
所
を
増
や
し

て
ほ
し
い

育
児
で
困
っ
た
時
に
相
談
、

情
報
収
集
で
き
る
場
が
ほ

し
い

子
ど
も
の
発
育
・
発
達
に
関

し
て
相
談
で
き
る
場
が
ほ

し
い

乳
幼
児
の
保
育
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
し
て
ほ
し
い

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
、
小

学
生
を
対
象
と
し
た
預
か

り
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
し
て

ほ
し
い

無
回
答

出
産
祝
金
な
ど
、
子
育
て
世

代
へ
の
経
済
的
支
援
を
し

て
ほ
し
い

そ
の
他
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上段:回答者数

下段:％
760 104 108 285 50 64 32 130 228 155 40 52 299 36 51
100.0 13.7 14.2 37.5 6.6 8.4 4.2 17.1 30.0 20.4 5.3 6.8 39.3 4.7 6.7
395 62 57 163 28 35 19 78 87 75 21 26 149 20 25
100.0 15.7 14.4 41.3 7.1 8.9 4.8 19.7 22.0 19.0 5.3 6.6 37.7 5.1 6.3
60 6 9 17 5 8 1 6 19 11 3 6 26 3 5

100.0 10.0 15.0 28.3 8.3 13.3 1.7 10.0 31.7 18.3 5.0 10.0 43.3 5.0 8.3
167 25 17 61 5 10 7 24 72 29 9 10 66 6 15
100.0 15.0 10.2 36.5 3.0 6.0 4.2 14.4 43.1 17.4 5.4 6.0 39.5 3.6 9.0
50 3 6 19 4 5 1 6 19 14 3 3 29 2 2

100.0 6.0 12.0 38.0 8.0 10.0 2.0 12.0 38.0 28.0 6.0 6.0 58.0 4.0 4.0

40 3 7 9 3 3 2 10 12 10 - 5 14 3 1
100.0 7.5 17.5 22.5 7.5 7.5 5.0 25.0 30.0 25.0 - 12.5 35.0 7.5 2.5
17 3 6 6 2 2 - - 9 3 2 - 3 1 1

100.0 17.6 35.3 35.3 11.8 11.8 - - 52.9 17.6 11.8 - 17.6 5.9 5.9
18 1 4 8 1 1 1 3 7 9 - 1 9 - 1

100.0 5.6 22.2 44.4 5.6 5.6 5.6 16.7 38.9 50.0 - 5.6 50.0 - 5.6

高野

比和

総領

妊
娠
、
出
産
、
母
子
の
健

康
、
子
育
て
支
援
ま
で
の
包

括
支
援
の
仕
組
み
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い

出
産
祝
金
な
ど
、
子
育
て
世

代
へ
の
経
済
的
支
援
を
し

て
ほ
し
い

そ
の
他

無
回
答

合計

庄原

西城

東城

口和

子
ど
も
の
発
育
・発
達
に
関

し
て
相
談
で
き
る
場
が
ほ

し
い

乳
幼
児
の
保
育
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
し
て
ほ
し
い

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
、
小

学
生
を
対
象
と
し
た
預
か

り
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
し
て

ほ
し
い

安
心
し
て
子
ど
も
が
医
療

機
関
に
か
か
る
こ
と
の
で

き
る
体
制
を
整
備
し
て
ほ

し
い

企
業
に
対
す
る
職
場
環
境

改
善
に
つ
い
て
の
働
き
か

け
（残
業
短
縮
等
）を
し
て

ほ
し
い

子
育
て
に
つ
い
て
学
べ
る

機
会
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い

全
体

親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ

る
身
近
な
場
所
を
増
や
し

て
ほ
し
い

親
子
で
楽
し
め
る
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
て
ほ
し
い

親
子
で
も
出
か
け
や
す
く

楽
し
め
る
場
所
を
増
や
し

て
ほ
し
い

育
児
で
困
っ
た
時
に
相
談
、

情
報
収
集
で
き
る
場
が
ほ

し
い

＜問 27 ×地域別クロス＞ 

 「比和」では「親子で楽しめるイベントを開催してほしい」「安心して子どもが医療機関にかかること

のできる体制を整備してほしい」の割合が他の地域より高く、「総領」では「親子でも出かけやすく楽し

める場所を増やしてほしい」「企業に対する職場環境改善についての働きかけ（残業短縮等）をしてほし

い」、「高野」では「放課後児童クラブ等、小学生を対象とした預かりサービスを充実してほしい」、「口和」

「総領」では「出産祝金など、子育て世代への経済的支援をしてほしい」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 


