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Ⅰ．調査の概要 
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１ 調査の目的 

本調査は、第２期子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたり、本市における子育て支援

に関するご意見等を把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施しました。 

 

２ 調査設計 

●調査対象者：就学前児童：平成 30年 10月現在、西宮市に住んでいる就学前児童の保護者から

無作為に抽出 

小 学 生：平成 30年 10月現在、西宮市に住んでいる小学生の保護者から無作

為に抽出 

●調 査 期 間：平成 30年 12月７日～12月 21日 

●調 査 方 法：調査票による本人記入方式 

郵送配布・郵送回収による郵送調査法 

 

３ 回収結果 

調査票 調査対象者（配布数） 有効回収数 有効回収率 

就学前児童 6,448 3,431 53.2％ 

小 学 生 1,499 779 52.0％ 

合計 7,947 4,210 53.0％ 

 

４ 報告書の見方 

●回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２

位で四捨五入したものです。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％を超える

場合があります。 

●図表中において「不明・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

困難なものです。 

●図表中の「Ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に

該当する人）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。 

●設問によっては、結果を詳細に分析するため、クロス集計表を掲載しています。 
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Ⅱ．就学前児童用調査結果 
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2.9 

1.9 

3.8 

2.1 

4.1 

1.3 

1.7 

2.3 

2.5 

2.4 

1.7 

2.0 

3.1 

4.5 

2.2 

4.0 

3.7 

3.2 

3.3 

2.9 

1.2 

0% 2% 4% 6% 8% 10%

深津

瓦林

上甲子園

津門

春風

今津

用海

鳴尾

南甲子園

甲子園浜

高須

高須西

鳴尾東

鳴尾北

小松

山口

北六甲台

名塩

東山台

生瀬

不明・無回答

2.1 

0.4 

2.8 

2.3 

2.8 

1.5 

1.4 

1.7 

1.4 

2.5 

3.2 

2.3 

2.7 

2.4 

1.3 

1.7 

2.1 

2.3 

2.1 

1.7 

2.3 

0% 2% 4% 6% 8% 10%

浜脇

西宮浜

香櫨園

安井

夙川

北夙川

苦楽園

大社

神原

甲陽園

広田

平木

甲東

上ケ原

上ケ原南

段上

段上西

樋ノ口

高木

高木北

瓦木

全体（N=3,431）

 

１ 家族の状況について 

問１ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答

えください。（１つに○） 

回答者について、「母親」が 91.9％、「父親」が 6.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問２ お住まいの小学校区はどこですか。（１つに○） 

お住まいの小学校区について、以下の通りとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.9 6.2 0.6 1.4 

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

全体（N=3,431）

母親 父親 その他 不明・無回答
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7.1 

5.9 

7.9 

3.7 

14.7 

8.1 

5.4 

6.9 

7.5 

6.5 

8.0 

7.7 

9.4 

1.2 

0% 5% 10% 15% 20%

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口

塩瀬

不明・無回答

全体(N=3,431)

53.7 

56.0 

62.4 

50.0 

56.0 

49.4 

50.4 

54.9 

55.5 

48.0 

46.4 

31.9 

48.9 

58.6 

45.2 

56.7 

47.0 

52.4 

57.9 

51.8 

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

深津

瓦林

上甲子園

津門

春風

今津

用海

鳴尾

南甲子園

甲子園浜

高須

高須西

鳴尾東

鳴尾北

小松

山口

北六甲台

名塩

東山台

生瀬

48.0 

36.8 

52.4 

54.1 

50.5 

44.0 

49.0 

54.7 

49.5 

55.6 

57.5 

58.0 

62.3 

53.2 

43.0 

64.4 

51.4 

52.7 

56.3 

54.2 

59.5 

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

浜脇

西宮浜

香櫨園

安井

夙川

北夙川

苦楽園

大社

神原

甲陽園

広田

平木

甲東

上ヶ原

上ヶ原南

段上

段上西

樋ノ口

高木

高木北

瓦木

全体(N=3,431)

■（参考）小ブロック別 

 

 

 

小ブロック 小学校区 

浜脇１ 浜脇 西宮浜 香櫨園 用海 

浜脇２ 津門 今津 南甲子園  

鳴尾１ 鳴尾 甲子園浜 鳴尾東  

鳴尾２ 高須 高須西   

上甲子園 上甲子園 春風 鳴尾北 小松 

大社１ 夙川 北夙川 苦楽園 甲陽園 

大社２ 安井 大社 神原  

広田１ 広田 上ヶ原 上ヶ原南  

広田２ 平木 瓦木 深津  

甲東１ 甲東 段上 段上西  

甲東２ 樋ノ口 高木 高木北 瓦林 

山口 山口 北六甲台   

塩瀬 名塩 東山台 生瀬  

 

各小学校区の回収率について、以下の通りとなっています。 
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問３ 宛名のお子さんの平成 30 年４月１日時点の年齢をお答えください。（１つに○） 

子供の年齢について、「１歳」が 17.1％と最も高く、次いで「３歳」が 16.7％、「４歳」が 16.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 宛名のお子さんを含めたお子さんの人数を（ ）内にご記入ください。 

子供の人数について、「２人」が 45.9％と最も高く、次いで「１人」が 38.6％、「３人」が 12.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

問５ 宛名のお子さんは以下の項目に当てはまるものはありますか。 

（当てはまるものすべてに○） 

「当てはまるものはない」が 86.2％と最も高く、次いで「発達などに関して継続的に通院や相

談をしている」が 6.6％、「乳幼児健診で発達相談を案内されたことがある」が 5.2％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

11.7 

7.8 

17.1 

16.5 

16.7 

16.6 

9.6 

2.7 

1.2 

0% 5% 10% 15% 20%

６か月未満

６か月以上１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

不明・無回答

全体（N=3,431）

38.6 45.9 12.6 2.2 0.6 

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

全体（N=3,431）

１人 ２人 ３人 ４人以上 不明・無回答

5.2 

6.6 

0.3 

1.2 

0.2 

86.2 

3.6 

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

乳幼児健診で発達相談を案内されたことがある

発達などに関して継続的に通院や相談をしている

身体障害者手帳を持っている

療育手帳を持っている

医療的ケアを必要としている

当てはまるものはない

不明・無回答

全体（N=3,431）
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問６ この調査票にご回答いただいている方の世帯状況についてお答えください。（１つに○） 

世帯状況について、「ふたり親世帯」が 94.0％と最も高く、次いで「母子世帯」が 3.0％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 祖父母との同居・近居の状況について、宛名のお子さんからみた関係でお答えくださ

い。（それぞれ１つに○） 

祖父母との同居・近居の状況について、祖母では、父方・母方ともに「遠方に居住」が 60.2％、

58.7％と最も高く、次いで「近居」が 26.1％、30.1％となっています。祖父では、父方・母方と

もに「遠方に居住」が 53.7％、53.6％と最も高く、次いで「近居」が 21.4％、25.1％となってい

ます。 

＜祖母＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜祖父＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

2.8 

26.1 

30.1 

60.2 

58.7 

7.2 

5.7 

1.2 

0.3 

3.0 

2.3 

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

父方

母方

全体（N=3,431）

同居 近居 遠方に居住 いない わからない 不明・無回答

1.9 

1.6 

21.4 

25.1 

53.7 

53.6 

17.9 

15.7 

1.9 

1.5 

3.2 

2.4 

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

父方

母方

全体（N=3,431）

同居 近居 遠方に居住 いない わからない 不明・無回答

94.0 3.0 0.1 1.8 1.1 

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

全体（N=3,431）

ふたり親世帯 母子世帯 父子世帯

その他の世帯 不明・無回答
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46.8 50.7 0.2 0.5 0.4 1.4 

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

全体（N=3,431）

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母

その他 不明・無回答

46.8 

49.8 

54.0 

50.7 

47.5 

44.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.5 

0.5 

0.8 

0.4 

0.2 

0.6 

1.4 

1.9 

0.2 

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

今回調査

平成28年調査

平成25年調査

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母

その他 不明・無回答

問８ 宛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どなたですか。宛名の

お子さんからみた関係でお答えください。（１つに○） 

子育て（教育を含む）を主に行っている方について、「主に母親」が 50.7％と最も高く、次い

で「父母ともに」が 46.8％となっています。 

過去調査と比較すると、「父母ともに」の割合が減少し、「主に母親」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 差し支えなければ、世帯全体の年間収入についてお答えください。（１つに○） 

世帯の年間収入について、不明・無回答を除き、「500～700万円未満」が 24.6％と最も高く、

次いで「700～1,000万円未満」が 24.2％、「400～500万円未満」が 11.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 

1.3 

1.0 

2.2 

3.9 

5.3 

11.0 

24.6 

24.2 

10.6 

2.4 

1.2 

11.2 

0% 10% 20% 30%

100万円未満

100～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～500万円未満

500～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000～1,500万円未満

1,500～2,000万円未満

2,000万円以上

不明・無回答

全体（N=3,431）
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問 10 あなたは西宮市にお住まいになって何年になりますか。以前に住んでいて再び転居

してきた場合は、再転居してからの年数をお答えください。（１つに○） 

居住年数について、「10年以上」が 32.8％と最も高く、次いで「５年以上 10年未満」が 29.8％、

「３年以上５年未満」が 15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 今のお住まいの居住（転居）の経緯についてお答えください。（１つに○） 

居住（転居）の経緯について、「市外から転居（西宮市に住んでいたことはない）」が 50.0％と

最も高く、次いで「市内の別の地域から転居」が 23.2％、「市外から転居（以前西宮市に住んで

いた）」が 15.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 14.5 15.4 29.8 32.8 1.2 

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

全体（N=3,431）

１年未満 １年以上３年未満 ３年以上５年未満

５年以上10年未満 10年以上 不明・無回答

9.9 50.0 15.6 23.2 1.3 

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

全体（N=3,431）

子供の頃から住んでいる

市外から転居（西宮市に住んでいたことはない）

市外から転居（以前西宮市に住んでいた）

市内の別の地域から転居

不明・無回答
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38.8 

8.5 

4.4 

20.1 

14.0 

30.8 

11.9 

3.5 

7.9 

19.9 

25.7 

14.1 

8.5 

4.2 

0.3 

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

結婚

出産

自分や配偶者の進学・就職

自分や配偶者の転勤・転職

親世帯との同居・近居

住宅の新規購入

家族が増えるなど手狭になったため

近くに保育所・幼稚園があったため

子供の進学のため・通わせたい小学校区のため

生活利便性が良いため

住環境が良いため

住宅の価格・家賃が予算の範囲内であったため

過去に住んでいた地域のため

その他

不明・無回答

全体（N=3,050）

問 11 で「子供の頃から住んでいる」以外に○をつけた方にうかがいます。 

問 12 西宮市や現在お住まいの地域に居住（転居）することになったきっかけは何ですか。

（当てはまるものすべてに○） 

居住（転居）することになったきっかけについて、「結婚」が 38.8％と最も高く、次いで「住

宅の新規購入」が 30.8％、「住環境が良いため」が 25.7％となっています。 
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２ 保護者の就労状況について 

問 13（１）・（４）就労形態についてお答えください。（１つに○） 

※母子父子家庭の場合は、いずれかお答えください。 

※保護者が父母でない場合は、主にお子さんをみていらっしゃる方につ

いてお答えください。 

就労形態について、［母親］では「無職・家事専業」が 40.6％と最も高く、次いで「正社員・

正職員」が 29.2％、「契約社員・パート・アルバイト」が 22.0％となっています。［父親］では「正

社員・正職員」が 87.8％と大半を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.8 

1.4 

0.2 

7.4 

0.1 

0.0 

0.2 

0.0 

0.4 

2.6 

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

【父親（N=3,328）】

29.2 

22.0 

1.0 

2.4 

0.9 

0.6 

40.6 

0.1 

0.6 

2.6 

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

正社員・正職員

契約社員・パート・アルバイト

派遣社員

自営業主・フリーランス

家族従事者

内職・在宅就業

無職・家事専業

専門学生・大学生等

その他

不明・無回答

【母親（N=3,426）】
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問 13（２）・（５）就労状況についてうかがいます。就労状況欄の当てはまる番号１つに○を

つけて、さらにそれぞれの質問にもお答えください。 

※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況をご記入ください。 

就労状況 

就労状況について、［母親］では「以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれ

までに就労したことがない」が 38.4％と最も高く、次いで「フルタイムで働いている」が 22.3％

となっています。［父親］では「フルタイムで働いている」が 95.3％と大半を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.3 8.4 21.4 1.5 38.4 8.0 

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

母親（N=3,426）

フルタイムで働いている

フルタイムで働いており、現在産休・育休・介護休業中

フルタイム以外で働いている

フルタイム以外で働いており、現在産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれまでに就労したことがない

不明・無回答

95.3 0.1 1.1 0.0 0.4 3.2 

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

父親（N=3,328）

フルタイムで働いている

フルタイムで働いており、現在育休・介護休業中

フルタイム以外で働いている

フルタイム以外で働いており、現在育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれまでに就労したことがない

不明・無回答
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24.2 

19.1 

9.1 

5.8 

23.3 

17.4 

1.6 

1.0 

41.8 

56.7 

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

今回調査

平成25年調査

フルタイムで働いている

フルタイムで働いており、現在産休・育休・介護休業中

フルタイム以外で働いている

フルタイム以外で働いており、現在産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれまでに就労したことがない

98.4 

98.1 

0.1 

0.1 

1.1 

1.1 

0.0 

0.0 

0.4 

0.7 

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

今回調査

平成25年調査

フルタイムで働いている

フルタイムで働いており、現在育休・介護休業中

フルタイム以外で働いている

フルタイム以外で働いており、現在育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれまでに就労したことがない

■過去調査との比較（不明・無回答を除く） 

過去調査と比較すると、［母親］では「以前は就労していたが、現在は就労していない、または

これまでに就労したことがない」の割合が大きく減少し、それ以外の割合が増加しています。 

［父親］は、特に大きな差はみられません。 

＜母親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜父親＞ 
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■問 13 保護者の就労状況 × 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

保護者の就労状況について、お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、［浜脇１］では「共

働き（両親フルタイム）」、［広田２］では「共働き（両親フルタイム）」「一方が専業主婦（夫）」、

［山口］では「共働き（両親とも、または一方がパート）」が高く、それ以外では「一方が専業主

婦（夫）」が高くなっています。 

また、［浜脇１］［広田２］では「共働き（両親フルタイム）」が全体よりも特に高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

3,224 950 740 1,256 2 276

100.0 29.5 23.0 39.0 0.1 8.6

231 87 61 72 0 11

100.0 37.7 26.4 31.2 0.0 4.8

194 60 44 79 0 11

100.0 30.9 22.7 40.7 0.0 5.7

253 76 54 97 0 26

100.0 30.0 21.3 38.3 0.0 10.3

114 21 34 43 1 15

100.0 18.4 29.8 37.7 0.9 13.2

472 142 101 191 0 38

100.0 30.1 21.4 40.5 0.0 8.1

266 77 50 118 0 21

100.0 28.9 18.8 44.4 0.0 7.9

183 63 39 72 0 9

100.0 34.4 21.3 39.3 0.0 4.9

227 60 48 96 0 23

100.0 26.4 21.1 42.3 0.0 10.1

253 91 51 91 0 20

100.0 36.0 20.2 36.0 0.0 7.9

218 67 44 90 0 17

100.0 30.7 20.2 41.3 0.0 7.8

268 78 46 119 1 24

100.0 29.1 17.2 44.4 0.4 9.0

232 55 79 69 0 29

100.0 23.7 34.1 29.7 0.0 12.5

307 73 87 115 0 32

100.0 23.8 28.3 37.5 0.0 10.4

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２
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■問 10 居住年数 × 問 13 保護者の就労状況 × 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

居住年数ごとの保護者の就労状況について、お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、

居住年数が『10年以上』を除き、多くの小学校区（小ブロック）において「一方が専業主婦（夫）」

が高くなっています。『10 年以上』では半数近くの小学校区（小ブロック）において、共働きが

高くなっています。 

また、［上甲子園］［大社１］［広田１］では、一貫して「一方が専業主婦（夫）」が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住年数（１年未満）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

205 45 33 109 0 18

100.0 22.0 16.1 53.2 0.0 8.8

7 0 1 5 0 1

100.0 0.0 14.3 71.4 0.0 14.3

8 0 1 4 0 3

100.0 0.0 12.5 50.0 0.0 37.5

18 4 2 11 0 1

100.0 22.2 11.1 61.1 0.0 5.6

6 1 2 1 0 2

100.0 16.7 33.3 16.7 0.0 33.3

35 10 7 17 0 1

100.0 28.6 20.0 48.6 0.0 2.9

14 5 2 7 0 0

100.0 35.7 14.3 50.0 0.0 0.0

9 3 2 4 0 0

100.0 33.3 22.2 44.4 0.0 0.0

14 4 3 6 0 1

100.0 28.6 21.4 42.9 0.0 7.1

13 5 2 6 0 0

100.0 38.5 15.4 46.2 0.0 0.0

13 2 0 10 0 1

100.0 15.4 0.0 76.9 0.0 7.7

27 6 3 16 0 2

100.0 22.2 11.1 59.3 0.0 7.4

18 2 4 9 0 3

100.0 11.1 22.2 50.0 0.0 16.7

22 3 4 12 0 3

100.0 13.6 18.2 54.5 0.0 13.6

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬

山口
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居住年数（３年以上５年未満）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

505 157 116 193 1 38

100.0 31.1 23.0 38.2 0.2 7.5

34 16 7 10 0 1

100.0 47.1 20.6 29.4 0.0 2.9

22 8 5 8 0 1

100.0 36.4 22.7 36.4 0.0 4.5

43 12 9 17 0 5

100.0 27.9 20.9 39.5 0.0 11.6

18 4 5 6 1 2

100.0 22.2 27.8 33.3 5.6 11.1

62 20 14 22 0 6

100.0 32.3 22.6 35.5 0.0 9.7

34 10 7 13 0 4

100.0 29.4 20.6 38.2 0.0 11.8

39 13 5 21 0 0

100.0 33.3 12.8 53.8 0.0 0.0

52 14 7 25 0 6

100.0 26.9 13.5 48.1 0.0 11.5

50 22 11 13 0 4

100.0 44.0 22.0 26.0 0.0 8.0

40 13 15 12 0 0

100.0 32.5 37.5 30.0 0.0 0.0

36 11 4 18 0 3

100.0 30.6 11.1 50.0 0.0 8.3

29 7 9 10 0 3

100.0 24.1 31.0 34.5 0.0 10.3

46 7 18 18 0 3

100.0 15.2 39.1 39.1 0.0 6.5

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

居住年数（１年以上３年未満）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

463 129 70 228 0 36

100.0 27.9 15.1 49.2 0.0 7.8

27 11 4 11 0 1

100.0 40.7 14.8 40.7 0.0 3.7

19 7 6 6 0 0

100.0 36.8 31.6 31.6 0.0 0.0

29 11 4 11 0 3

100.0 37.9 13.8 37.9 0.0 10.3

13 2 2 8 0 1

100.0 15.4 15.4 61.5 0.0 7.7

75 22 7 38 0 8

100.0 29.3 9.3 50.7 0.0 10.7

52 11 9 29 0 3

100.0 21.2 17.3 55.8 0.0 5.8

22 5 5 10 0 2

100.0 22.7 22.7 45.5 0.0 9.1

32 9 8 14 0 1

100.0 28.1 25.0 43.8 0.0 3.1

35 9 6 17 0 3

100.0 25.7 17.1 48.6 0.0 8.6

38 13 4 21 0 0

100.0 34.2 10.5 55.3 0.0 0.0

45 9 5 29 0 2

100.0 20.0 11.1 64.4 0.0 4.4

31 7 2 16 0 6

100.0 22.6 6.5 51.6 0.0 19.4

44 13 7 18 0 6

100.0 29.5 15.9 40.9 0.0 13.6

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬

山口
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居住年数（５年以上10年未満）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

994 274 242 386 1 91

100.0 27.6 24.3 38.8 0.1 9.2

71 24 21 23 0 3

100.0 33.8 29.6 32.4 0.0 4.2

79 25 15 34 0 5

100.0 31.6 19.0 43.0 0.0 6.3

58 13 14 26 0 5

100.0 22.4 24.1 44.8 0.0 8.6

23 3 8 10 0 2

100.0 13.0 34.8 43.5 0.0 8.7

140 41 27 63 0 9

100.0 29.3 19.3 45.0 0.0 6.4

90 24 18 39 0 9

100.0 26.7 20.0 43.3 0.0 10.0

63 22 14 24 0 3

100.0 34.9 22.2 38.1 0.0 4.8

67 16 15 31 0 5

100.0 23.9 22.4 46.3 0.0 7.5

85 29 17 31 0 8

100.0 34.1 20.0 36.5 0.0 9.4

65 18 12 25 0 10

100.0 27.7 18.5 38.5 0.0 15.4

88 25 19 31 1 12

100.0 28.4 21.6 35.2 1.1 13.6

79 13 37 19 0 10

100.0 16.5 46.8 24.1 0.0 12.7

85 21 25 29 0 10

100.0 24.7 29.4 34.1 0.0 11.8

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

居住年数（10年以上）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

1,051 343 278 338 0 92

100.0 32.6 26.5 32.2 0.0 8.8

92 36 28 23 0 5

100.0 39.1 30.4 25.0 0.0 5.4

66 20 17 27 0 2

100.0 30.3 25.8 40.9 0.0 3.0

105 36 25 32 0 12

100.0 34.3 23.8 30.5 0.0 11.4

54 11 17 18 0 8

100.0 20.4 31.5 33.3 0.0 14.8

159 48 46 51 0 14

100.0 30.2 28.9 32.1 0.0 8.8

76 27 14 30 0 5

100.0 35.5 18.4 39.5 0.0 6.6

50 20 13 13 0 4

100.0 40.0 26.0 26.0 0.0 8.0

62 17 15 20 0 10

100.0 27.4 24.2 32.3 0.0 16.1

70 26 15 24 0 5

100.0 37.1 21.4 34.3 0.0 7.1

61 21 13 21 0 6

100.0 34.4 21.3 34.4 0.0 9.8

72 27 15 25 0 5

100.0 37.5 20.8 34.7 0.0 6.9

74 26 27 15 0 6

100.0 35.1 36.5 20.3 0.0 8.1

108 28 32 38 0 10

100.0 25.9 29.6 35.2 0.0 9.3

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬

山口
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0.0 

0.2 

0.2 

1.3 

86.2 

10.5 

0.5 

1.1 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【母親】（N=1,051）

0.0 

0.1 

0.5 

0.2 

72.3 

21.3 

2.4 

3.3 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【父親】（N=3,176）

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.8 

6.3 

15.8 

75.5 

1.3 

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

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【母親】（N=1,051）

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

1.2 

92.9 

5.6 

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

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【父親】（N=3,176）

フルタイムで働いている方（産休・育休・介護休業中を含む） 

就労日数・時間 

①１週当たりの就労日数（フルタイム） 

就労日数（フルタイム）について、［母親］［父親］ともに「５日」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１日当たりの就労時間（フルタイム） 

就労時間（フルタイム）について、［母親］［父親］ともに「８時間以上」が最も高くなってい

ます。 
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11.5 

12.9 

7.3 

13.9 

1.8 

52.5 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【母親】（N=1,051）

10.7 

12.8 

6.0 

18.9 

3.4 

48.3 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【父親】（N=3,176）

5.8 

6.7 

3.4 

5.1 

0.6 

78.4 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【母親】（N=1,051）

7.2 

8.4 

3.8 

8.3 

1.7 

70.5 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【父親】（N=3,176）

③平日日中以外の勤務（フルタイム） 

平日日中以外の勤務（フルタイム）について、不明・無回答を除き、土曜日勤務の頻度は［母

親］［父親］ともに「４日」が最も高く、次いで「２日」となっています。 

■１か月当たりの土曜日勤務の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１か月当たりの日曜日勤務の頻度 
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1.6 

2.0 

0.7 

2.7 

2.1 

0.5 

0.4 

0.6 

0.1 

2.1 

87.3 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【母親】（N=1,051）

1.6 

1.9 

1.4 

1.9 

2.7 

1.3 

0.7 

0.9 

0.0 

10.6 

77.1 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【父親】（N=3,176）

32.4 

15.5 

65.7 

77.6 

1.9 

7.0 

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

母親（N=1,051）

父親（N=3,176）

西宮市内 西宮市外 不明・無回答

■１か月当たりの夜間勤務（20時以降の勤務）の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④勤務先の所在地（フルタイム） 

勤務先の所在地（フルタイム）について、［母親］では「西宮市外」が 65.7％、「西宮市内」が

32.4％となっています。［父親］では「西宮市外」が 77.6％、「西宮市内」が 15.5％となっていま

す。 
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3.8 

6.9 

19.0 

24.0 

28.0 

2.3 

0.6 

15.3 

0% 10% 20% 30% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【母親】（N=783）

0.0 

0.0 

5.6 

5.6 

25.0 

25.0 

8.3 

30.6 

0% 10% 20% 30% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【父親】（N=36）

0.0 

1.9 

5.9 

17.6 

15.5 

22.7 

12.4 

8.7 

15.3 

0% 20% 40% 60%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【母親】（N=783）

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

5.6 

5.6 

2.8 

47.2 

36.1 

0% 20% 40% 60%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【父親】（N=36）

フルタイム以外で働いている方（産休・育休・介護休業中を含む） 

就労日数・時間 

①１週当たりの就労日数（フルタイム以外） 

就労日数（フルタイム以外）について、［母親］では「５日」が最も高く、次いで「４日」「３

日」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１日当たりの就労時間（フルタイム以外） 

就労時間（フルタイム以外）について、［母親］では「６時間」が最も高く、次いで「４時間」

「５時間」となっています。［父親］では「８時間以上」が最も高くなっています。 
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7.4 

11.4 

4.0 

9.1 

1.5 

66.7 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【母親】（N=783）

0.0 

11.1 

11.1 

27.8 

0.0 

50.0 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【父親】（N=36）

4.5 

5.1 

2.3 

3.3 

0.4 

84.4 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【母親】（N=783）

2.8 

11.1 

13.9 

16.7 

0.0 

55.6 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【父親】（N=36）

0.6 

1.0 

0.3 

0.6 

0.1 

0.0 

0.1 

0.3 

0.0 

1.3 
95.7 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【母親】（N=783）

2.8 

0.0 

0.0 

2.8 

0.0 

2.8 

0.0 

2.8 

0.0 

27.8 

61.1 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【父親】（N=36）

③平日日中以外の勤務（フルタイム以外） 

平日日中以外の勤務（フルタイム以外）について、不明・無回答を除き、土曜日勤務の頻度は

［母親］では「２日」が最も高く、次いで「４日」「１日」となっています。 

■１か月当たりの土曜日勤務の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１か月当たりの日曜日勤務の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１か月当たりの夜間勤務（20時以降の勤務）の頻度 
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48.9 

36.1 

43.6 

52.8 

7.5 

11.1 

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

母親（N=783）

父親（N=36）

西宮市内 西宮市外 不明・無回答

10.0 

8.3 

24.9 

11.1 

41.3 

36.1 

23.9 

44.4 

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

母親（N=783）

父親（N=36）

転換希望があり、実現できる見込みがある

転換希望はあるが、実現できる見込みはない

転換希望はない

不明・無回答

④勤務先の所在地（フルタイム以外） 

勤務先の所在地（フルタイム以外）について、［母親］では「西宮市内」が 48.9％、［父親］で

は「西宮市外」が 52.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤フルタイムへの転換希望 

フルタイムへの転換希望について、［母親］では「転換希望はない」が 41.3％と最も高くなっ

ています。 
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24.1 

16.7 

56.6 

16.7 

16.9 

41.7 

2.4 

25.0 

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

母親（N=1,318）

父親（N=12）

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先に就労したい、または１番下の子供が（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

不明・無回答

2.5 

2.4 

14.9 

13.1 

5.1 

15.3 

17.8 

2.9 

0.4 

3.5 

0.3 

1.2 

0.9 

19.6 

0% 10% 20% 30%

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

13歳以上

不明・無回答

【母親】（N=746）

現在就労していない、就労したことがない方 

⑥今後の就労希望 

今後の就労希望について、［母親］では「１年より先に就労したい、または１番下の子供が（ ）

歳になったころに就労したい」が 56.6％と最も高く、次いで「子育てや家事などに専念したい（就

労の予定はない）」が 24.1％、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 16.9％となって

います。 

就労したいころの末子の年齢について、不明・無回答を除き、「７歳」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１年より先に就労したい、または１番下の子供が（ ）歳になったころに就労したい」を

選んだ方 

■末子の年齢 

              

                     ※父親では２件の回答のうち、「１歳」に１件の回答、

もう１件は不明・無回答 
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0.0 

3.1 

47.6 

30.2 

12.7 

0.0 

0.0 

6.3 

0% 20% 40% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【母親】（N=741）

0.0 

0.1 

4.2 

28.6 

38.6 

15.2 

2.3 

3.2 

7.7 

0% 20% 40% 60%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【母親】（N=741）

⑦希望する就労形態 

希望する就労形態について、［母親］では「フルタイム以外」が 76.5％、「フルタイム」が 8.6％

となっています。 

希望する１週当たりの就労日数・１日当たりの就労時間について、［母親］ではそれぞれ「３日」、

「５時間」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フルタイム以外」を選んだ方 

■希望する１週当たりの就労日数       ■希望する１日当たりの就労時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※父親の回答なし 

 

 

 

8.6 

100.0 

76.5 

0.0 

15.0 

0.0 

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

母親（N=969）

父親（N=7）

フルタイム フルタイム以外 不明・無回答
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0.0 

16.8 

15.6 

2.1 

2.4 

0.1 

63.0 

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

１歳未満

１歳～１歳６か月未満

１歳６か月～２歳未満

２歳～２歳６か月未満

２歳６か月～３歳未満

３歳以上

不明・無回答

【母親】（N=1,354）

0.0 

0.0 

1.1 

1.1 

0.0 

0.0 
97.9 

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

１歳未満

１歳～１歳６か月未満

１歳６か月～２歳未満

２歳～２歳６か月未満

２歳６か月～３歳未満

３歳以上

不明・無回答

【父親】（N=94）

問 13（３）・（６）宛名のお子さんに関する産休・育休の取得状況についてうかがいます。 

当てはまる番号１つに○をつけて、さらにそれぞれの質問にもお答えく

ださい。 

産休・育休の取得状況について、［母親］では「産休・育休を（取得した・取得中である）」が

39.5％となっています。［父親］では「育休は取得していない」が 88.0％となっています。 

子供が何歳まで取得した（する）かについては、不明・無回答を除き、［母親］では「１歳～１

歳６か月未満」「１歳６か月～２歳未満」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子供が何歳まで取得した（する）か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.5 2.8 57.7 

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

母親（N=3,426）

産休・育休を（ 取得した・取得中である ） 産休のみ取得（予定） 不明・無回答

2.8 88.0 9.2 

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

父親（N=3,328）

育休を（ 取得した・取得中である ） 育休は取得していない 不明・無回答
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３ 教育・保育の施設・事業の利用状況について 

問 14 宛名のお子さんは、現在幼稚園や保育所などの教育・保育の施設・事業を定期的に

利用していますか。（１つに○） 

定期的な教育・保育の施設・事業の利用について、「利用している」が 62.9％、「利用していな

い」が 36.8％となっています。 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.8 62.9 0.3 

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

全体（N=3,431）

利用していない 利用している 不明・無回答

36.8 

37.8 

62.9 

62.1 

0.3 

0.0 

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

今回調査

平成25年調査

利用していない 利用している 不明・無回答



28 

60.5 

5.5 

0.3 

17.1 

2.8 

0.9 

1.7 

0.2 

3.0 

32.6 

6.6 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80%

子供がまだ小さいため（ ）歳くらいになったら

利用しようと考えている

子供の祖父母や親戚の人がみている

近所の人や保護者の友人・知人がみている

利用したいが、幼稚園や保育所などの定員に

空きがない

利用したいが、経済的な理由で施設・事業を

利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が

合わない

利用したいが、事業の質や場所など、

納得できる施設・事業がない

利用したいが、子供の病気や障害に適した環境の

施設・事業がない

施設・事業の内容がよくわからない

利用する必要がない

（子供の保護者が就労していないなどの理由で）

その他

不明・無回答

全体（N=1,264）

22.2 

8.8 

43.1 

16.1 

3.0 

6.8 

0% 20% 40% 60%

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

不明・無回答

全体（N=765）

問 14 で「利用していない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 15 利用していない理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

また、「子供がまだ小さいため（ ）歳くらいになったら利用しようと考えている」

を選んだ方は、利用したい子供の年齢を（ ）内に数字でご記入ください。 

利用していない理由について、「子供がまだ小さいため（ ）歳くらいになったら利用しようと

考えている」が 60.5％と最も高く、次いで「利用する必要がない（子供の保護者が就労していな

いなどの理由で）」が 32.6％、「利用したいが、幼稚園や保育所などの定員に空きがない」が 17.1％

となっています。 

利用したい子供の年齢について、「３歳」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用したい子供の年齢 
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60.5 

5.5 

0.3 

17.1 

2.8 

0.9 

1.7 

0.2 

3.0 

32.6 

6.6 

1.9 

64.6 

6.0 

0.4 

11.5 

7.9 

1.1 

2.8 

0.9 

5.8 

31.8 

3.7 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

子供がまだ小さいため（ ）歳くらいになったら

利用しようと考えている

子供の祖父母や親戚の人がみている

近所の人や保護者の友人・知人がみている

利用したいが、幼稚園や保育所などの定員に

空きがない

利用したいが、経済的な理由で施設・事業を

利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が

合わない

利用したいが、事業の質や場所など、

納得できる施設・事業がない

利用したいが、子供の病気や障害に適した環境の

施設・事業がない

施設・事業の内容がよくわからない

利用する必要がない

（子供の保護者が就労していないなどの理由で）

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に「利用したいが、経済的な理由で施設・事業を利用できない」の

割合が減少し、「利用したいが、幼稚園や保育所などの定員に空きがない」の割合が増加していま

す。 
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5.3 

34.2 

15.7 

15.0 

8.8 

3.8 

5.3 

1.8 

2.6 

3.8 

0.3 

0.7 

3.2 

0.9 

3.6 

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

市立幼稚園

私立幼稚園

市立保育所

私立保育所

認定こども園（保育所としての利用）

認定こども園（幼稚園としての利用）

小規模保育施設、家庭的保育施設、

事業所内保育施設

企業主導型保育事業

プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール

認可外保育施設（「企業主導型保育事業」「プレ（プリ）

スクール・インターナショナルスクール」を除く）

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業

その他

不明・無回答

全体（N=2,157）

問 14 で「利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

問 16（１）宛名のお子さんは、平日どのような教育・保育の施設・事業を利用していますか。

年間を通じて毎週１回以上利用している施設・事業を下記の一覧から３つまで選

んで、該当する選択肢の番号と、利用日数・利用開始時間と終了時間を（ ）内

にそれぞれご記入ください。 

平日に利用している教育・保育の施設・事業について、「私立幼稚園」が 34.2％と最も高く、

次いで「市立保育所」が 15.7％、「私立保育所」が 15.0％となっています。 
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39.5

30.7

12.6

5.3

8.2

0.7

0.9

3.6

51.7 

9.6 

34.8 

1.3 

3.5 

6.5 

0.8 

2.4 

0.1 

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

保育ルーム・家庭保育所、事業所内保育施設

認可外保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

■（参考）過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現在の１週当たり利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※認可外保育施設…「企業主導型保育事業」「プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール」を除く 

 

（％）

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上
不明・
無回答

市立幼稚園　（N=114） 9.6 0.0 0.0 0.9 86.8 0.9 1.8

私立幼稚園　（N=737） 2.0 0.7 0.7 1.6 90.4 2.5 2.0

市立保育所　（N=338） 0.6 0.0 0.9 1.5 78.7 16.9 1.5

私立保育所　（N=324） 3.1 0.9 0.3 2.5 83.3 9.0 0.9

認定こども園（保育所としての利用）　（N=190） 0.5 0.5 1.6 2.6 77.9 16.3 0.5

認定こども園（幼稚園としての利用）　（N=83） 1.2 1.2 1.2 1.2 91.6 2.4 1.2

小規模保育施設、家庭的保育施設、事業所内保育施設　（N=115） 5.2 3.5 3.5 9.6 70.4 7.0 0.9

企業主導型保育事業　（N=39） 5.1 2.6 7.7 12.8 66.7 5.1 0.0

プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール　（N=56） 10.7 16.1 10.7 1.8 58.9 0.0 1.8

認可外保育施設　（N=82） 9.8 8.5 7.3 0.0 7.3 62.2 4.9

ベビーシッター　（N=7） 57.1 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6

ファミリー・サポート・センター　（N=15） 20.0 20.0 26.7 6.7 20.0 0.0 6.7

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業　（N=70） 32.9 15.7 17.1 12.9 14.3 0.0 7.1

その他　（N=19） 47.4 0.0 15.8 5.3 26.3 0.0 5.3
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■利用開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１日当たりの利用時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※認可外保育施設…「企業主導型保育事業」「プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール」を除く 

（％）

７時以前 ７時台 ８時台 ９時台
10時
以降

不明・
無回答

市立幼稚園　（N=114） 0.0 0.9 65.8 28.9 3.5 0.9

私立幼稚園　（N=737） 0.1 1.4 33.4 61.1 1.5 2.6

市立保育所　（N=338） 0.0 33.4 57.1 8.3 0.0 1.2

私立保育所　（N=324） 0.0 39.8 46.3 12.0 0.9 0.9

認定こども園（保育所としての利用）　（N=190） 0.0 27.9 54.7 14.2 2.1 1.1

認定こども園（幼稚園としての利用）　（N=83） 1.2 4.8 37.3 49.4 6.0 1.2

小規模保育施設、家庭的保育施設、事業所内保育施設　（N=115） 0.0 18.3 49.6 23.5 8.7 0.0

企業主導型保育事業　（N=39） 2.6 5.1 48.7 35.9 7.7 0.0

プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール　（N=56） 0.0 8.9 17.9 51.8 19.7 1.8

認可外保育施設　（N=82） 0.0 13.4 35.4 25.6 21.9 3.7

ベビーシッター　（N=7） 0.0 14.3 0.0 14.3 28.6 42.9

ファミリー・サポート・センター　（N=15） 0.0 0.0 13.3 6.7 66.7 13.3

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業　（N=70） 0.0 0.0 0.0 37.1 52.8 10.0

その他　（N=19） 0.0 5.3 21.1 26.3 42.2 5.3

（％）

14時以前 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台
不明・
無回答

市立幼稚園　（N=114） 7.1 84.2 2.6 2.6 0.0 0.9 0.0 0.0 1.8 0.9

私立幼稚園　（N=737） 6.2 71.9 8.0 2.8 5.3 2.6 0.4 0.0 0.1 2.6

市立保育所　（N=338） 0.0 0.9 0.3 12.7 29.6 49.7 5.6 0.0 0.0 1.2

私立保育所　（N=324） 0.6 1.2 1.2 11.7 32.1 45.4 6.5 0.3 0.0 0.9

認定こども園（保育所としての利用）　（N=190） 0.0 1.6 0.0 12.6 37.9 37.9 7.9 1.1 0.0 1.1

認定こども園（幼稚園としての利用）　（N=83） 2.4 71.1 3.6 8.4 4.8 7.2 1.2 0.0 0.0 1.2

小規模保育施設、家庭的保育施設、事業所内保育施設　（N=115） 4.3 2.6 4.3 23.5 31.3 30.4 2.6 0.9 0.0 0.0

企業主導型保育事業　（N=39） 5.2 10.3 5.1 12.8 30.8 23.1 12.8 0.0 0.0 0.0

プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール　（N=56） 7.2 21.4 8.9 8.9 19.6 32.1 0.0 0.0 0.0 1.8

認可外保育施設　（N=82） 2.4 18.3 1.2 11.0 28.0 25.6 4.9 3.7 1.2 3.7

ベビーシッター　（N=7） 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 42.9

ファミリー・サポート・センター　（N=15） 13.4 6.7 20.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 6.7 13.3

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業　（N=70） 35.8 20.0 10.0 8.6 14.3 0.0 0.0 0.0 1.4 10.0

その他　（N=19） 31.6 21.1 15.8 5.3 5.3 15.8 0.0 0.0 0.0 5.3

（％）

１時間
以下

２時間 ３時間 ４時間 ５時間 ６時間 ７時間 ８時間 ９時間
10時間
以上

不明・
無回答

市立幼稚園　（N=114） 2.6 1.8 2.6 0.0 86.0 2.6 0.0 2.6 0.0 0.9 0.9

私立幼稚園　（N=737） 0.4 0.7 1.4 4.3 65.3 12.3 3.4 3.8 3.7 2.2 2.6

市立保育所　（N=338） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 3.0 16.0 26.3 52.4 1.2

私立保育所　（N=324） 0.6 0.0 0.0 0.6 1.5 0.6 3.7 15.4 25.6 50.9 0.9

認定こども園（保育所としての利用）　（N=190） 0.5 0.0 1.1 0.0 1.6 0.5 3.2 18.4 33.2 40.5 1.1

認定こども園（幼稚園としての利用）　（N=83） 0.0 1.2 1.2 7.2 57.8 12.0 2.4 6.0 4.8 6.0 1.2

小規模保育施設、家庭的保育施設、事業所内保育施設　（N=115） 1.7 1.7 0.9 2.6 2.6 7.0 7.8 22.6 27.8 25.2 0.0

企業主導型保育事業　（N=39） 0.0 0.0 2.6 2.6 12.8 5.1 10.3 17.9 25.6 23.1 0.0

プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール　（N=56） 0.0 3.6 3.6 17.9 8.9 8.9 10.7 14.3 14.3 16.1 1.8

認可外保育施設　（N=82） 1.2 2.4 6.1 4.9 15.9 2.4 8.5 14.6 18.3 22.0 3.7

ベビーシッター　（N=7） 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0 14.3 42.9

ファミリー・サポート・センター　（N=15） 33.3 13.3 6.7 6.7 6.7 6.7 0.0 0.0 6.7 6.7 13.3

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業　（N=70） 28.6 10.0 8.6 34.3 4.3 1.4 1.4 0.0 0.0 1.4 10.0

その他　（N=19） 15.8 15.8 0.0 15.8 21.1 5.3 0.0 0.0 10.5 10.5 5.3
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問 16（２）現在、主に利用している教育・保育の施設・事業は希望通り（第１希望）の施設・

事業ですか。（１つに○） 

希望通り（第１希望）の施設・事業かどうかについて、「希望通りである（第１希望）」が 79.7％、

「希望通りではない（第２希望以下）」が 17.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16（３）現在、主に利用している教育･保育の施設・事業の実施場所はどちらですか。 

（１つに○） 

利用している教育･保育の施設・事業の実施場所について、「西宮市内」が 91.9％、「西宮市以

外の市町村」が 6.7％となっています。 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.7 17.6 2.7 

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

全体（N=2,157）

希望通りである（第１希望） 希望通りではない（第２希望以下）

不明・無回答

91.9 6.7 1.4 

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

全体（N=2,157）

西宮市内 西宮市以外の市町村 不明・無回答

91.9 

92.3 

6.7 

4.9 

1.4 

2.9 

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

今回調査

平成25年調査

西宮市内 西宮市以外の市町村 不明・無回答
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60.5 

13.9 

11.0 

38.7 

7.0 

27.4 

14.8 

7.1 

22.0 

5.6 

15.2 

43.7 

5.1 

0.7 

3.6 

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

通園距離や立地条件

建物・設備

対象となる保育年齢

園長や保育者の対応

保育者の人員配置

教育・保育の内容

園の方針

保育料

保育時間

バス通園（実施している施設を利用している方のみ）

給食の内容（実施している施設を利用している方のみ）

子供が喜んで通園している様子

保護者同士の交流

その他

不明・無回答

【満足している項目】全体（N=2,157）

62.2 

12.6 

7.0 

42.1 

9.3 

32.9 

18.1 

15.5 

25.0 

3.3 

9.4 

34.9 

1.6 

0.6 

4.4 

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

【重視する項目】

問 16（４）現在、主に利用している教育・保育の施設・事業について、満足している項目と利

用にあたって重視する項目を下記の項目からそれぞれ３つまでお答えください。 

利用している教育・保育の施設・事業において満足している項目について、「通園距離や立地条

件」が 60.5％と最も高く、次いで「子供が喜んで通園している様子」が 43.7％、「園長や保育者

の対応」が 38.7％となっています。 

利用にあたって重視する項目について、「通園距離や立地条件」が 62.2％と最も高く、次いで

「園長や保育者の対応」が 42.1％、「子供が喜んで通園している様子」が 34.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16（１）で「私立幼稚園」または「認定こども園（幼稚園としての利用）」を選んだ方に

うかがいます。 

問 16（５）預かり保育を利用されていますか。（１つに○） 

預かり保育の利用について、「利用している」が 68.6％と最も高く、次いで「利用していない・

利用する必要がない」が 25.4％となっています。 

 

 

 

 

 

68.6 25.4 4.5 1.5 

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

全体（N=818）

利用している 利用していない・利用する必要がない

利用したいが利用できない 不明・無回答
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14.6 

8.9 

7.7 

6.1 

12.1 

0.2 

0.0 

50.4 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【１週当たり利用日数】（N=561）

20.0 

14.8 

6.2 

3.7 

3.2 

1.8 

0.2 

1.8 

0.0 

6.4 

41.9 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【1か月当たり利用日数】（N=561）

2.1 

24.1 

33.3 

20.3 

6.8 

1.8 

0.2 

0.2 

11.2 

0% 20% 40% 60% 80%

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

不明・無回答

【預かり時間（終了）】
（N=561）

「利用している」に○をつけた方 

１．平日 

平日の利用状況について、不明・無回答を除き、１週当たり利用日数、１か月当たり利用日数

ともに「１日」が最も高くなっています。預かり時間（終了）では「16時台」が最も高くなって

います。 

■利用日数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■預かり時間 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

3.9 

6.6 

7.0 

5.7 

11.9 

0.2 

0.0 

64.7 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【１週当たり利用日数】（N=561）

2.1 

4.5 

6.4 

0.7 

1.6 

0.9 

0.2 

0.5 

0.2 

7.1 75.8 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【1か月当たり利用日数】（N=561）

2.5 

16.9 

26.0 

3.4 

0.5 

0.9 

1.1 

0.0 

0.2 

48.5 

0% 20% 40% 60% 80%

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

不明・無回答

【預かり時間（開始）】
（N=561）

0.2 

2.1 

0.9 

10.7 

9.1 

10.7 

11.2 

5.5 

1.1 

48.5 

0% 20% 40% 60% 80%

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

不明・無回答

【預かり時間（終了）】
（N=561）

２．夏休み・春休み・冬休み 

夏休み・春休み・冬休みの利用状況について、不明・無回答を除き、１週当たり利用日数では

「５日」、１か月当たり利用日数では「10日以上」が最も高くなっています。預かり時間（開始）

では「９時台」、預かり時間（終了）では「17時台」が最も高くなっています。 

■利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■預かり時間 
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問 17（１）現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日の教

育・保育の施設・事業として、「定期的に」利用したいと考える施設・事業は何

ですか。現在のお子さんの年齢から５歳児まで、年齢ごとに下記の一覧から１つ

ずつ選んで表にご記入ください。 

また、利用日数・利用開始時間と終了時間も（ ）内にご記入ください。 

「定期的に」利用したいと考える施設・事業について、２歳児までは「市立保育所」、３歳児以

上では「私立幼稚園」が最も高くなっています。 

■利用したい施設・事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 

0.1 

0.3 

1.3 

7.1 

7.3 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【市立幼稚園】（N=3,431）

0.1 

0.3 

1.7 

30.3 

33.6 

36.4 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【私立幼稚園】（N=3,431）

10.0 

12.5 

14.3 

12.6 

12.3 

12.6 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【市立保育所】（N=3,431）

7.5 

10.0 

11.0 

9.3 

9.5 

9.6 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【私立保育所】（N=3,431）

6.2 

8.1 

10.5 

10.2 

10.0 

10.5 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【認定こども園

（保育所としての利用）】
（N=3,431）

0.3 

0.3 

0.9 

5.0 

5.8 

6.1 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【認定こども園

（幼稚園としての利用）】
（N=3,431）
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※居宅訪問型保育事業…現在、西宮市では未実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※認可外保育施設…「企業主導型保育事業」「プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール」を除く 

  

 

2.9 

3.7 

3.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【小規模保育施設】（N=3,431）

1.6 

1.5 

1.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【家庭的保育施設】（N=3,431）

0.8 

0.9 

0.7 

0.3 

0.1 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【事業所内保育施設】（N=3,431）

0.1 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【居宅訪問型保育事業】（N=3,431）

0.1 

0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【企業主導型保育事業】（N=3,431）

1.0 

1.7 

3.3 

2.3 

2.4 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【プレ（プリ）スクール、

インターナショナルスクール】
（N=3,431）

0.3 

0.4 

0.6 

0.3 

0.3 

0.3 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【認可外保育施設】（N=3,431）

1.8 

0.9 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【ベビーシッター】（N=3,431）

1.6 

1.2 

0.8 

0.1 

0.1 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【ファミリー・サポート・

センター】
（N=3,431）
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利用希望日数では「５日」、開始時間では「８時台」「９時台」、終了時間では「14 時台」「18

時台」が高くなっています。 

■１週当たりの利用希望日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上
不明・

無回答

市立幼稚園　（N=279） 0.0 0.4 3.9 3.6 88.2 0.7 3.2

私立幼稚園　（N=1,371） 0.5 0.4 0.7 1.7 93.2 2.0 1.6

市立保育所　（N=671） 0.0 0.0 1.6 2.8 82.0 13.1 0.4

私立保育所　（N=520） 0.2 0.6 0.6 2.1 85.8 10.2 0.6

認定こども園（保育所としての利用）　（N=548） 0.0 0.2 0.9 2.0 84.1 12.2 0.5

認定こども園（幼稚園としての利用）　（N=247） 0.0 0.4 1.6 2.4 91.1 3.2 1.2

小規模保育施設　（N=182） 0.5 0.0 3.8 3.8 86.3 3.3 2.2

家庭的保育施設　（N=80） 0.0 0.0 5.0 3.8 85.0 2.5 3.8

事業所内保育施設　（N=40） 0.0 0.0 2.5 5.0 77.5 12.5 2.5

居宅訪問型保育事業　（N=3） 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0

企業主導型保育事業　（N=15） 0.0 0.0 0.0 6.7 93.3 0.0 0.0

プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール　（N=183） 0.5 3.3 2.2 2.2 87.4 2.7 1.6

認可外保育施設　（N=36） 2.8 0.0 0.0 16.7 69.4 8.3 2.8

ベビーシッター　（N=68） 1.5 2.9 2.9 2.9 75.0 7.4 7.4

ファミリー・サポート・センター　（N=79） 1.3 1.3 3.8 3.8 81.0 2.5 6.3

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業　（N=30） 6.7 0.0 6.7 0.0 76.7 3.3 6.7

その他　（N=37） 2.7 0.0 0.0 0.0 81.1 5.4 10.8

0.1 

0.1 

0.3 

0.5 

0.3 

0.3 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【障害のある子供の通園療育や

児童発達支援事業】（N=3,431）

0.8 

0.6 

0.6 

0.3 

0.1 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40%

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

【その他】（N=3,431）
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■希望開始時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■希望終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※認可外保育施設…「企業主導型保育事業」「プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール」を除く 

 

（％）

７時以前 ７時台 ８時台 ９時台
10時

以降

不明・

無回答

市立幼稚園　（N=279） 0.0 3.6 56.3 35.1 0.7 4.3

私立幼稚園　（N=1,371） 0.0 5.0 27.0 64.0 1.4 2.6

市立保育所　（N=671） 0.3 34.0 48.3 15.8 0.6 1.0

私立保育所　（N=520） 0.2 40.0 41.5 15.0 1.0 2.3

認定こども園（保育所としての利用）　（N=548） 0.2 30.8 46.2 20.3 1.1 1.5

認定こども園（幼稚園としての利用）　（N=247） 0.0 13.0 38.9 43.3 1.6 3.2

小規模保育施設　（N=182） 0.0 17.0 41.2 36.8 2.7 2.2

家庭的保育施設　（N=80） 0.0 6.3 37.5 48.8 5.0 2.5

事業所内保育施設　（N=40） 2.5 22.5 60.0 15.0 0.0 0.0

居宅訪問型保育事業　（N=3） 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0

企業主導型保育事業　（N=15） 0.0 20.0 53.3 20.0 0.0 6.7

プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール　（N=183） 0.0 13.1 27.3 51.4 4.9 3.3

認可外保育施設　（N=36） 0.0 8.3 33.3 50.0 2.8 5.6

ベビーシッター　（N=68） 0.0 8.8 26.5 51.5 4.4 8.8

ファミリー・サポート・センター　（N=79） 0.0 10.1 26.6 50.6 6.3 6.3

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業　（N=30） 0.0 3.3 20.0 63.3 10.0 3.3

その他　（N=37） 0.0 8.1 32.4 48.6 0.0 10.8

（％）

14時以前 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時以降
不明・

無回答

市立幼稚園　（N=279） 1.8 53.4 14.7 6.5 9.7 8.2 1.4 0.0 0.0 4.3

私立幼稚園　（N=1,371） 0.4 44.3 19.8 9.3 11.3 9.4 2.5 0.1 0.2 2.7

市立保育所　（N=671） 0.0 4.2 4.0 6.4 25.8 42.0 14.6 1.0 0.6 1.3

私立保育所　（N=520） 0.2 4.2 3.7 7.3 20.2 43.1 17.3 1.5 0.2 2.3

認定こども園（保育所としての利用）　（N=548） 0.2 3.8 4.9 8.4 23.9 38.5 17.0 1.8 0.2 1.5

認定こども園（幼稚園としての利用）　（N=247） 0.4 24.3 14.6 15.8 15.8 17.0 8.1 0.4 0.0 3.6

小規模保育施設　（N=182） 0.5 16.5 15.4 11.5 21.4 26.4 4.4 1.6 0.0 2.2

家庭的保育施設　（N=80） 1.3 15.0 23.8 22.5 12.5 17.5 5.0 0.0 0.0 2.5

事業所内保育施設　（N=40） 0.0 12.5 10.0 5.0 27.5 30.0 12.5 2.5 0.0 0.0

居宅訪問型保育事業　（N=3） 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0

企業主導型保育事業　（N=15） 0.0 6.7 0.0 13.3 20.0 40.0 13.3 0.0 0.0 6.7

プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール　（N=183） 0.0 16.4 26.2 12.6 13.1 20.8 6.6 1.1 0.0 3.3

認可外保育施設　（N=36） 2.8 13.9 19.4 0.0 22.2 27.8 8.3 0.0 0.0 5.6

ベビーシッター　（N=68） 0.0 16.2 29.4 14.7 16.2 7.4 2.9 2.9 1.5 8.8

ファミリー・サポート・センター　（N=79） 1.3 21.5 24.1 11.4 20.3 11.4 2.5 1.3 0.0 6.3

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業　（N=30） 3.3 50.0 13.3 6.7 13.3 10.0 0.0 0.0 0.0 3.3

その他　（N=37） 0.0 35.1 21.6 8.1 10.8 5.4 8.1 0.0 0.0 10.8
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問 17（２）今後利用したい施設・事業を決めるにあたって、幼児教育の無償化が実施される

ことによって利用したい施設・事業や利用を開始したい年齢は変わりましたか。

（１つに○） 

変わった場合は、元々はどの施設・事業を利用される予定であったか、何歳から

利用される予定であったかを（ ）内にご記入ください。 

幼児教育の無償化による利用したい施設・事業や利用を開始したい年齢の変化について、「利用

したい施設・事業や年齢は変わらない」が 86.8％と最も高く、次いで「利用したい施設・事業が

変わった」が 5.0％、「利用を開始したい年齢が変わった」が 3.0％となっています。 

元々、利用する予定であった施設・事業については、「市立幼稚園」「市立保育所」、元々、利用

を開始する予定であった年齢については、「３歳」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■元々、利用する予定であった施設・事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※認可外保育施設…「企業主導型保育事業」「プレ（プリ）スクール・インターナショナルスクール」を除く 

 

86.8 5.0 3.0 5.2 

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

全体（N=3,431）

利用したい施設・事業や年齢は変わらない

利用したい施設・事業が変わった

利用を開始したい年齢が変わった

不明・無回答

31.0 

13.5 

15.8 

9.9 

5.3 

1.8 

1.2 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 

1.2 

5.3 

0.0 

0.6 

0.0 

1.2 

12.9 

0% 10% 20% 30% 40%

市立幼稚園

私立幼稚園

市立保育所

私立保育所

認定こども園（保育所としての利用）

認定こども園（幼稚園としての利用）

小規模保育施設

家庭的保育施設

事業所内保育施設

居宅訪問型保育事業

企業主導型保育事業

プレ（プリ）スクール、インターナショナルスクール

認可外保育施設

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業

その他

不明・無回答

全体（N=171）
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■問 17（１）「定期的に」利用したいと考える施設・事業 × 

問 17（２）利用する予定であった施設・事業別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「定期的に」利用したいと考える施設・事業は複数回答の設問であり、利用する予定であった施設・事業と

重複して回答している場合がある 

 

（％）

市立幼稚園 私立幼稚園 市立保育所 私立保育所

認定こども

園（保育所と

しての利用）

認定こども

園（幼稚園と

しての利用）

小規模保育

施設

家庭的保育

施設

事業所内

保育施設

全体（N=171） 7.6 43.3 15.2 18.1 28.7 15.8 9.9 2.9 1.2

市立幼稚園（N=53） 13.2 60.4 1.9 7.5 24.5 20.8 7.5 3.8 1.9

私立幼稚園（N=23） 4.3 17.4 21.7 13.0 21.7 30.4 4.3 0.0 0.0

市立保育所（N=27） 7.4 37.0 44.4 18.5 29.6 11.1 22.2 7.4 3.7

私立保育所（N=17） 0.0 52.9 11.8 47.1 17.6 0.0 17.6 0.0 0.0

認定こども園（保育所としての利用）

（N=9）
0.0 33.3 11.1 11.1 55.6 11.1 0.0 0.0 0.0

認定こども園（幼稚園としての利用）

（N=3）
0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小規模保育施設（N=2） 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

居宅訪問型保育事業（N=1） 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

プレ（プリ）スクール・インターナショ

ナルスクール（N=2）
0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

認可外保育施設（N=9） 0.0 44.4 22.2 33.3 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0

ファミリー・サポート・センター（N=1） 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

その他（N=2） 0.0 100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

居宅訪問型

保育事業

企業主導型

保育事業

プレ（プリ）ス

クール、イン

ターナショナ

ルスクール

認可外保育

施設

ベビー

シッター

ファミリー・

サポート・

センター

障害のある

子供の通園

療育や児童

発達支援事

業

その他
不明・

無回答

全体（N=171） 1.2 1.2 12.9 1.8 1.8 5.3 0.0 2.9 2.9

市立幼稚園　（N=53） 0.0 0.0 7.5 0.0 1.9 3.8 0.0 3.8 1.9

私立幼稚園　（N=23） 0.0 0.0 17.4 0.0 4.3 8.7 0.0 8.7 0.0

市立保育所　（N=27） 3.7 7.4 14.8 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0

私立保育所　（N=17） 0.0 0.0 29.4 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0

認定こども園（保育所としての利用）

（N=9）
0.0 0.0 11.1 0.0 11.1 11.1 0.0 11.1 11.1

認定こども園（幼稚園としての利用）

（N=3）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小規模保育施設　（N=2） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

居宅訪問型保育事業　（N=1） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

プレ（プリ）スクール・インターナショ

ナルスクール　（N=2）
0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

認可外保育施設　（N=9） 0.0 0.0 11.1 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ファミリー・サポート・センター

（N=1）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他　（N=2） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

「定期的に」利用したいと考える施設・事業

「定期的に」利用したいと考える施設・事業

利

用

す

る

予

定

で

あ

っ
た

施

設

・

事

業

別

利

用

す

る

予

定

で

あ

っ
た

施

設

・

事

業

別
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■元々、利用を開始する予定であった年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問 17（１）「定期的に」利用したいと考える施設・事業（年齢） × 

問 17（２）利用を開始する予定であった年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 

6.8 

9.7 

50.5 

28.2 

1.0 

3.9 

0% 20% 40% 60%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

不明・無回答

全体（N=103）

（％）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 不明・無回答

全体（N=103） 44.7 13.6 12.6 13.6 2.9 7.8 4.9

０歳（N=0） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

１歳（N=7） 57.1 0.0 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0

２歳（N=10） 30.0 10.0 0.0 50.0 0.0 10.0 0.0

３歳（N=52） 46.2 19.2 15.4 0.0 3.8 9.6 5.8

４歳（N=29） 48.3 6.9 13.8 20.7 0.0 3.4 6.9

５歳（N=1） 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

「定期的に」利用したいと考える施設・事業（年齢）

利

用

を

開
始

す

る

予

定

で

あ

っ
た

年

齢

別
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0.1 

1.4 

11.2 

26.6 

24.1 

15.5 

4.5 

0.5 

0.2 

15.9 

0% 20% 40% 60% 80%

14時以前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

不明・無回答

【預かり時間（終了）】（N=1,111）

8.7 

9.9 

15.3 

7.3 

33.9 

1.3 

0.0 

23.6 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【１週当たり利用日数】（N=1,111）

2.2 

3.2 

3.3 

3.7 

2.0 

1.2 

0.2 

1.4 

0.0 

15.9 

67.1 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【1か月当たり利用日数】（N=1,111）

「私立幼稚園」または「認定こども園（幼稚園としての利用）」を希望されている方にうかが

います。 

問 18 宛名のお子さんについて、平日の預かり保育や夏休み・冬休みなど長期の休業期間

中に教育・保育の事業の利用を希望しますか。（１つに○） 

平日の預かり保育や長期の休業期間中における教育・保育の事業の利用希望について、「希望す

る」が 69.2％、「希望しない」が 26.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

「希望する」に○をつけた方 

１．平日 

平日の利用希望について、不明・無回答を除き、１週当たり利用日数では「５日」、１か月当た

り利用日数では「10日以上」、預かり時間（終了）では「16時台」が最も高くなっています。 

■利用希望日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■預かり時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.2 26.1 4.7 

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

全体（N=1,606）

希望する 希望しない 不明・無回答
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6.5 

27.5 

49.6 

3.1 

0.4 

0.2 

0.4 

0.2 

0.1 

12.2 

0% 20% 40% 60% 80%

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時以降

不明・無回答

【預かり時間（開始）】（N=1,111）

4.4 

11.3 

21.8 

10.0 

30.5 

1.1 

0.0 

21.0 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【１週当たり利用日数】（N=1,111）

0.9 

1.3 

2.1 

1.4 

1.5 

0.4 

0.4 

1.8 

0.0 

20.1 

70.2 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【1か月当たり利用日数】（N=1,111）

２．夏休み・春休み・冬休み 

夏休み・春休み・冬休みの利用希望について、不明・無回答を除き、１週当たり利用日数では

「５日」、１か月当たり利用日数では「10 日以上」、預かり時間（開始）では「９時台」、預かり

時間（終了）では「17時台」が最も高くなっています。 

■利用希望日数 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■預かり時間 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3 

1.0 

0.8 

14.0 

15.7 

17.9 

20.3 

13.6 

4.3 

12.2 

0% 20% 40% 60% 80%

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

不明・無回答

【預かり時間（終了）】（N=1,111）
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75.3 

49.4 

27.2 

25.5 

18.9 

13.9 

6.8 

4.6 

4.0 

3.3 

0.8 

0.3 

9.4 

34.6 

50.4 

56.1 

52.1 

66.4 

46.1 

71.4 

59.7 

55.6 

43.0 

30.4 

12.2 

13.5 

19.6 

15.9 

26.4 

17.1 

44.2 

21.6 

33.8 

38.6 

53.5 

66.5 

3.1 

2.4 

2.7 

2.5 

2.6 

2.6 

2.8 

2.4 

2.6 

2.6 

2.7 

2.8 

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

妊婦健康診査費用助成事業

子育てひろば

幼稚園での子育て支援

保育所での子育て支援

公民館における子育て支援

保育所での一時預かり事業

障害のある子供の通園療育や

児童発達支援事業

ファミリー・サポート・センター

施設型病児保育事業

育児支援家庭訪問事業

訪問型病児・病後児保育事業

子育て家庭ショートステイ事業

全体（N=3,431）

知っており、利用したことがある 知っているが、利用したことがない

知らない 不明・無回答

４ 子育て支援事業や相談事業について 

問 19 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、また、満足

度についてお答えください。（項目ごとに、認知・利用の有無、満足度それぞれ１

つに○） 

＜子育て支援事業の認知・利用の有無＞ 

子育て支援事業の認知・利用の有無について、「知っており、利用したことがある」では［妊婦

健康診査費用助成事業］が 75.3％と最も高く、次いで［子育てひろば］が 49.4％、［幼稚園での

子育て支援］が 27.2％となっています。 

一方、「知らない」では［子育て家庭ショートステイ事業］が 66.5％と最も高く、次いで［訪

問型病児・病後児保育事業］が 53.5％、［障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業］が 44.2％

となっています。 
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81.4 

61.4 

26.8 

25.1 

16.6 

13.5 

5.3 

3.9 

2.1 

1.6 

0.3 

6.9 

28.0 

49.4 

58.1 

47.5 

64.1 

37.3 

63.3 

66.5 

37.5 

27.4 

9.5 

8.8 

21.7 

14.7 

34.0 

20.3 

55.1 

30.7 

29.4 

58.6 

70.1 

2.2 

1.9 

2.1 

2.1 

2.0 

2.1 

2.3 

2.1 

1.9 

2.2 

2.2 

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

妊婦健康診査費用助成事業

子育てひろば

幼稚園での子育て支援

保育所での子育て支援

公民館における子育て支援

保育所での一時預かり事業

障害のある子供の通園療育や

児童発達支援事業

ファミリー・サポート・センター

病児保育事業

育児支援家庭訪問事業

子育て家庭ショートステイ事業

知っており、利用したことがある 知っているが、利用したことがない

知らない 不明・無回答

＜子育て支援事業の認知・利用の有無＞ 

子育て支援事業の認知・利用の有無について、過去調査と比較すると、特に［妊婦健康診査費

用助成事業］［子育てひろば］において「知っており、利用したことがある」の割合が減少してい

ます。 

＜平成 28 年調査＞ 
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37.2 

26.0 

22.8 

22.4 

20.6 

7.1 

4.5 

3.4 

2.8 

1.7 

44.2 

41.0 

44.4 

47.9 

25.4 

39.0 

37.2 

27.3 

38.2 

42.5 

15.9 

30.1 

30.1 

27.1 

51.4 

51.2 

55.6 

66.7 

56.8 

53.1 

2.7 

2.9 

2.7 

2.6 

2.7 

2.7 

2.7 

2.6 

2.2 

2.7 

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

保健福祉センターにおける健康や

栄養に関する相談・講座

地区担当保健師

子育て地域サロン

保健福祉センターにおける出産前後の

相談・講座

みやハグ（西宮市子育てアプリ）

発達や療育、教育に関する相談事業

子育て総合センターでの乳幼児の

子育て相談

子育てコンシェルジュ

西宮こども家庭センター

家庭児童相談室

全体（N=3,431）

知っており、利用したことがある 知っているが、利用したことがない

知らない 不明・無回答

＜相談事業等の認知・利用の有無＞ 

相談事業等の認知・利用の有無について、「知っており、利用したことがある」では［保健福祉

センターにおける健康や栄養に関する相談・講座］が 37.2％と最も高く、次いで［地区担当保健

師］が 26.0％、［子育て地域サロン］が 22.8％となっています。 

一方、「知らない」では［子育てコンシェルジュ］が 66.7％と最も高く、次いで［西宮こども

家庭センター］が 56.8％、［子育て総合センターでの乳幼児の子育て相談］が 55.6％となってい

ます。 
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36.5 

25.1 

18.8 

23.4 

5.8 

1.2 

1.7 

2.2 

45.3 

48.0 

40.5 

47.9 

32.9 

17.4 

35.0 

44.7 

16.2 

24.6 

38.6 

26.7 

59.3 

79.2 

61.2 

51.1 

2.1 

2.3 

2.1 

2.0 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

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

保健福祉センターにおける健康や

栄養に関する相談・講座

地区担当保健師

子育て地域サロン

保健福祉センターにおける出産前後の

相談・講座

発達や療育、教育に関する相談事業

子育てコンシェルジュ

西宮こども家庭センター

家庭児童相談室

知っており、利用したことがある 知っているが、利用したことがない

知らない 不明・無回答

＜相談事業等の認知・利用の有無＞ 

相談事業等の認知・利用の有無について、過去調査と比較すると、特に［子育て地域サロン］

において「知っており、利用したことがある」の割合が増加しています。 

＜平成 28 年調査＞ 
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■問 19 子育てひろば【認知・利用の有無】  × 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

子育てひろばの認知・利用の有無について、お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、

［鳴尾２］では「知っているが、利用したことがない」が高く、それ以外では「知っており、利

用したことがある」が高くなっています。 

また、［塩瀬］では「知らない」が全体よりも特に高くなっています。 

＜子育てひろばの認知・利用の有無＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計
知っており、
利用したこと
がある

知っている
が、利用した
ことがない

知らない 不明・無回答

3,431 1,695 1,188 464 84

100.0 49.4 34.6 13.5 2.4

243 114 96 28 5

100.0 46.9 39.5 11.5 2.1

203 120 62 16 5

100.0 59.1 30.5 7.9 2.5

270 145 99 21 5

100.0 53.7 36.7 7.8 1.9

126 49 51 23 3

100.0 38.9 40.5 18.3 2.4

503 267 163 62 11

100.0 53.1 32.4 12.3 2.2

279 135 86 44 14

100.0 48.4 30.8 15.8 5.0

186 93 63 27 3

100.0 50.0 33.9 14.5 1.6

237 129 71 29 8

100.0 54.4 30.0 12.2 3.4

259 134 86 37 2

100.0 51.7 33.2 14.3 0.8

224 117 77 25 5

100.0 52.2 34.4 11.2 2.2

274 135 101 34 4

100.0 49.3 36.9 12.4 1.5

263 107 93 48 15

100.0 40.7 35.4 18.3 5.7

324 130 125 65 4

100.0 40.1 38.6 20.1 1.2
塩瀬

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口
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■問 19 障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業【認知・利用の有無】  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業の認知・利用の有無について、お住まいの小学

校区別（小ブロック）にみると、［大社１］［広田１］［甲東１］［山口］［塩瀬］では「知らない」、

［大社２］では「知っているが、利用したことがない」「知らない」、それ以外では「知っている

が、利用したことがない」が高くなっています。 

＜障害のある子供の通園療育や児童発達支援事業の認知・利用の有無＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計
知っており、
利用したこと
がある

知っている
が、利用した
ことがない

知らない 不明・無回答

3,431 235 1,583 1,518 95

100.0 6.8 46.1 44.2 2.8

243 12 119 104 8

100.0 4.9 49.0 42.8 3.3

203 20 100 79 4

100.0 9.9 49.3 38.9 2.0

270 20 127 117 6

100.0 7.4 47.0 43.3 2.2

126 12 57 55 2

100.0 9.5 45.2 43.7 1.6

503 31 231 225 16

100.0 6.2 45.9 44.7 3.2

279 16 120 131 12

100.0 5.7 43.0 47.0 4.3

186 19 82 82 3

100.0 10.2 44.1 44.1 1.6

237 19 102 111 5

100.0 8.0 43.0 46.8 2.1

259 10 157 89 3

100.0 3.9 60.6 34.4 1.2

224 18 97 106 3

100.0 8.0 43.3 47.3 1.3

274 18 147 103 6

100.0 6.6 53.6 37.6 2.2

263 15 88 140 20

100.0 5.7 33.5 53.2 7.6

324 23 136 160 5

100.0 7.1 42.0 49.4 1.5

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

山口

塩瀬
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■問 19 子育て地域サロン【認知・利用の有無】 × 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

子育て地域サロンの認知・利用の有無について、お住まいの小学校区別（小ブロック）にみる

と、［山口］では「知らない」、それ以外では「知っているが、利用したことがない」が高くなっ

ています。 

＜子育て地域サロンの認知・利用の有無＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計
知っており、
利用したこと
がある

知っている
が、利用した
ことがない

知らない 不明・無回答

3,431 781 1,524 1,034 92

100.0 22.8 44.4 30.1 2.7

243 82 87 67 7

100.0 33.7 35.8 27.6 2.9

203 59 94 46 4

100.0 29.1 46.3 22.7 2.0

270 45 131 89 5

100.0 16.7 48.5 33.0 1.9

126 15 72 37 2

100.0 11.9 57.1 29.4 1.6

503 121 216 155 11

100.0 24.1 42.9 30.8 2.2

279 62 131 76 10

100.0 22.2 47.0 27.2 3.6

186 40 83 60 3

100.0 21.5 44.6 32.3 1.6

237 53 121 56 7

100.0 22.4 51.1 23.6 3.0

259 74 106 76 3

100.0 28.6 40.9 29.3 1.2

224 55 101 63 5

100.0 24.6 45.1 28.1 2.2

274 56 122 90 6

100.0 20.4 44.5 32.8 2.2

263 42 95 105 21

100.0 16.0 36.1 39.9 8.0

324 68 145 104 7

100.0 21.0 44.8 32.1 2.2

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

山口

塩瀬
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■問 19 みやハグ（西宮市子育てアプリ）【認知・利用の有無】  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

みやハグ（西宮市子育てアプリ）の認知・利用の有無について、お住まいの小学校区別（小ブ

ロック）にみると、すべてにおいて「知らない」が高くなっています。 

また、［広田２］では「知っており、利用したことがある」、［甲東２］では「知っているが、利

用したことがない」、［大社１］［山口］［塩瀬］では「知らない」が全体よりも特に高くなってい

ます。 

＜みやハグ（西宮市子育てアプリ）の認知・利用の有無＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計
知っており、
利用したこと
がある

知っている
が、利用した
ことがない

知らない 不明・無回答

3,431 706 871 1,763 91

100.0 20.6 25.4 51.4 2.7

243 56 72 108 7

100.0 23.0 29.6 44.4 2.9

203 49 59 92 3

100.0 24.1 29.1 45.3 1.5

270 54 60 151 5

100.0 20.0 22.2 55.9 1.9

126 29 27 68 2

100.0 23.0 21.4 54.0 1.6

503 118 132 241 12

100.0 23.5 26.2 47.9 2.4

279 44 65 158 12

100.0 15.8 23.3 56.6 4.3

186 42 49 92 3

100.0 22.6 26.3 49.5 1.6

237 49 57 124 7

100.0 20.7 24.1 52.3 3.0

259 87 62 107 3

100.0 33.6 23.9 41.3 1.2

224 44 60 116 4

100.0 19.6 26.8 51.8 1.8

274 62 84 122 6

100.0 22.6 30.7 44.5 2.2

263 26 55 162 20

100.0 9.9 20.9 61.6 7.6

324 43 77 198 6

100.0 13.3 23.8 61.1 1.9

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

山口

塩瀬
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＜子育て支援事業の満足度＞ 

子育て支援事業の満足度について、『満足』（「満足」「やや満足」の合計）では［幼稚園での子

育て支援］が 92.6％と最も高く、次いで［子育てひろば］が 90.1％、［保育所での子育て支援］

と［公民館における子育て支援］がともに 89.6％となっています。 

一方、『不満』（「やや不満」「不満」の合計）では[訪問型病児・病後児保育事業]が 44.1％と最

も高く、次いで[施設型病児保育事業]が 38.9％、[子育て家庭ショートステイ事業]が 34.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「利用したことがない・知らないのでわからない」「不明・無回答」を除く 

 

42.1 

36.7 

36.3 

36.2 

45.4 

33.3 

35.0 

33.3 

30.3 

20.9 

29.6 

23.5 

50.5 

53.4 

53.3 

53.4 

39.9 

44.4 

37.8 

35.2 

36.3 

44.2 

31.5 

32.4 

6.5 

8.2 

9.0 

8.6 

11.4 

14.6 

15.6 

19.8 

20.1 

25.6 

16.2 

19.1 

0.9 

1.8 

1.4 

1.8 

3.4 

7.6 

11.7 

11.7 

13.2 

9.3 

22.7 

25.0 

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

幼稚園での子育て支援（N=973）

子育てひろば（N=1,745）

保育所での子育て支援（N=929）

公民館における子育て支援（N=708）

妊婦健康診査費用助成事業（N=2,516）

障害のある子供の通園療育や

児童発達支援事業（N=288）

育児支援家庭訪問事業（N=180）

保育所での一時預かり事業（N=571）

ファミリー・サポート・センター（N=234）

子育て家庭ショートステイ事業（N=43）

施設型病児保育事業（N=216）

訪問型病児・病後児保育事業（N=68）

満足 やや満足 やや不満 不満
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＜子育て支援事業の満足度＞ 

子育て支援事業の満足度について、過去調査と比較すると、特に［幼稚園での子育て支援］[保

育所での子育て支援]［公民館における子育て支援］［保育所での一時預かり事業］［ファミリー・

サポート・センター］において『満足』の割合が増加しています。 

＜平成 28 年調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「知らないのでわからない」「不明・無回答」を除く 

 

31.9 

35.9 

27.0 

27.1 

42.1 

27.0 

20.2 

21.6 

17.1 

15.4 

9.9 

54.0 

51.9 

53.9 

53.1 

43.9 

49.7 

54.5 

37.6 

36.3 

57.7 

29.1 

12.2 

10.0 

16.1 

16.9 

11.6 

17.7 

19.2 

27.5 

34.6 

24.0 

28.5 

2.0 

2.2 

3.1 

2.9 

2.5 

5.7 

6.1 

13.3 

12.1 

2.9 

32.4 

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

幼稚園での子育て支援

子育てひろば

保育所での子育て支援

公民館における子育て支援

妊婦健康診査費用助成事業

障害のある子供の通園療育や

児童発達支援事業

育児支援家庭訪問事業

保育所での一時預かり事業

ファミリー・サポート・センター

子育て家庭ショートステイ事業

病児保育事業

満足 やや満足 やや不満 不満
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＜相談事業等の満足度＞ 

相談事業等の満足度について、『満足』（「満足」「やや満足」の合計）では［保健福祉センター

における出産前後の相談・講座］が 91.7％と最も高く、次いで［子育て地域サロン］が 90.5％、

［保健福祉センターにおける健康や栄養に関する相談・講座］が 89.2％となっています。 

一方、『不満』（「やや不満」「不満」の合計）では[みやハグ（西宮市子育てアプリ）]が 36.0％

と最も高く、次いで[家庭児童相談室]が 31.5％、[発達や療育、教育に関する相談事業]が 24.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「利用したことがない・知らないのでわからない」「不明・無回答」を除く 

 

37.0 

38.3 

37.5 

39.8 

42.2 

40.9 

27.9 

31.8 

23.9 

13.6 

54.7 

52.2 

51.7 

47.1 

44.3 

40.9 

52.3 

44.0 

44.6 

50.3 

6.7 

7.8 

7.9 

9.4 

10.0 

10.9 

13.5 

16.6 

16.3 

27.0 

1.6 

1.7 

3.0 

3.7 

3.5 

7.3 

6.3 

7.6 

15.2 

9.0 

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

保健福祉センターにおける出産前後の

相談・講座（N=817）

子育て地域サロン（N=822）

保健福祉センターにおける健康や

栄養に関する相談・講座（N=1,316）

子育て総合センターでの乳幼児の

子育て相談（N=191）

地区担当保健師（N=932）

子育てコンシェルジュ（N=137）

西宮こども家庭センター（N=111）

発達や療育、教育に関する相談事業

（N=277）

家庭児童相談室（N=92）

みやハグ（西宮市子育てアプリ）（N=721）

満足 やや満足 やや不満 不満
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32.0 

31.4 

34.5 

36.0 

17.1 

19.9 

23.7 

18.4 

49.1 

50.5 

50.4 

47.3 

54.1 

55.2 

51.0 

60.3 

14.6 

15.8 

11.9 

12.2 

25.2 

18.8 

19.1 

17.1 

4.3 

2.3 

3.2 

4.5 

3.6 

6.1 

6.3 

4.3 

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

保健福祉センターにおける出産前後の

相談・講座

子育て地域サロン

保健福祉センターにおける健康や

栄養に関する相談・講座

地区担当保健師

子育てコンシェルジュ

西宮こども家庭センター

発達や療育、教育に関する相談事業

家庭児童相談室

満足 やや満足 やや不満 不満

＜相談事業等の満足度＞ 

相談事業等の満足度について、過去調査と比較すると、特に［保健福祉センターにおける出産

前後の相談・講座］[子育て地域サロン]［子育てコンシェルジュ］［西宮こども家庭センター］に

おいて『満足』の割合が増加しています。 

＜平成 28 年調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「知らないのでわからない」「不明・無回答」を除く 
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■問 19 保育所での一時預かり【満足度】 × 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

保育所での一時預かりの満足度について、お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると［上

甲子園］［大社１］［大社２］［広田１］では「満足」、［浜脇２］では「やや不満」、それ以外では

「やや満足」が高くなっています。 

＜保育所での一時預かりの満足度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 満足 やや満足 やや不満 不満

571 190 201 113 67

100.0 33.3 35.2 19.8 11.7

49 12 24 9 4

100.0 24.5 49.0 18.4 8.2

41 10 12 14 5

100.0 24.4 29.3 34.1 12.2

29 8 12 5 4

100.0 27.6 41.4 17.2 13.8

17 4 10 3 0

100.0 23.5 58.8 17.6 0.0

102 42 31 18 11

100.0 41.2 30.4 17.6 10.8

61 28 15 12 6

100.0 45.9 24.6 19.7 9.8

25 11 5 6 3

100.0 44.0 20.0 24.0 12.0

36 18 11 7 0

100.0 50.0 30.6 19.4 0.0

36 8 14 8 6

100.0 22.2 38.9 22.2 16.7

45 14 19 5 7

100.0 31.1 42.2 11.1 15.6

43 11 16 11 5

100.0 25.6 37.2 25.6 11.6

24 7 8 4 5

100.0 29.2 33.3 16.7 20.8

61 16 23 11 11

100.0 26.2 37.7 18.0 18.0

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口

塩瀬
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■問 19 幼稚園での子育て支援【満足度】 × 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

幼稚園での子育て支援の満足度について、お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると［大

社２］［甲東１］では「満足」、それ以外では「やや満足」が高くなっています。 

また、［浜脇１］［甲東２］では「やや不満」が全体よりも特に高くなっています。 

＜幼稚園での子育て支援の満足度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 満足 やや満足 やや不満 不満

973 410 491 63 9

100.0 42.1 50.5 6.5 0.9

58 22 28 7 1

100.0 37.9 48.3 12.1 1.7

56 22 29 5 0

100.0 39.3 51.8 8.9 0.0

64 28 33 3 0

100.0 43.8 51.6 4.7 0.0

32 13 18 1 0

100.0 40.6 56.3 3.1 0.0

154 62 78 9 5

100.0 40.3 50.6 5.8 3.2

89 39 46 3 1

100.0 43.8 51.7 3.4 1.1

62 32 27 3 0

100.0 51.6 43.5 4.8 0.0

93 35 51 6 1

100.0 37.6 54.8 6.5 1.1

58 20 34 4 0

100.0 34.5 58.6 6.9 0.0

73 37 30 6 0

100.0 50.7 41.1 8.2 0.0

64 24 32 8 0

100.0 37.5 50.0 12.5 0.0

56 23 30 2 1

100.0 41.1 53.6 3.6 1.8

102 45 51 6 0

100.0 44.1 50.0 5.9 0.0

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口

塩瀬
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■問 19 発達や療育、教育に関する相談事業【満足度】  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

発達や療育、教育に関する相談事業の満足度について、お住まいの小学校区別（小ブロック）

にみると［浜脇２］［大社２］［広田１］［甲東１］では「満足」、それ以外では「やや満足」が高

くなっています。 

また、［広田１］［塩瀬］では「やや不満」が全体よりも特に高くなっています。 

＜発達や療育、教育に関する相談事業の満足度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 満足 やや満足 やや不満 不満

277 88 122 46 21

100.0 31.8 44.0 16.6 7.6

15 3 7 3 2

100.0 20.0 46.7 20.0 13.3

23 11 6 3 3

100.0 47.8 26.1 13.0 13.0

19 7 11 1 0

100.0 36.8 57.9 5.3 0.0

16 4 9 2 1

100.0 25.0 56.3 12.5 6.3

33 5 19 6 3

100.0 15.2 57.6 18.2 9.1

21 5 11 2 3

100.0 23.8 52.4 9.5 14.3

19 10 5 3 1

100.0 52.6 26.3 15.8 5.3

20 8 6 6 0

100.0 40.0 30.0 30.0 0.0

15 3 8 1 3

100.0 20.0 53.3 6.7 20.0

20 9 7 4 0

100.0 45.0 35.0 20.0 0.0

23 9 10 4 0

100.0 39.1 43.5 17.4 0.0

20 7 9 3 1

100.0 35.0 45.0 15.0 5.0

31 7 12 8 4

100.0 22.6 38.7 25.8 12.9

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口

塩瀬
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■問 19 みやハグ（西宮市子育てアプリ）【満足度】  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

みやハグ（西宮市子育てアプリ）の満足度について、すべてにおいて「やや満足」が高くなっ

ています。 

また、［広田１］［甲東２］［山口］では「やや不満」が全体よりも特に高くなっています。 

＜みやハグ（西宮市子育てアプリ）の満足度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 満足 やや満足 やや不満 不満

721 98 363 195 65

100.0 13.6 50.3 27.0 9.0

57 11 26 17 3

100.0 19.3 45.6 29.8 5.3

50 7 29 7 7

100.0 14.0 58.0 14.0 14.0

56 9 32 14 1

100.0 16.1 57.1 25.0 1.8

30 4 16 8 2

100.0 13.3 53.3 26.7 6.7

118 18 62 25 13

100.0 15.3 52.5 21.2 11.0

47 5 22 14 6

100.0 10.6 46.8 29.8 12.8

41 5 21 10 5

100.0 12.2 51.2 24.4 12.2

51 4 23 22 2

100.0 7.8 45.1 43.1 3.9

92 17 44 22 9

100.0 18.5 47.8 23.9 9.8

43 4 25 12 2

100.0 9.3 58.1 27.9 4.7

60 7 29 21 3

100.0 11.7 48.3 35.0 5.0

27 1 12 11 3

100.0 3.7 44.4 40.7 11.1

47 6 20 12 9

100.0 12.8 42.6 25.5 19.1

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口

塩瀬
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10.9 

6.9 

3.2 

1.1 

0.5 

0.0 

0.0 
77.5 

0% 20% 40% 60% 80%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

不明・無回答

【１週当たり利用回数】（N=853）

39.2 

16.6 

9.8 

4.0 

1.6 

0.7 

0.2 

0.0 

0.0 

0.8 

27.0 

0% 20% 40% 60% 80%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

10回以上

不明・無回答

【１か月当たり利用回数】（N=853）

問 20（１）宛名のお子さんは、現在、子育てひろばを利用していますか。また、今後利用を

希望しますか。選択肢１つに○をつけて、現在と今後希望する利用回数を（ ）

内に数字でご記入ください。 

※子育てひろばは、親子が集まって過ごしたり、専門のスタッフが悩みや相談に応じ

る場で、市内に 20 か所あります。 

子育てひろばの現在の利用状況について、「利用していない」が 72.7％、「利用している」が

24.9％となっています。 

利用回数については、不明・無回答を除き、１週当たり、１か月当たりともに「１回」が最も

高くなっています。 

＜現在＞ 

 

 

 

 

 

 

 

■利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.7 24.9 2.4 

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

全体（N=3,431）

利用していない 利用している 不明・無回答
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21.8 

9.8 

4.3 

1.1 

0.6 

0.0 

0.0 

62.4 

0% 20% 40% 60% 80%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

不明・無回答

【１週当たり利用回数】（N=1,259）

23.6 

19.1 

8.1 

5.2 

1.9 

0.6 

0.2 

0.7 

0.0 

1.4 

39.1 

0% 20% 40% 60% 80%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

10回以上

不明・無回答

【１か月当たり利用回数】（N=1,259）

今後の利用希望について、「利用しない」が 54.8％、「利用したい」が 36.7％となっています。 

利用希望回数については、不明・無回答を除き、１週当たり、１か月当たりともに「１回」が

最も高くなっています。 

＜今後＞ 

 

 

 

 

 

 

■利用希望回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.8 36.7 8.5 

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

全体（N=3,431）

利用しない 利用したい 不明・無回答
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3.0 

26.6 

30.5 

21.8 

0.3 

10.3 

7.4 

0% 10% 20% 30% 40%

10分未満

10～15分未満

15～20分未満

20～25分未満

25～30分未満

30分以上

不明・無回答

全体（N=3,431）

8.7 

16.8 

16.0 

3.6 

40.7 

25.2 

13.9 

12.7 

3.7 

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

子育てひろばの存在を知らなかった

子育てひろばが近くにない

利用したいが、初めて行くのに抵抗感や不安がある

以前に利用していたが、満足な対応を

受けられなかった

保育所等に子供を預けているので利用する

必要がない

子供が大きくなったので利用する必要がない

兄や姉がおり、一緒に連れていくことが難しい

その他

不明・無回答

全体（N=2,496）

問 20（２）問 20（１）の「子育てひろば」について、自宅から徒歩（ベビーカー）で何分

以上かかると、利用することに負担を感じますか。 

子育てひろばを利用したことのない方も（ ）内に数字でご記入ください。 

自宅から子育てひろばまで、徒歩（ベビーカー）での移動に負担を感じる時間について、「15

～20分未満」が 30.5％と最も高く、次いで「10～15分未満」が 26.6％、「20～25分未満」が 21.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20（１）で現在の利用回数について「利用していない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 20（３）利用していない理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

利用していない理由について、「保育所等に子供を預けているので利用する必要がない」が

40.7％と最も高く、次いで「子供が大きくなったので利用する必要がない」が 25.2％、「子育て

ひろばが近くにない」が 16.8％となっています。 
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65.3 

79.4 

8.5 

2.6 

23.3 

14.4 

2.9 

3.6 

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

土曜日

日曜日・祝日

全体（N=3,431）

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい 不明・無回答

0.3 

15.7 

34.6 

31.5 

10.1 

7.9 

0.3 

15.8 

30.2 

34.6 

11.1 

8.1 

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

７時以前

７時台

８時台

９時台

10時以降

不明・無回答

【開始時間】

土曜日（N=1,089） 日曜日・祝日（N=583）

6.8 

7.1 

10.0 

11.3 

22.6 

27.6 

5.5 

0.6 

0.6 

7.9 

5.9 

4.6 

8.7 

11.0 

23.7 

30.9 

5.1 

0.9 

1.0 

8.1 

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

14時以前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

不明・無回答

【終了時間】

土曜日（N=1,089） 日曜日・祝日（N=583）

５ 土曜・休日の「定期的」な教育・保育の利用について 

問 21（１）宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の施

設・事業の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。（１つに○） 

希望がある場合は、利用したい時間を（ ）内に（例）９時～18 時のように 24

時間制でご記入ください。 

※教育・保育の施設・事業とは、幼稚園、保育所、認可外保育施設などを指し、親

族・知人による預かりは含みません。 

土曜日と日曜日・祝日における定期的な教育・保育の施設・事業の利用希望について、土曜日、

日曜日・祝日ともに「利用する必要はない」がそれぞれ 65.3％、79.4％と最も高く、次いで「月

に１～２回は利用したい」がそれぞれ 23.3％、14.4％となっています。 

利用したい時間帯について、土曜日、日曜日・祝日ともに開始時間は「８時台」「９時台」、終

了時間は「17時台」「18時台」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用したい時間帯 
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65.3 

69.4 

8.5 

7.3 

23.3 

21.4 

2.9 

1.8 

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

今回調査

平成25年調査

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい 不明・無回答

79.4 

79.8 

2.6 

2.3 

14.4 

14.7 

3.6 

3.2 

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

今回調査

平成25年調査

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい 不明・無回答

■過去調査との比較 

利用希望について過去調査と比較すると、土曜日では「利用する必要はない」の割合がわずか

に減少しています。 

＜土曜日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日曜日・祝日＞ 
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61.1 

38.0 

3.4 

36.3 

9.9 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため

親等親族の介護や手伝いが必要なため

リフレッシュのため

その他

不明・無回答

全体（N=923）

61.1 

38.0 

3.4 

36.3 

9.9 

1.3 

47.2 

32.5 

2.6 

31.5 

7.9 

15.2 

0% 20% 40% 60% 80%

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため

親等親族の介護や手伝いが必要なため

リフレッシュのため

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

問 21（１）で土曜日や日曜日・祝日の「月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にうか

がいます。 

問 21（２）毎週ではなく、月に１～２回、利用したい理由は何ですか。（当てはまるものす

べてに○） 

毎週ではなく、月に１～２回利用したい理由について、「月に数回仕事が入るため」が 61.1％

と最も高く、次いで「平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため」が 38.0％、「リフレ

ッシュのため」が 36.3％となっています。 

過去調査と比較すると、「月に数回仕事が入るため」の割合が大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 
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６ 病気の際の対応について 

現在、教育・保育の施設・事業を利用している方（問 14 で「利用している」に○をつけた

方）にうかがいます。 

問 22（１）この１年間に、宛名のお子さんが病気やけがで通常の教育・保育の施設・事業が

利用できなかったことはありますか。（１つに○） 

病気やけがで通常の教育・保育の施設・事業が利用できなかったことについて、「あった」が

72.2％、「なかった」が 24.0％となっています。 

過去調査と比較すると、「あった」の割合がわずかに増加しています。 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

72.2 24.0 3.8 

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

全体（N=2,157）

あった なかった 不明・無回答

72.2 

67.9 

24.0 

28.5 

3.8 

3.6 

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

今回調査

平成25年調査

あった なかった 不明・無回答
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71.4 

27.5 

33.2 

22.7 

6.0 

0.8 

0.7 

1.7 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

母親が休んで子供を看た

父親が休んで子供を看た

（同居者を含む）親族・知人に子供を看てもらった

母親または父親のうち就労していない方が

子供を看た

病児保育施設を利用した

ベビーシッターを利用した

子供だけで留守番をさせた

その他

不明・無回答

全体（N=1,558）

問 22（１）で「あった」に○をつけた方にうかがいます。 

問 22（２）宛名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の施設・事業が利用

できなかった場合に、この１年間に行った対処方法をお答えください。（当ては

まるものすべてに○） 

また、それぞれの日数（おおよそ）も（ ）内に数字でご記入ください（半日程

度の対応の場合も１日とカウントしてください）。 

この１年間に行った対処方法について、「母親が休んで子供を看た」が 71.4％と最も高く、次

いで「（同居者を含む）親族・知人に子供を看てもらった」が 33.2％、「父親が休んで子供を看た」

が 27.5％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「母親または父親のうち就労していない方が子供を看た」の割合

が減少し、「母親が休んで子供を看た」「父親が休んで子供を看た」「（同居者を含む）親族・知人

に子供を看てもらった」の割合が増加しています。 

対処した日数については、『母親が休んで子供を看た』『（同居者を含む）親族・知人に子供を看

てもらった』では「10日以上」、『父親が休んで子供を看た』では「１日」が最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

上段：件数

下段：％
合計 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日

10日

以上

不明・

無回答

1,112 98 157 176 65 195 27 57 23 5 279 30

100.0 8.8 14.1 15.8 5.8 17.5 2.4 5.1 2.1 0.4 25.1 2.7

429 133 96 66 23 68 4 6 0 0 25 8

100.0 31.0 22.4 15.4 5.4 15.9 0.9 1.4 0.0 0.0 5.8 1.9

517 79 92 94 25 88 4 16 8 0 96 15

100.0 15.3 17.8 18.2 4.8 17.0 0.8 3.1 1.5 0.0 18.6 2.9

354 35 42 62 20 51 8 26 6 0 88 16

100.0 9.9 11.9 17.5 5.6 14.4 2.3 7.3 1.7 0.0 24.9 4.5

94 24 20 19 5 11 2 6 0 0 5 2

100.0 25.5 21.3 20.2 5.3 11.7 2.1 6.4 0.0 0.0 5.3 2.1

12 4 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0

100.0 33.3 25.0 25.0 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0

11 5 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0

100.0 45.5 9.1 18.2 9.1 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0

27 6 2 5 0 7 0 4 0 0 3 0

100.0 22.2 7.4 18.5 0.0 25.9 0.0 14.8 0.0 0.0 11.1 0.0

子供だけで留守番をさせた

その他

母親が休んで子供を看た

父親が休んで子供を看た

（同居者を含む）親族・知人に

子供を看てもらった

母親または父親のうち就労し

ていない方が子供を看た

病児保育施設を利用した

ベビーシッターを利用した

71.4 

27.5 

33.2 

22.7 

6.0 

0.8 

0.7 

1.7 

1.3 

63.3 

20.8 

25.7 

28.3 

2.4 

0.4 

1.2 

0.7 

2.5 

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

母親が休んで子供を看た

父親が休んで子供を看た

（同居者を含む）親族・知人に子供を看てもらった

母親または父親のうち就労していない方が

子供を看た

病児保育施設を利用した

ベビーシッターを利用した

子供だけで留守番をさせた

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日数 
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13.0 

16.2 

18.6 

5.4 

13.6 

1.8 

3.6 

1.6 

0.4 

11.2 

14.8 

0% 10% 20% 30%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

全体（N=501）

問 22（２）で「母親が休んで子供を看た」「父親が休んで子供を看た」以外に○をつけた方

にうかがいます。 

問 22（３）その際、「できれば保護者のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか。

（１つに○） 

その場合、仕事を休んで看たいと思った状況が何日くらいあったか、（ ）内に

数字でご記入ください。 

「できれば保護者のいずれかが仕事を休んで看たい」と思ったかについて、「できれば仕事を休

んで看たい」が 65.9％、「休んで看ることは難しい」が 34.1％となっています。 

仕事を休んで看たいと思った日数については、「３日」「２日」が高くなっています。 

過去調査と比較すると、「できれば仕事を休んで看たい」の割合が減少し、「休んで看ることは

難しい」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 ※不明・無回答を除く 

 

■過去調査との比較（不明・無回答を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

■仕事を休んで看たいと思った日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.9 34.1 

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

全体（N=760）

できれば仕事を休んで看たい 休んで看ることは難しい

65.9 

74.2 

34.1 

25.8 

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

今回調査

平成25年調査

できれば仕事を休んで看たい 休んで看ることは難しい
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51.7 

9.3 

42.1 

2.3 

0% 20% 40% 60%

子供の看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

その他

不明・無回答

全体（N=259）

51.7 

9.3 

42.1 

2.3 

50.5 

14.6 

22.7 

14.1 

0% 20% 40% 60%

子供の看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

問 22（３）で「休んで看ることは難しい」に○をつけた方にうかがいます。 

問 22（４）そう思われる理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

休んで看ることは難しい理由について、「子供の看護を理由に休みがとれない」が 51.7％と最

も高くなっています。 

過去調査と比較すると、「自営業なので休めない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 
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9.5 

17.9 

43.5 

25.5 

3.6 

14.1 

11.4 

14.3 

34.1 

23.9 

2.2 

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

病児保育施設を利用したい

利用できる施設等があればよいが、

利用するかどうかはわからない

居住地の近くにあれば利用したいが、

遠くであれば他の方法を考える

できるだけ家族で看る方針だが、利用できる

施設があると安心できる

利用したいとは思わない

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

11.7 

10.8 

17.8 

2.8 

16.0 

1.2 

4.3 

0.6 

0.0 

9.8 

24.9 

0% 10% 20% 30%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

全体（N=325）

問 22（５）今後、病児保育施設を利用したいと思われますか。（１つに○） 

また、利用したい場合に利用が見込まれる日数についても（ ）内に数字でご記

入ください。 

今後、病児保育施設を利用したいと思うかについて、「できるだけ家族で看る方針だが、利用で

きる施設があると安心できる」が 43.5％と最も高く、次いで「利用したいとは思わない」が 25.5％、

「利用できる施設等があればよいが、利用するかどうかはわからない」が 17.9％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「利用できる施設等があればよいが、利用するかどうかはわから

ない」「できるだけ家族で看る方針だが、利用できる施設があると安心できる」の割合が増加して

います。 

利用したい日数については、不明・無回答を除き、「３日」「５日」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用したい日数 

  

 

 

 

 

 

 

9.5 17.9 43.5 25.5 3.6 

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

全体（N=3,431）

病児保育施設を利用したい

利用できる施設等があればよいが、利用するかどうかはわからない

できるだけ家族で看る方針だが、利用できる施設があると安心できる

利用したいとは思わない

不明・無回答

※「居住地の近くにあれば利用したいが、遠くであ

れば他の方法を考える」は平成 25 年調査のみの

選択肢 
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63.2 

11.2 

10.2 

4.2 

13.5 

42.6 

16.5 

16.5 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80%

病気の子供を他人に看てもらうのは不安

保育の質に不安がある

利便性（立地）がよくない

利便性（利用可能時間、日数など）がよくない

利用料が高い

保護者が仕事を休んで対応する

申し込み手続きの繁雑さ

その他

不明・無回答

全体（N=874）

問 22（５）で「病児保育施設を利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 

問 22（６）病児保育施設として、どのような事業形態が望ましいと思われますか。 

（当てはまるものすべてに○） 

病児保育施設として望ましい事業形態について、「小児科等に併設した施設で子供を保育する」

が 72.9％と最も高く、次いで「自宅に近い場所にある」が 61.5％、「保育所等に併設した施設で

子供を保育する」が 42.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22（５）で「利用したいとは思わない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 22（７）そう思われる理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

利用したいとは思わない理由について、「病気の子供を他人に看てもらうのは不安」が 63.2％

と最も高く、次いで「保護者が仕事を休んで対応する」が 42.6％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「利用料が高い」「保護者が仕事を休んで対応する」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

42.2 

72.9 

61.5 

31.1 

4.9 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80%

保育所等に併設した施設で子供を保育する

小児科等に併設した施設で子供を保育する

自宅に近い場所にある

駅等交通の便利な場所にある

その他

不明・無回答

全体（N=325）
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63.2 

11.2 

10.2 

4.2 

13.5 

42.6 

16.5 

16.5 

3.0 

66.7

13.5

21.6

49.7

10.1

3.4

0% 20% 40% 60% 80%

病気の子供を他人に看てもらうのは不安

保育の質に不安がある

利便性（立地）がよくない

利便性（利用可能時間、日数など）がよくない

利用料が高い

保護者が仕事を休んで対応する

申し込み手続きの繁雑さ

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

19.2 

15.0 

11.3 

2.3 

7.9 

0.4 

1.9 

1.1 

0.0 

6.8 

34.2 

0% 10% 20% 30% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

全体（N=266）

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「利便性（立地）がよくない」「利便性（利用可能時間、日数など）がよくない」「申し込み手続きの煩雑さ」

は今回調査のみの選択肢 

問 22（８）今後、ベビーシッターを利用したいと思われますか。（１つに○） 

また、利用したい日数についても（ ）内に数字でご記入ください。 

今後、ベビーシッターを利用したいと思うかについて、「利用したいとは思わない」が 88.2％、

「ベビーシッターを利用したい」が 7.8％となっています。 

利用したい日数については、不明・無回答を除き、「１日」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

■利用したい日数 

 

 

 

7.8 88.2 4.0 

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

全体（N=3,431）

ベビーシッターを利用したい 利用したいとは思わない 不明・無回答
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54.0 

27.1 

67.9 

38.1 

33.1 

6.4 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80%

病気の子供を他人に看てもらうのは不安

保育の質に不安がある

他人に家に入られることに抵抗がある

利用料が高い

保護者が仕事を休んで対応する

その他

不明・無回答

全体（N=3,027）

問 22（８）で「利用したいとは思わない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 22（９）そう思われる理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

利用したいとは思わない理由について、「他人に家に入られることに抵抗がある」が 67.9％と

最も高く、次いで「病気の子供を他人に看てもらうのは不安」が 54.0％、「利用料が高い」が 38.1％

となっています。 
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81.3 

4.0 

2.1 

9.3 

0.8 

0.4 

1.0 

1.9 

78.2 

2.8 

4.4 

10.6 

1.0 

0.4 

0.9 

3.3 

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

利用していない

認可保育所・認定こども園の一時預かり

認可外保育施設の一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

ベビーシッター

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

７ 一時預かり等の利用について 

問 23（１）宛名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、保護

者の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業はありますか。

（当てはまるものすべてに○） 

ある場合は、１年間の利用日数（おおよそ）も（ ）内に数字でご記入ください。 

不定期に利用している事業について、「利用していない」が 81.3％と最も高く、次いで「幼稚

園の預かり保育」が 9.3％となっています。 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

利用日数については、すべてにおいて「10日以上」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.3 

4.0 

2.1 

9.3 

0.8 

0.4 

1.0 

1.9 

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

利用していない

認可保育所・認定こども園の一時預かり

認可外保育施設の一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

ベビーシッター

その他

不明・無回答

全体（N=3,431）
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上段：件数
下段： ％

合計 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日
10日
以上

不明・
無回答

136 9 9 16 7 14 1 4 4 0 64 8

100.0 6.6 6.6 11.8 5.1 10.3 0.7 2.9 2.9 0.0 47.1 5.9

72 5 8 10 2 12 0 1 0 1 30 3

100.0 6.9 11.1 13.9 2.8 16.7 0.0 1.4 0.0 1.4 41.7 4.2

320 8 14 26 13 36 6 5 3 0 191 18

100.0 2.5 4.4 8.1 4.1 11.3 1.9 1.6 0.9 0.0 59.7 5.6

29 2 1 4 2 3 1 0 0 0 14 2

100.0 6.9 3.4 13.8 6.9 10.3 3.4 0.0 0.0 0.0 48.3 6.9

15 1 3 2 0 2 1 0 0 0 5 1

100.0 6.7 20.0 13.3 0.0 13.3 6.7 0.0 0.0 0.0 33.3 6.7

34 2 1 1 1 6 1 0 0 0 19 3

100.0 5.9 2.9 2.9 2.9 17.6 2.9 0.0 0.0 0.0 55.9 8.8

ベビーシッター

その他

認可保育所・認定こども園の一時預かり

認可外保育施設の一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

79.1 

4.8 

5.6 

3.0 

2.8 

19.4 

7.9 

10.9 

1.0 

5.4 

1.0 

73.3 

5.5 

4.1 

22.0 

7.7 

14.6 

1.7 

1.9 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

保育の質に不安がある

利便性（立地）がよくない

利便性（利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

利用したいが、子供の病気や障害に適した環境の事業がない

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

79.1 

4.8 

5.6 

3.0 

2.8 

19.4 

7.9 

10.9 

1.0 

5.4 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

保育の質に不安がある

利便性（立地）がよくない

利便性（利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

利用したいが、子供の病気や障害に適した環境の事業がない

その他

不明・無回答

全体（N=2,788）

■利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23（１）で「利用していない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 23（２）現在利用していない理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

利用していない理由について、「特に利用する必要がない」が 79.1％と最も高く、次いで「利

用料がかかる・高い」が 19.4％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「特に利用する必要がない」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「利便性（立地）がよくない」「利便性（利用可

能時間・日数など）がよくない」は今回調査のみ

の選択肢 



79 

37.1 54.9 8.0 

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

全体（N=3,431）

利用する必要がある 利用する必要はない 不明・無回答

37.1 

46.3 

54.9 

44.9 

8.0 

8.8 

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

今回調査

平成25年調査

利用する必要がある 利用する必要はない 不明・無回答

12.7 

25.9 

44.3 

17.7 

0% 20% 40% 60%

私用（買い物、子供（兄弟姉妹を含む）や

保護者の習い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子供の兄弟姉妹や

保護者の通院 等

不定期の就労

その他

全体（N=158）

問 24 今後、宛名のお子さんについて、私用、保護者の通院、不定期の就労等の目

的で、年間 何日くらい事業を利用する必要があると思いますか。（１つに○） 

利用する必要があると思われる場合は、利用目的および利用したい日数の合計、目

的別の内訳の日数をお答えください。（当てはまるものすべてに○。日数を（ ）

内に数字で記入） 

今後の事業の利用について、「利用する必要はない」が 54.9％、「利用する必要がある」が 37.1％

となっています。 

過去調査と比較すると、「利用する必要はない」の割合が増加しています。 

利用目的については「不定期の就労」、合計日数については「１日」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※不明・無回答を除く 

 



80 

上段：件数

下段：％
合計 １日 ２日 ３日 ４日 ５日以上

不明・

無回答

20 9 0 0 0 1 10

100.0 45.0 0.0 0.0 0.0 5.0 50.0

41 9 6 0 0 2 24

100.0 22.0 14.6 0.0 0.0 4.8 58.5

70 3 1 6 0 0 60

100.0 4.3 1.4 8.6 0.0 0.0 85.7

28 1 0 0 1 0 26

100.0 3.6 0.0 0.0 3.6 0.0 92.9

私用（買い物、子供（兄弟姉妹を含む）や保

護者の習い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子供の兄弟姉妹や保

護者の通院　等

不定期の就労

その他

12.7 

25.9 

44.3 

17.7 

70.2 

63.3 

26.1 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80%

私用（買い物、子供（兄弟姉妹を含む）や

保護者の習い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子供の兄弟姉妹や

保護者の通院 等

不定期の就労

その他

今回調査 平成25年調査

67.3 

14.8 

10.6 

3.9 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

全体（N=1,274）

■過去調査との比較（不明・無回答を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■合計日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目的別の日数 
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15.0 81.0 4.0 

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

全体（N=3,431）

あった なかった 不明・無回答

15.0 

19.5 

81.0 

76.9 

4.0 

3.6 

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

今回調査

平成25年調査

あった なかった 不明・無回答

問 25 この１年間に、子育て家庭ショートステイを利用したいと思ったことはありますか。

（１つに○） 

※子育て家庭ショートステイ…保護者の方やご家族の方が病気や出産などで、お子さん

の養育が一時的に困難となった場合、西宮市が指定している児童福祉施設でお子さん

のお世話をする事業です。 

子育て家庭ショートステイを利用したいと思ったことについて、「利用したいと思ったことはな

い」が 92.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 26（１）この１年間に、宛名のお子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければなら

ないことはありましたか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。（１つ

に○）あった場合は、この１年間の対処方法とそれぞれの日数もお答えください。

（当てはまるものすべてに○。日数を（ ）内に数字で記入） 

子供を泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことの経験について、「なかった」が

81.0％となっています。 

過去調査と比較すると、「なかった」の割合が増加しています。 

あった場合の対処方法については、「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」の割合が最

も高く、過去調査よりも増加しています。 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

5.1 92.6 2.3 

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

全体（N=3,431）

利用したいと思ったことがある 利用したいと思ったことはない

不明・無回答
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90.9 

2.5 

0.2 

8.0 

0.4 

2.1 

0.6 

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

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

子育て家庭ショートステイを利用した

「子育て家庭ショートステイ」以外の保育事業を

利用した

子供を同行させた

子供だけで留守番をさせた

その他

不明・無回答

全体（N=514）

90.9 

2.5 

0.2 

8.0 

0.4 

2.1 

0.6 

84.0 

0.1 

0.3 

19.4 

0.6 

1.2 

1.5 

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

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

子育て家庭ショートステイを利用した

「子育て家庭ショートステイ」以外の保育事業を

利用した

子供を同行させた

子供だけで留守番をさせた

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

上段：件数
下段：％

合計 １泊 ２泊 ３泊 ４泊 ５泊 ６泊 ７泊 ８泊 ９泊
10泊
以上

不明・
無回答

467 139 83 55 27 48 11 12 4 2 81 5

100.0 29.8 17.8 11.8 5.8 10.3 2.4 2.6 0.9 0.4 17.3 1.1

13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11

100.0 7.7 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.6

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

41 16 9 4 0 2 0 1 1 0 3 5

100.0 39.0 22.0 9.8 0.0 4.9 0.0 2.4 2.4 0.0 7.3 12.2

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 1 3 1 0 2 0 1 0 0 3 0

100.0 9.1 27.3 9.1 0.0 18.2 0.0 9.1 0.0 0.0 27.3 0.0

子育て家庭ショートステイを
利用した

「子育て家庭ショートステイ」
以外の保育事業を利用した

（同居者を含む）親族・知人
にみてもらった

子供を同行させた

子供だけで留守番をさせた

その他

■１年間の対処方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■泊数 
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問 26（１）で「子育て家庭ショートステイを利用した」に○をつけた方にうかがいます。 

問 26（２）子育て家庭ショートステイを利用した理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

子育て家庭ショートステイを利用した理由について、「保護者や家族の入院・退院のため（出産

によるものも含む）」「保護者の出張や不定期の就労のため」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.5 

0.0 

7.7 

7.7 

0.0 

38.5 

0.0 

23.1 

0.0 

7.7 

0% 20% 40% 60%

保護者や家族の入院・通院のため（出産によるものも含む）

子供（兄弟姉妹を含む）や保護者の習い事のため

家族・親族の看護のため

冠婚葬祭への参加のため

買い物のため

保護者の出張や不定期の就労のため

学校等の公的行事への参加のため

保護者の育児疲れへのリフレッシュ目的のため

その他

不明・無回答

全体（N=13）
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47.6 

17.7 

53.7 

12.1 

24.5 

36.2 

10.3 

3.1 

0.8 

19.0 

5.8 

52.2 

18.0 

62.5 

11.1 

22.3 

24.6 

8.9 

2.9 

0.7 

20.5 

10.3 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

学校施設を利用した放課後事業

留守家庭児童育成センター（学童保育）

民間の学童保育

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

不明・無回答

全体（N=3,431）

１～３年生 ４～６年生

８ 小学校就学後の放課後の過ごし方について 

問 27（１）宛名のお子さんが、１～３年生、４～６年生になった時、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。（当てはまるも

のすべてに○） 

また、それぞれ希望する週当たり日数を、（ ）内に数字でご記入ください。 

「留守家庭児童育成センター（学童保育）」の場合には、利用を希望する時間も

（ ）内に数字でご記入ください。 

また４～６年生については、何年生まで利用したいかを、（ ）内に数字でご記

入ください。時間は 24 時間制でご記入ください。 

子供が１～３年生、４～６年生になった時、放課後（平日の小学校終了後）の時間を過ごさせ

たい場所について、１～３年生、４～６年生ともに「習い事」がそれぞれ 53.7％、62.5％と最も

高く、次いで「自宅」がそれぞれ 47.6％、52.2％、「留守家庭児童育成センター（学童保育）」が

それぞれ 36.2％、24.6％となっています。 
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47.6 

17.7 

53.7 

12.1 

24.5 

36.2 

10.3 

3.1 

0.8 

19.0 

5.8 

58.6 

24.1 

62.2 

16.2 

19.4 

34.2 

0.6 

21.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

学校施設を利用した放課後事業

留守家庭児童育成センター（学童保育）

民間の学童保育

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

不明・無回答

【１～３年生】

今回調査 平成25年調査

52.2 

18.0 

62.5 

11.1 

22.3 

24.6 

8.9 

2.9 

0.7 

20.5 

10.3 

60.1 

23.3 

67.5 

14.2 

19.2 

20.8 

0.6 

21.8 

9.2 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

学校施設を利用した放課後事業

留守家庭児童育成センター（学童保育）

民間の学童保育

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

不明・無回答

【４～６年生】

今回調査 平成25年調査

■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に１～３年生、４～６年生ともに「自宅」「祖父母宅や友人・知人宅」

「習い事」の割合が減少しています。また、１～３年生では「学校施設を利用した放課後事業」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「民間の学童保育」「放課後等デイサービス」は今回調査のみの選択肢
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【１～３年生】
上段：件数

下段：％
合計 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日

不明・

無回答

1,633 196 393 421 158 412 15 38 0

100.0 12.0 24.1 25.8 9.7 25.2 0.9 2.3 0.0

607 288 184 60 16 54 4 1 0

100.0 47.4 30.3 9.9 2.6 8.9 0.7 0.2 0.0

1,842 562 891 335 34 19 1 0 0

100.0 30.5 48.4 18.2 1.8 1.0 0.1 0.0 0.0

416 181 106 63 13 47 4 2 0

100.0 43.5 25.5 15.1 3.1 11.3 1.0 0.5 0.0

839 231 196 140 26 237 9 0 0

100.0 27.5 23.4 16.7 3.1 28.2 1.1 0.0 0.0

1,241 27 79 144 133 795 55 3 5

100.0 2.2 6.4 11.6 10.7 64.1 4.4 0.2 0.4

353 25 47 55 21 193 9 2 1

100.0 7.1 13.3 15.6 5.9 54.7 2.5 0.6 0.3

108 25 23 20 6 32 2 0 0

100.0 23.1 21.3 18.5 5.6 29.6 1.9 0.0 0.0

29 13 7 1 0 8 0 0 0

100.0 44.8 24.1 3.4 0.0 27.6 0.0 0.0 0.0

652 175 228 145 30 70 1 3 0

100.0 26.8 35.0 22.2 4.6 10.7 0.2 0.5 0.0

【４～６年生】
上段：件数

下段：％
合計 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日

不明・

無回答

1,790 312 514 383 99 431 14 37 0

100.0 17.4 28.7 21.4 5.5 24.1 0.8 2.1 0.0

616 272 197 72 10 60 4 1 0

100.0 44.2 32.0 11.7 1.6 9.7 0.6 0.2 0.0

2,146 282 892 734 166 68 4 0 0

100.0 13.1 41.6 34.2 7.7 3.2 0.2 0.0 0.0

381 141 104 61 14 45 4 2 10

100.0 37.0 27.3 16.0 3.7 11.8 1.0 0.5 2.6

766 183 195 140 31 198 5 0 14

100.0 23.9 25.5 18.3 4.0 25.8 0.7 0.0 1.8

844 31 87 164 67 453 26 3 13

100.0 3.7 10.3 19.4 7.9 53.7 3.1 0.4 1.5

306 21 52 51 11 151 6 1 13

100.0 6.9 17.0 16.7 3.6 49.3 2.0 0.3 4.2

101 22 22 16 6 30 0 0 5

100.0 21.8 21.8 15.8 5.9 29.7 0.0 0.0 5.0

24 11 6 1 0 6 0 0 0

100.0 45.8 25.0 4.2 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0

704 190 229 162 37 81 2 3 0

100.0 27.0 32.5 23.0 5.3 11.5 0.3 0.4 0.0

民間の学童保育

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

学校施設を利用した放課後事業

留守家庭児童育成センター（学童保育）

自宅

留守家庭児童育成センター（学童保育）

民間の学童保育

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

学校施設を利用した放課後事業

■希望する週当たり日数 

希望する週当たり日数については、１～３年生、４～６年生ともに『祖父母宅や友人・知人宅』

『児童館』では「１日」、『習い事』では「２日」、『学校施設を利用した放課後事業』『留守家庭児

童育成センター（学童保育）』『民間の学童保育』では「５日」が最も高くなっています。 
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19.9 

16.1 

27.8 

19.6 

7.9 

7.6 

6.7 

9.8 

11.8 

5.9 

65.4 

71.3 

59.2 

64.1 

80.2 

7.1 

6.0 

3.1 

4.6 

5.9 

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

児童館（N=381）

学校施設を利用した放課後事業（N=766）

留守家庭児童育成センター（学童保育）

（N=844）

民間の学童保育（N=306）

放課後等デイサービス（N=101）

４年生 ５年生 ６年生 不明・無回答

0.3 

3.6 

39.5 

37.6 

15.5 

0.8 

0.1 

2.6 

0.6 

4.2 

23.5 

50.7 

15.6 

1.4 

0.6 

3.4 

0% 20% 40% 60%

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

不明・無回答

【１～３年生】

留守家庭児童育成センター（学童保育）（N=1,241）

民間の学童保育（N=353）

0.0 

3.2 

37.1 

39.6 

16.2 

0.9 

0.0 

3.0 

0.0 

2.9 

23.5 

49.3 

17.0 

1.6 

1.0 

4.6 

0% 20% 40% 60%

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

不明・無回答

【４～６年生】

留守家庭児童育成センター（学童保育）（N=844）

民間の学童保育（N=306）

■利用希望時間 

留守家庭児童育成センター（学童保育）、民間の学童保育の利用希望時間については、１～３年

生、４～６年生ともに「17時台」「18時台」が高くなっています。 

利用希望学年については、すべてにおいて「６年生」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用希望学年 
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57.6 

21.3 

54.2 

33.9 

65.8 

35.6 

8.5 

12.9 

10.2 

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

平日

土曜日

長期の休業期間中

全体（N=3,431）

利用したい 利用する必要はない 不明・無回答

21.3 

39.9 

65.8 

58.2 

12.9 

2.0 

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

今回調査

平成25年調査

【土曜日】

利用したい 利用する必要はない 不明・無回答

54.2 

41.3 

35.6 

36.7 

10.2 

22.0 

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

今回調査

平成25年調査

【長期の休業期間中】

利用したい 利用する必要はない 不明・無回答

問 27（２）留守家庭児童育成センター（学童保育）は、現在、一部を除き小学３年生までし

か利用できませんが、小学６年生まで利用できた場合、何年生まで利用したい

ですか。また、土曜日や夏休み・冬休みなどの長期の休業期間中に留守家庭児

童育成センター（学童保育）の利用希望はありますか。 

利用したい学年と時間帯を（ ）内に（例）９時～18 時のように 24 時間制でご

記入ください。 

留守家庭児童育成センター（学童保育）を小学６年生まで利用できた場合の利用希望について、

『平日』『長期の休業期間中』では「利用したい」がそれぞれ 57.6％、54.2％、『土曜日』では「利

用する必要はない」が 65.8％となっています。 

過去調査と比較すると、『土曜日』では「利用したい」の割合が減少し、『長期の休業中』では

「利用したい」の割合が増加しています。 

利用を希望する学年については「６年生」、希望利用時間については、開始時間は「８時台」「９

時台」、終了時間は「17時台」「18時台」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 
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0.2 

0.3 

7.0 

23.8 

7.5 

61.2 

0.0 

0.3 

0.3 

5.9 

20.3 

7.9 

64.8 

0.5 

0.2 

0.2 

6.0 

19.6 

6.4 

67.3 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

不明・無回答

平日（N=1,975） 土曜日（N=730）

長期の休業期間中（N=1,858）

■希望利用学年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■希望利用時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 

4.1 

38.3 

39.9 

13.5 

1.5 

2.7 

12.5 

6.3 

30.8 

34.4 

10.5 

1.8 

3.6 

7.9 

7.8 

35.9 

34.7 

10.6 

1.1 

2.2 

0% 20% 40% 60%

16時以前

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

不明・無回答

【終了時間】

平日（N=1,975）

土曜日（N=730）

長期の休業期間中（N=1,858）

10.4 

48.9 

30.5 

3.3 

0.0 

1.9 

4.8 

9.4 

52.3 

32.6 

2.5 

0.1 

0.9 

2.5 

0% 20% 40% 60%

８時以前

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

不明・無回答

【開始時間】

土曜日（N=730）

長期の休業期間中（N=1,858）
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９ 暮らしの状況について 

問 28 次のうち、経済的理由（お金がなくて買えない、家が狭くて置けないなど）のために

あなたの家庭にないものはありますか。（当てはまるものすべてに○） 

経済的理由のため家庭にないものについて、「当てはまるものはない」が 79.4％と最も高く、

次いで「急な出費のための貯金（５万円以上）」が 7.8％、「子供が自宅で宿題をすることができ

る場所」が 6.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

2.1 

6.0 

0.1 

0.1 

0.2 

0.6 

0.3 

0.1 

0.3 

0.1 

3.7 

7.8 

1.3 

79.4 

4.5 

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

子供の年齢に合った絵本や本

子供用のスポーツ用品・ぬいぐるみ・おもちゃ

子供が自宅で宿題をすることができる場所

洗濯機

冷蔵庫

掃除機

暖房機器

冷房機器

電子レンジ

携帯電話

世帯専用のお風呂

世帯人数分の布団

急な出費のための貯金（５万円以上）

その他

当てはまるものはない

不明・無回答

全体（N=3,431）
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問 29 次の費用のうち、過去１年間に経済的理由のために支払いができなかったことはあ

りますか。（当てはまるものすべてに○） 

過去１年間に経済的理由のために支払いができなかったことについて、不明・無回答を除き、

「当てはまるものはない」が 89.9％と最も高く、次いで「公的年金・健康保険・介護保険の保険

料」が 2.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 30 あなたの世帯では、過去１年の間に子供について病気やけがの治療のために病院や

診療所を受診したほうがよいと思ったのに、実際には受診しなかったことがありま

すか。（１つに○） 

病院や診療所を受診しなかったことについて、「ない」が 93.4％、「ある」が 5.5％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

5.5 93.4 1.0 

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

全体（N=3,431）

ある ない 不明・無回答

0.8 

0.3 

0.4 

0.8 

0.6 

0.6 

1.0 

0.6 

1.7 

2.8 

0.1 

0.4 

89.9 

5.1 

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

幼稚園や保育所などの保育料

学校、幼稚園、保育所の給食費

学校、幼稚園、保育所の遠足費用や

修学旅行費などの学校徴収金

家賃

電気代

ガス代

水道代

電話代

所得税や住民税

公的年金・健康保険・介護保険の保険料

通勤や通学に使うバスや電車の料金

その他

当てはまるものはない

不明・無回答

全体（N=3,431）



92 

83.7 

8.7 

2.5 

0.7 

0.2 

1.8 

2.5 

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

ほとんど毎日

週に４～５日程度

週に２～３日程度

週に１日程度

月に２～３日程度

ほとんどつくらない

不明・無回答

全体（N=3,431）

0.6 

2.4 

0.4 

2.2 

3.8 

1.5 

4.3 

6.5 

2.4 

91.3 

86.0 

94.0 

1.5 

1.3 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体（N=3,431）

よくあった ときどきあった まれにあった

まったくなかった 不明・無回答

１．食料
（嗜好品を除く）

２．衣料
（高価な衣服、貴金属・宝飾品を除く）

３．文具や教材
（園指定の制服や靴、道具も含む）

問 31 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族や子供が必要とする

以下のものを買えないことがありましたか。（それぞれ１つに○） 

お金が足りなくて、家族や子供が必要とするものを買えないことについて、すべてにおいて「ま

ったくなかった」がそれぞれ 91.3％、86.0％、94.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 32 ご家庭では、お子さんの食事をつくる（料理する）ことがどのくらいありますか。（１つに○） 

食事をつくる（料理する）ことについて、「ほとんど毎日」が 83.7％と最も高く、次いで「週

に４～５日程度」が 8.7％となっています。 
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52.3 

9.3 

38.2 

28.0 

54.9 

58.6 

43.4 

35.2 

33.0 

21.0 

17.6 

45.1 

3.5 

1.8 

2.8 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80%

保護者が家にいない時に子供を預かる場や

サービスの提供

低い家賃で住めるところ

（寮や下宿のようなところ）

生活や就学のための経済的補助

進路や生活などについてなんでも

相談できるところ

仲間と出会え、一緒に活動できるところ

自然体験や集団遊びなど多様な活動機会の提供

地域における子供の居場所の提供

読み書き計算などの基礎的な学習への支援

会社などでの職場体験等の機会の提供

仕事に就けるようにするための就労に関する支援

子供のみで無料もしくは安価で食事ができる

場所の提供

進学や資格を取るための発展的な学習の支援

その他

特にない

よくわからない

不明・無回答

全体（N=3,431）

問 33 お子さんにとって、現在、または将来的に、どのような支援があるとよいと思いま

すか。（当てはまるものすべてに○） 

現在、または将来的にあるとよい支援について、「自然体験や集団遊びなど多様な活動機会の提

供」が 58.6％と最も高く、次いで「仲間と出会え、一緒に活動できるところ」が 54.9％、「保護

者が家にいない時に子供を預かる場やサービスの提供」が 52.3％、「進学や資格を取るための発

展的な学習の支援」が 45.1％となっています。 
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10 子育ての楽しみや不安・負担等について 

問 34 子育てを楽しいと感じることが多いですか。つらいと感じることが多いですか。（１つに○） 

子育てで感じることについて、「楽しいと感じることのほうが多い」が 69.2％と最も高く、次

いで「楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい」が 25.0％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「楽しいと感じることのほうが多い」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.2 25.0 2.2 1.4 2.2 

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

全体（N=3,431）

楽しいと感じることのほうが多い

楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることのほうが多い

わからない

不明・無回答

69.2 

58.6 

25.0 

24.5 

2.2 

2.5 

1.4 

1.7 

2.2 

12.7 

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

今回調査

平成25年調査

楽しいと感じることのほうが多い

楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることのほうが多い

わからない

不明・無回答
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80.2 

94.1 

45.6 

67.2 

42.9 

1.0 

0.5 

2.2 

71.6 

83.9 

48.0 

64.2 

47.8 

3.1 

12.7 

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

子供とのふれあい、交流

子供の成長をみること

子供を通して人間関係が広がる

家庭が明るくなる

家族や夫婦の絆が強くなる

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

問 35 子育ての楽しみはどんなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子育ての楽しみについて、「子供の成長をみること」が 94.1％と最も高く、次いで「子供との

ふれあい、交流」が 80.2％、「家庭が明るくなる」が 67.2％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「家族や夫婦の絆が強くなる」の割合が減少し、「子供とのふれあ

い、交流」「子供の成長をみること」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「特にない」は今回調査のみの選択肢 

 

80.2 

94.1 

45.6 

67.2 

42.9 

1.0 

0.5 

2.2 

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

子供とのふれあい、交流

子供の成長をみること

子供を通して人間関係が広がる

家庭が明るくなる

家族や夫婦の絆が強くなる

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=3,431）
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7.0 42.8 34.7 5.6 7.8 2.2 

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

全体（N=3,431）

非常に不安や負担等を感じる なんとなく不安や負担等を感じる

あまり不安や負担等は感じない まったく感じない

なんともいえない 不明・無回答

7.1 

7.4 

7.1 

43.8 

43.0 

48.4 

35.4 

33.8 

29.9 

5.7 

6.1 

5.0 

8.0 

9.9 

9.6 

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

今回調査

平成28年調査

平成25年調査

非常に不安や負担等を感じる なんとなく不安や負担等を感じる

あまり不安や負担等は感じない まったく感じない

なんともいえない

問 36（１）子育てに関して不安や負担等を感じますか。（１つに○） 

子育てに関して不安や負担等を感じるかについて、『感じる』（「非常に不安や負担等を感じる」

「なんとなく不安や負担等を感じる」の合計）が 49.8％、『感じない』（「あまり不安や負担等は

感じない」「まったく感じない」の合計）が 40.3％となっています。 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較（不明・無回答を除く） 
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■問 36（１）子育てに関して不安や負担等を感じますか  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、［大社１］では「あまり不安や負担等は感じな

い」、それ以外では「なんとなく不安や負担等を感じる」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計
非常に不安
や負担等を
感じる

なんとなく不
安や負担等
を感じる

あまり不安
や負担等は
感じない

まったく感じ
ない

なんともいえ
ない

不明
・無回答

3,431 239 1,469 1,189 191 267 76

100.0 7.0 42.8 34.7 5.6 7.8 2.2

243 16 102 90 13 17 5

100.0 6.6 42.0 37.0 5.3 7.0 2.1

203 19 83 71 9 14 7

100.0 9.4 40.9 35.0 4.4 6.9 3.4

270 19 128 84 12 25 2

100.0 7.0 47.4 31.1 4.4 9.3 0.7

126 11 55 40 5 11 4

100.0 8.7 43.7 31.7 4.0 8.7 3.2

503 32 210 198 24 28 11

100.0 6.4 41.7 39.4 4.8 5.6 2.2

279 16 104 111 25 20 3

100.0 5.7 37.3 39.8 9.0 7.2 1.1

186 7 82 65 8 21 3

100.0 3.8 44.1 34.9 4.3 11.3 1.6

237 17 99 81 16 20 4

100.0 7.2 41.8 34.2 6.8 8.4 1.7

259 19 113 80 20 23 4

100.0 7.3 43.6 30.9 7.7 8.9 1.5

224 27 100 69 5 20 3

100.0 12.1 44.6 30.8 2.2 8.9 1.3

274 20 128 97 13 13 3

100.0 7.3 46.7 35.4 4.7 4.7 1.1

263 12 95 84 22 30 20

100.0 4.6 36.1 31.9 8.4 11.4 7.6

324 23 147 109 19 22 4

100.0 7.1 45.4 33.6 5.9 6.8 1.2

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口

大社１

大社２

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

塩瀬

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園
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38.2 

33.0 

15.9 

7.1 

33.3 

2.6 

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

子供の発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子供の病気や障害に関すること

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=3,431）

38.2 

33.0 

15.9 

7.1 

33.3 

2.6 

44.4 

37.2 

22.6 

10.1 

25.5 

1.7 

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

子供の発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子供の病気や障害に関すること

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

問 36（２）子供の成長に関して、日頃特に不安や負担等に感じること、また気になることは

どのようなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子供の成長に関して感じる不安や負担等について、「子供の発育・発達に関すること」が 38.2％

と最も高く、次いで「特にない」が 33.3％、「食事や栄養に関すること」が 33.0％となっていま

す。 

過去調査と比較すると、「特にない」の割合が増加し、それ以外の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 
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10.9 

7.1 

21.3 

42.4 

40.0 

1.1 

4.3 

22.6 

2.7 

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

育児の方法がよくわからないこと

子供との接し方がよくわからないこと

子供との時間や家族での時間が十分にとれないこと

自分の時間が十分にとれないこと

子供を叱りすぎているような気がすること

子供や子育てに興味が持てないこと

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=3,431）

10.9 

7.1 

21.3 

42.4 

40.0 

1.1 

4.3 

22.6 

2.7 

11.8 

8.9 

22.6 

35.9 

42.9 

1.0 

7.1 

24.3 

1.9 

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

育児の方法がよくわからないこと

子供との接し方がよくわからないこと

子供との時間や家族での時間が十分にとれないこと

自分の時間が十分にとれないこと

子供を叱りすぎているような気がすること

子供や子育てに興味が持てないこと

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

問 36（３）子供との関わりに関して、日頃特に不安や負担等に感じること、また気になるこ

とはどのようなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子供との関わりに関して感じる不安や負担等について、「自分の時間が十分にとれないこと」が

42.4％と最も高く、次いで「子供を叱りすぎているような気がすること」が 40.0％、「特にない」

が 22.6％となっています。 

過去調査と比較すると、「自分の時間が十分にとれないこと」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 
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7.1 

35.5 

6.1 

14.1 

15.2 

7.3 

35.3 

8.8 

4.9 

30.3 

3.2 

5.6 

30.6 

6.9 

13.2 

17.3 

8.4 

37.9 

13.4 

3.8 

29.2 

2.4 

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

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

家族と子育てに関して意見が合わないこと

子育てに関して家族の協力が少ないこと

家族以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場等

まわりのみる目が気になること

子育てによる心身の疲れやストレスがたまること

経済的な理由で十分な教育や子育てが

できていないこと

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

7.1 

35.5 

6.1 

14.1 

15.2 

7.3 

35.3 

8.8 

4.9 

30.3 

3.2 

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

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

家族と子育てに関して意見が合わないこと

子育てに関して家族の協力が少ないこと

家族以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場等

まわりのみる目が気になること

子育てによる心身の疲れやストレスがたまること

経済的な理由で十分な教育や子育てが

できていないこと

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=3,431）

問 36（４）子育て環境に関して、日頃特に不安や負担等に感じること、また気になることは

どのようなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子育て環境に関して感じる不安や負担等について、「仕事や自分のやりたいことが十分できない

こと」が 35.5％と最も高く、次いで「子育てによる心身の疲れやストレスがたまること」が 35.3％、

「特にない」が 30.3％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「仕事や自分のやりたいことが十分できないこと」の割合が増加

し、「経済的な理由で十分な教育や子育てができていないこと」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

17.2 

1.9 

15.8 

27.6 

4.7 

3.9 

45.8 

3.5 

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

近所に子供の遊び友だちがいないこと

不登園等の問題に関すること

子供の友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

幼稚園や保育所への入園・入所、小学校への

進学・受験について

幼稚園や保育所の先生に関すること

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=3,431）

17.2 

1.9 

15.8 

27.6 

4.7 

3.9 

45.8 

3.5 

19.3 

1.4 

17.9 

35.5 

4.9 

4.6 

37.7 

3.4 

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

近所に子供の遊び友だちがいないこと

不登園等の問題に関すること

子供の友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

幼稚園や保育所への入園・入所、小学校への

進学・受験について

幼稚園や保育所の先生に関すること

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

問 36（５）子供に関して、日頃特に不安や負担等に感じること、また気になることはどのよ

うなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子供に関して感じる不安や負担等について、「特にない」が 45.8％と最も高く、次いで「幼稚

園や保育所への入園・入所、小学校への進学・受験について」が 27.6％、「近所に子供の遊び友

だちがいないこと」が 17.2％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「幼稚園や保育所への入園・入所、小学校への進学・受験につい

て」の割合が減少し、「特にない」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 
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89.1 

65.1 

74.6 

11.6 

20.4 

2.0 

2.9 

2.8 

0.6 

2.7 

28.9 

0.6 

12.4 

0.6 

5.7 

0.6 

1.1 

1.1 

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

家族

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

職場の人

子育て総合センター

こども未来センター

「子育て総合センター」「こども未来センター」以外の

子育て支援施設（児童館等。民間施設も含む）

子育てコンシェルジュ

保健所・保健福祉センター

幼稚園・保育所等の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

インターネット・SNS

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=3,431）

問 37 宛名のお子さんの子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所はどこですか。 

（当てはまるものすべてに○） 

気軽に相談できる人や場所について、「家族」が 89.1％と最も高く、次いで「友人や知人」が

74.6％、「祖父母等の親族」が 65.1％となっています。 
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■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に「近所の人」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「子育て総合センター」「こども未来センター」「「子育て総合センター」「こども未来センター」以外の子育

て支援施設（児童館等。民間施設も含む）」「子育てコンシェルジュ」「特にない」は今回調査のみの選択肢 

89.1 

65.1 

74.6 

11.6 

20.4 

2.0 

2.9 

2.8 

0.6 

2.7 

28.9 

0.6 

12.4 

0.6 

5.7 

0.6 

1.1 

1.1 

87.7 

69.4 

77.5 

17.3 

18.0 

3.9 

32.3 

0.6 

13.0 

0.8 

5.7 

1.0 

0.3 

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

家族

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

職場の人

子育て総合センター

こども未来センター

「子育て総合センター」「こども未来センター」以外の

子育て支援施設（児童館等。民間施設も含む）

子育てコンシェルジュ

保健所・保健福祉センター

幼稚園・保育所等の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

インターネット・SNS

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成25年調査
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11 子育て全般について 

問 38 子育て支援でもっと力をいれてほしいものは何ですか。（５つまで○） 

力を入れてほしい子育て支援について、「安心して遊べる場や公園の整備」が 58.3％と最も高

く、次いで「子育てにかかる経済的負担の支援」が 48.4％、「子供が事故にあわないための安全

な環境の整備」が 45.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3 

3.6 

21.0 

39.0 

28.6 

18.5 

30.1 

58.3 

20.6 

4.7 

10.3 

45.2 

34.5 

14.8 

23.6 

3.1 

4.8 

48.4 

8.4 

3.7 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80%

安心して出産できる医療体制

出産に向けた準備教室・講座

産後の母の心身ケアや授乳等の指導を行う

産後ケア事業（家庭訪問や宿泊・日帰り）

出産後に安心して就職・復職できるための

保育所の確保

残業時間の短縮や休暇、育児休業、介護休暇の

取得促進等企業に対する働きかけ

親子が安心して集まれる身近な交流の場や

機会の提供

安心して子供が医療機関にかかれる体制の整備

安心して遊べる場や公園の整備

親子で楽しめる音楽や芸術等の文化事業

子供の障害に関する支援体制や相談窓口

子供の発達や発育に関する支援体制や相談窓口

子供が事故にあわないための安全な環境の整備

保育所への入所の支援や情報提供

子育てに困った時に相談でき、情報が得られる場の

整備

認可保育所等の一時預かり（低料金化、実施場所の

増設、障害のある子供の利用等）

子育てサークルへの支援

子供に関する行政サービスの総合窓口

子育てにかかる経済的負担の支援

家事・育児支援サービス（ヘルパー派遣等）

その他

不明・無回答

全体（N=3,431）

健
や
か
な
子
供
の
育
ち

子
育
て
家
庭
へ
の
支
援

出
産
前
後
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21.3 

3.6 

21.0 

39.0 

28.6 

18.5 

30.1 

58.3 

20.6 

4.7 

10.3 

45.2 

34.5 

14.8 

23.6 

3.1 

4.8 

48.4 

8.4 

3.7 

2.1 

23.7 

3.4 

17.8 

41.4 

25.7 

17.4 

32.2 

43.8 

13.0 

4.2 

9.5 

31.3 

37.3 

13.0 

28.1 

2.7 

3.8 

55.6 

8.2 

2.1 

11.0 

0% 20% 40% 60% 80%

安心して出産できる医療体制

出産に向けた準備教室・講座

産後の母の心身ケアや授乳等の指導を行う

産後ケア事業（家庭訪問や宿泊・日帰り）

出産後に安心して就職・復職できるための

保育所の確保

残業時間の短縮や休暇、育児休業、介護休暇の

取得促進等企業に対する働きかけ

親子が安心して集まれる身近な交流の場や

機会の提供

安心して子供が医療機関にかかれる体制の整備

安心して遊べる場や公園の整備

親子で楽しめる音楽や芸術等の文化事業

子供の障害に関する支援体制や相談窓口

子供の発達や発育に関する支援体制や相談窓口

子供が事故にあわないための安全な環境の整備

保育所への入所の支援や情報提供

子育てに困った時に相談でき、情報が得られる場の

整備

認可保育所等の一時預かり（低料金化、実施場所の

増設、障害のある子供の利用等）

子育てサークルへの支援

子供に関する行政サービスの総合窓口

子育てにかかる経済的負担の支援

家事・育児支援サービス（ヘルパー派遣等）

その他

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

健
や
か
な
子
供
の
育
ち

子
育
て
家
庭
へ
の
支
援

出
産
前
後

■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に「子育てにかかる経済的負担の支援」の割合が減少し、「安心して

遊べる場や公園の整備」「子供が事故にあわないための安全な環境の整備」の割合が大きく増加し

ています。 
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問 39（１）あなたは西宮市に住み続けたいと思いますか。（１つに○） 

西宮市に住み続けたいと思うかについて、「住み続けたい」が 56.4％と最も高く、次いで「当

分の間は住み続けたい」が 30.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問 39（１）あなたは今後も西宮市に住み続けたいと思いますか  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、すべてにおいて「住み続けたい」が高くなっ

ています。 

また、［浜脇１］［浜脇２］では、「住み続けたい」が全体よりも特に高く、［大社２］［山口］［塩

瀬］では「住み続けたい」が全体よりも特に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.4 30.4 3.5 0.8 3.4 4.5 1.0 

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

全体（N=3,431）

住み続けたい 当分の間は住み続けたい

機会があれば市外へ転居したい すぐにでも市外へ転居したい

市外に転居する予定がある わからない

不明・無回答

合計 住み続けたい
当分の間は住
み続けたい

機会があれば
市外へ転居し
たい

すぐにでも市
外へ転居した
い

市外に転居す
る予定がある

わからない 不明・無回答

3,431 1,934 1,042 121 26 118 154 36

100.0 56.4 30.4 3.5 0.8 3.4 4.5 1.0

243 166 58 5 3 4 6 1

100.0 68.3 23.9 2.1 1.2 1.6 2.5 0.4

203 130 50 4 2 6 8 3

100.0 64.0 24.6 2.0 1.0 3.0 3.9 1.5

270 162 72 10 2 8 14 2

100.0 60.0 26.7 3.7 0.7 3.0 5.2 0.7

126 73 34 5 1 6 6 1

100.0 57.9 27.0 4.0 0.8 4.8 4.8 0.8

503 293 146 13 4 30 14 3

100.0 58.3 29.0 2.6 0.8 6.0 2.8 0.6

279 164 77 12 1 11 14 0

100.0 58.8 27.6 4.3 0.4 3.9 5.0 0.0

186 93 70 12 1 4 5 1

100.0 50.0 37.6 6.5 0.5 2.2 2.7 0.5

237 135 75 6 1 9 10 1

100.0 57.0 31.6 2.5 0.4 3.8 4.2 0.4

259 138 94 11 2 4 7 3

100.0 53.3 36.3 4.2 0.8 1.5 2.7 1.2

224 128 74 4 0 10 7 1

100.0 57.1 33.0 1.8 0.0 4.5 3.1 0.4

274 150 88 8 1 9 17 1

100.0 54.7 32.1 2.9 0.4 3.3 6.2 0.4

263 125 82 15 1 8 15 17

100.0 47.5 31.2 5.7 0.4 3.0 5.7 6.5

324 158 109 14 6 5 30 2

100.0 48.8 33.6 4.3 1.9 1.5 9.3 0.6
塩瀬

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口
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8.7 

27.5 

0.4 

7.2 

7.2 

2.3 

19.2 

13.6 

12.8 

16.6 

9.1 

10.9 

15.8 

13.6 

8.7 

4.9 

10.2 

13.6 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40%

自分の仕事の事情

家族の仕事の事情

自分の進学・通学

家族の進学・通学

親との同居

子供が増えたため

住宅の問題（居住費や家賃が高かった）

住宅の問題（家族が増えるなど手狭になった）

住環境（騒音、治安、まちのきれいさなど）

住宅の新規購入

通勤・通学が不便

買い物など日常生活が不便

子育て環境が良くない

子育てサービスが利用しづらい

教育環境が整っていない

防犯・防災に不安がある

知人・友人が近くにいない

その他

不明・無回答

全体（N=265）

問 39（１）で「転居したい」「転居する予定がある」に○をつけた方にうかがいます。 

問 39（２）西宮市から転居される主な理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

転居する主な理由について、「家族の仕事の事情」が 27.5％と最も高く、次いで「住宅の問題

（居住費や家賃が高かった）」が 19.2％、「住宅の新規購入」が 16.6％となっています。 
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問 40 西宮市は子供にとって住みやすいと感じますか。（１つに○） 

西宮市は子供にとって住みやすいと感じるかについて、『思う』（「とてもそう思う」「そう思う」

の合計）が 86.7％、『思わない』（「あまり思わない」「まったく思わない」の合計）が 12.0％とな

っています。 

過去調査と比較すると、『思う』の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.4 61.3 11.1 0.9 1.3 

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

全体（N=3,431）

とてもそう思う そう思う あまり思わない

まったく思わない 不明・無回答

25.4 

16.7 

61.3 

65.9 

11.1 

14.3 

0.9 

2.2 

1.3 

0.9 

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

今回調査

平成28年調査

とてもそう思う そう思う あまり思わない

まったく思わない 不明・無回答
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■問 40 西宮市は子供にとって住みやすいと感じますか  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、すべてにおいて「そう思う」が高くなってい

ます。 

また、［浜脇１］［甲東１］では、「とてもそう思う」が全体よりも特に高く、［山口］［塩瀬］で

は「とてもそう思う」が全体よりも特に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 とてもそう思う そう思う
あまり思わな
い

まったく思わ
ない

不明・無回答

3,431 870 2,104 381 30 46

100.0 25.4 61.3 11.1 0.9 1.3

243 84 143 13 2 1

100.0 34.6 58.8 5.3 0.8 0.4

203 54 128 17 1 3

100.0 26.6 63.1 8.4 0.5 1.5

270 72 178 18 0 2

100.0 26.7 65.9 6.7 0.0 0.7

126 35 76 12 2 1

100.0 27.8 60.3 9.5 1.6 0.8

503 147 303 46 3 4

100.0 29.2 60.2 9.1 0.6 0.8

279 69 176 29 4 1

100.0 24.7 63.1 10.4 1.4 0.4

186 42 112 29 2 1

100.0 22.6 60.2 15.6 1.1 0.5

237 49 143 41 2 2

100.0 20.7 60.3 17.3 0.8 0.8

259 61 158 32 2 6

100.0 23.6 61.0 12.4 0.8 2.3

224 73 128 19 1 3

100.0 32.6 57.1 8.5 0.4 1.3

274 72 172 28 1 1

100.0 26.3 62.8 10.2 0.4 0.4

263 49 156 36 3 19

100.0 18.6 59.3 13.7 1.1 7.2

324 54 205 57 6 2

100.0 16.7 63.3 17.6 1.9 0.6

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２
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問 41 西宮市は子育てしやすいまちだと感じますか。（１つに○） 

西宮市は子育てしやすいまちだと感じるかについて、『思う』（「とてもそう思う」「そう思う」

の合計）が 81.6％、『思わない』（「あまり思わない」「まったく思わない」の合計）が 16.8％とな

っています。 

過去調査と比較すると、『思う』の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.6 60.0 15.3 1.5 1.5 

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

全体（N=3,431）

とてもそう思う そう思う あまり思わない

まったく思わない 不明・無回答

21.6 

15.1 

60.0 

61.9 

15.3 

18.8 

1.5 

3.1 

1.5 

1.1 

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

今回調査

平成28年調査

とてもそう思う そう思う あまり思わない

まったく思わない 不明・無回答
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■問 41 西宮市は子育てしやすいまちだと感じますか  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、すべてにおいて「そう思う」が高くなってい

ます。 

また、［甲東１］では、「とてもそう思う」が全体よりも特に高く、［塩瀬］では「とてもそう思

う」が全体よりも特に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 とてもそう思う そう思う
あまり思わな
い

まったく思わ
ない

不明・無回答

3,431 742 2,058 525 53 53

100.0 21.6 60.0 15.3 1.5 1.5

243 61 152 24 4 2

100.0 25.1 62.6 9.9 1.6 0.8

203 49 125 25 1 3

100.0 24.1 61.6 12.3 0.5 1.5

270 65 178 24 1 2

100.0 24.1 65.9 8.9 0.4 0.7

126 32 77 11 4 2

100.0 25.4 61.1 8.7 3.2 1.6

503 121 295 76 7 4

100.0 24.1 58.6 15.1 1.4 0.8

279 55 161 57 5 1

100.0 19.7 57.7 20.4 1.8 0.4

186 35 109 39 2 1

100.0 18.8 58.6 21.0 1.1 0.5

237 44 143 44 4 2

100.0 18.6 60.3 18.6 1.7 0.8

259 49 158 40 6 6

100.0 18.9 61.0 15.4 2.3 2.3

224 65 125 30 1 3

100.0 29.0 55.8 13.4 0.4 1.3

274 66 165 40 2 1

100.0 24.1 60.2 14.6 0.7 0.4

263 44 150 43 5 21

100.0 16.7 57.0 16.3 1.9 8.0

324 48 196 66 9 5

100.0 14.8 60.5 20.4 2.8 1.5

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２
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Ⅲ．小学生用調査結果 
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0.9 

2.7 

1.9 

1.7 

3.5 

1.5 

1.9 

2.8 

2.7 

3.5 

1.8 

1.8 

1.9 

3.1 

2.7 

4.6 

4.7 

5.3 

4.6 

2.7 

5.5 

0% 2% 4% 6% 8% 10%

深津

瓦林

上甲子園

津門

春風

今津

用海

鳴尾

南甲子園

甲子園浜

高須

高須西

鳴尾東

鳴尾北

小松

山口

北六甲台

名塩

東山台

生瀬

不明・無回答

2.4 

0.9 

2.6 

1.9 

2.2 

1.8 

1.2 

1.5 

1.2 

1.8 

2.7 

0.8 

3.2 

2.3 

0.9 

1.3 

2.4 

2.2 

2.1 

1.4 

1.4 

0% 2% 4% 6% 8% 10%

浜脇

西宮浜

香櫨園

安井

夙川

北夙川

苦楽園

大社

神原

甲陽園

広田

平木

甲東

上ケ原

上ケ原南

段上

段上西

樋ノ口

高木

高木北

瓦木

全体（N=779）

 

１ 家族の状況について 

問１ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答

えください。（１つに○） 

回答者について、「母親」が 87.7％、「父親」が 5.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問２ お住まいの小学校区はどこですか。（１つに○） 

お住まいの小学校区について、以下の通りとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.7 5.1 1.3 5.9 

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

全体（N=779）

母親 父親 その他 不明・無回答
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7.8 

5.9 

8.2 

3.6 

11.2 

6.9 

4.6 

5.9 

3.1 

6.9 

8.3 

9.4 

12.6 

5.5 

0% 5% 10% 15% 20%

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口

塩瀬

不明・無回答

全体(N=779)

35.0 

72.4 

45.5 

39.4 

57.4 

50.0 

39.5 

68.8 

46.7 

61.4 

45.2 

43.8 

40.5 

49.0 

63.6 

52.9 

42.0 

43.6 

54.5 

44.7 

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

深津

瓦林

上甲子園

津門

春風

今津

用海

鳴尾

南甲子園

甲子園浜

高須

高須西

鳴尾東

鳴尾北

小松

山口

北六甲台

名塩

東山台

生瀬

38.8 

43.8 

40.8 

51.7 

45.9 

48.3 

33.3 

48.0 

47.4 

38.9 

60.0 

37.5 

71.4 

51.4 

38.9 

45.5 

65.5 

53.1 

57.1 

47.8 

52.4 

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

浜脇

西宮浜

香櫨園

安井

夙川

北夙川

苦楽園

大社

神原

甲陽園

広田

平木

甲東

上ヶ原

上ヶ原南

段上

段上西

樋ノ口

高木

高木北

瓦木

全体(N=779)

■（参考）小ブロック別 

 

 

 

小ブロック 小学校区 

浜脇１ 浜脇 西宮浜 香櫨園 用海 

浜脇２ 津門 今津 南甲子園  

鳴尾１ 鳴尾 甲子園浜 鳴尾東  

鳴尾２ 高須 高須西   

上甲子園 上甲子園 春風 鳴尾北 小松 

大社１ 夙川 北夙川 苦楽園 甲陽園 

大社２ 安井 大社 神原  

広田１ 広田 上ヶ原 上ヶ原南  

広田２ 平木 瓦木 深津  

甲東１ 甲東 段上 段上西  

甲東２ 樋ノ口 高木 高木北 瓦林 

山口 山口 北六甲台   

塩瀬 名塩 東山台 生瀬  

 

各小学校区の回収率について、以下の通りとなっています。 
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17.8 

14.8 

16.4 

17.1 

17.8 

15.3 

0.8 

0% 10% 20% 30%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

不明・無回答

全体（N=779）

問３ 宛名のお子さんの現在の学年をお答えください。（１つに○） 

子供の学年について、「１年生」「５年生」がともに 17.8％と高く、次いで「４年生」が 17.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 宛名のお子さんを含めたお子さんの人数を（ ）内にご記入ください。 

子供の人数について、「２人」が 52.8％と最も高く、次いで「１人」が 24.9％、「３人」が 14.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 宛名のお子さんは以下の項目に当てはまるものはありますか。 

（当てはまるものすべてに○） 

不明・無回答を除き、「当てはまるものはない」が 81.1％と最も高く、次いで「発達などに関

して継続的に通院や相談をしている」が 6.8％となっています。 

 

 

 

 

 

24.9 52.8 14.2 2.3 5.8 

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

全体（N=779）

１人 ２人 ３人 ４人以上 不明・無回答

3.7 

6.8 

0.3 

3.3 

0.3 

81.1 

9.2 

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

乳幼児健診で発達相談を案内されたことがある

発達などに関して継続的に通院や相談をしている

身体障害者手帳を持っている

療育手帳を持っている

医療的ケアを必要としている

当てはまるものはない

不明・無回答

全体（N=779）
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問６ この調査票にご回答いただいている方の世帯状況についてお答えください。（１つに○） 

世帯状況について、「ふたり親世帯」が 83.1％と最も高く、次いで「母子世帯」が 7.1％、「そ

の他の世帯」が 3.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 祖父母との同居・近居の状況について、宛名のお子さんからみた関係でお答えくださ

い。（それぞれ１つに○） 

祖父母との同居・近居の状況について、祖母では、父方・母方ともに「遠方に居住」が 53.8％、

53.5％と最も高く、次いで「近居」が 21.8％、24.8％となっています。祖父では、父方・母方と

もに「遠方に居住」が 43.1％、45.7％と最も高く、次いで「いない」が 28.4％、23.4％となって

います。 

＜祖母＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜祖父＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.1 7.1 0.6 3.5 5.8 

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

全体（N=779）

ふたり親世帯 母子世帯 父子世帯

その他の世帯 不明・無回答

2.6 

4.5 

21.8 

24.8 

53.8 

53.5 

11.6 

9.4 

1.9 

0.8 

8.3 

7.1 

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

父方

母方

全体（N=779）

同居 近居 遠方に居住 いない わからない 不明・無回答

1.0 

2.6 

16.7 

20.3 

43.1 

45.7 

28.4 

23.4 

1.9 

0.9 

8.9 

7.2 

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

父方

母方

全体（N=779）

同居 近居 遠方に居住 いない わからない 不明・無回答
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44.7 46.9 1.0 0.6 1.2 5.6 

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

全体（N=779）

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母

その他 不明・無回答

1.3 

2.1 

2.4 

1.9 

2.4 

3.0 

8.7 

20.0 

19.9 

14.5 

3.1 

1.8 

18.9 

0% 10% 20% 30%

100万円未満

100～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～500万円未満

500～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000～1,500万円未満

1,500～2,000万円未満

2,000万円以上

不明・無回答

全体（N=779）

問８ 宛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どなたですか。宛名の

お子さんからみた関係でお答えください。（１つに○） 

子育て（教育を含む）を主に行っている方について、「主に母親」が 46.9％と最も高く、次い

で「父母ともに」が 44.7％となっています。 

過去調査と比較すると、「父母ともに」の割合が減少し、「主に母親」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 差し支えなければ、世帯全体の年間収入についてお答えください。（１つに○） 

世帯の年間収入について、不明・無回答を除き、「500～700万円未満」が 20.0％と最も高く、

次いで「700～1,000万円未満」が 19.9％、「1,000～1,500万円未満」が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.7 

49.6 

53.0 

46.9 

44.6 

43.2 

1.0 

0.7 

1.5 

0.6 

0.9 

1.4 

1.2 

0.0 

0.8 

5.6 

4.2 

0.1 

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

今回調査

平成28年調査

平成25年調査

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母

その他 不明・無回答
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問 10 あなたは西宮市にお住まいになって何年になりますか。以前に住んでいて再び転居

してきた場合は、再転居してからの年数をお答えください。（１つに○） 

居住年数について、「10年以上」が 61.2％と最も高く、次いで「５年以上 10年未満」が 19.0％、

「３年以上５年未満」が 6.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 今のお住まいの居住（転居）の経緯についてお答えください。（１つに○） 

居住（転居）の経緯について、「市外からの転居（西宮市に住んでいたことはない）」が 43.0％

と最も高く、次いで「市内の別の地域から転居」が 25.2％、「市外からの転居（以前西宮市に住

んでいた）」が 17.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 5.6 6.3 19.0 61.2 6.0 

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

全体（N=779）

１年未満 １年以上３年未満 ３年以上５年未満

５年以上10年未満 10年以上 不明・無回答

8.5 43.0 17.5 25.2 5.9 

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

全体（N=779）

子供の頃から住んでいる

市外から転居（西宮市に住んでいたことはない）

市外から転居（以前西宮市に住んでいた）

市内の別の地域から転居

不明・無回答
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問 11 で「子供の頃から住んでいる」以外に○をつけた方にうかがいます。 

問 12 西宮市や現在お住まいの地域に居住（転居）することになったきっかけは何ですか。

（当てはまるものすべてに○） 

居住（転居）することになったきっかけについて、「結婚」「住宅の新規購入」がともに 32.5％

と高く、次いで「住環境が良いため」が 25.0％、「自分や配偶者の転勤・転職」が 19.3％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.5 

4.2 

3.1 

19.3 

13.5 

32.5 

9.7 

1.2 

10.3 

15.6 

25.0 

11.2 

11.1 

5.7 

0.4 

0% 10% 20% 30% 40%

結婚

出産

自分や配偶者の進学・就職

自分や配偶者の転勤・転職

親世帯との同居・近居

住宅の新規購入

家族が増えるなど手狭になったため

近くに保育所・幼稚園があったため

子供の進学のため・通わせたい小学校区のため

生活利便性が良いため

住環境が良いため

住宅の価格・家賃が予算の範囲内であったため

過去に住んでいた地域のため

その他

不明・無回答

全体（N=667）
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0.0 

0.0 

69.1 

18.5 

0.0 

7.4 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

不明・無回答

全体（N=81）

15.9 

24.2 

55.3 

3.0 

0.0 

0.0 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

不明・無回答

全体（N=132）

0.0 

4.2 

20.8 

4.2 

0.0 

16.7 

54.2 

0% 20% 40% 60% 80%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

不明・無回答

全体（N=24）

問 13 宛名のお子さんの「留守家庭児童育成センター（学童保育）」の利用状況をお答えく

ださい。（１つに○） 

また、「一度も利用したことがなく、今後も利用する予定はない」以外を選んだ方

は（ ）内に数字で学年をご記入ください。 

「留守家庭児童育成センター（学童保育）」の利用状況について、「一度も利用したことがなく、

今後も利用する予定はない」が 65.5％と最も高く、次いで「過去に（ ）年生まで利用していた

（現在は利用していない）」が 16.9％となっています。 

利用したい、利用していた学年について、「３年生」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「現在利用しており、            「過去に（ ）年生まで利用していた 

（ ）年生まで利用したい」を選んだ方    （現在は利用していない）」を選んだ方 

■今後の利用希望学年             ■過去の利用学年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一度も利用したことはないが、 

今後、（ ）年生まで利用したい」を選んだ方 

■今後の利用希望学年 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 16.9 65.5 3.1 4.1 

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

全体（N=779）

現在利用しており、（ ）年生まで利用したい

過去に（ ）年生まで利用していた（現在は利用していない）

一度も利用したことがなく、今後も利用する予定はない

一度も利用したことはないが、今後（ ）年生まで利用したい

不明・無回答
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２ 保護者の就労状況について 

問 14（１）・（３）就労形態についてお答えください。（１つに○） 

※母子父子家庭の場合は、いずれかお答えください。 

※保護者が父母でない場合は、主にお子さんをみていらっしゃる方につ

いてお答えください。 

就労形態について、［母親］では「契約社員・パート・アルバイト」が 48.1％と最も高く、次

いで「無職・家事専業」が 25.1％となっています。［父親］では、「正社員・正職員」が 84.1％と

最も高く、次いで「自営業主・フリーランス」が 6.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.1 

1.2 

0.3 

6.9 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

6.9 

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

【父親（N=724）】

13.8 

48.1 

1.9 

2.7 

1.3 

1.2 

25.1 

0.3 

0.9 

4.8 

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

正社員・正職員

契約社員・パート・アルバイト

派遣社員

自営業主・フリーランス

家族従事者

内職・在宅就業

無職・家事専業

専門学生・大学生等

その他

不明・無回答

【母親（N=774）】
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問 14（２）・（４）就労状況についてうかがいます。就労状況欄の当てはまる番号１つに○を

つけて、さらにそれぞれの質問にもお答えください。 

※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況をご記入ください。 

就労状況 

就労状況について、［母親］では「フルタイム以外で働いている」が 39.8％と最も高く、次い

で「以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれまでに就労したことがない」が

23.9％となっています。［父親］では「フルタイムで働いている」が 81.5％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3 0.4 39.8 0.4 23.9 15.2 

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

母親（N=774）

フルタイムで働いている

フルタイムで働いており、現在産休・育休・介護休業中

フルタイム以外で働いている

フルタイム以外で働いており、現在産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれまでに就労したことがない

不明・無回答

81.5 0.0 1.2 0.1 0.6 16.6 

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

父親（N=724）

フルタイムで働いている

フルタイムで働いており、現在育休・介護休業中

フルタイム以外で働いている

フルタイム以外で働いており、現在育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれまでに就労したことがない

不明・無回答
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97.7 

98.9 

0.0 

0.0 

1.5 

0.7 

0.2 

0.0 

0.7 

0.4 

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

今回調査

平成25年調査

フルタイムで働いている

フルタイムで働いており、現在育休・介護休業中

フルタイム以外で働いている

フルタイム以外で働いており、現在育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれまでに就労したことがない

■過去調査との比較（不明・無回答を除く） 

過去調査と比較すると、［母親］では「以前は就労していたが、現在は就労していない、または

これまでに就労したことがない」の割合が大きく減少し、「フルタイムで働いている」「フルタイ

ム以外で働いている」の割合が増加しています。 

［父親］では、特に大きな差はみられません。 

＜母親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.9 

19.2 

0.5 

0.4 

47.0 

41.3 

0.5 

0.3 

28.2 

38.8 

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

今回調査

平成25年調査

フルタイムで働いている

フルタイムで働いており、現在産休・育休・介護休業中

フルタイム以外で働いている

フルタイム以外で働いており、現在産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない、またはこれまでに就労したことがない
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■問 14 保護者の就労状況 × 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

保護者の就労状況について、お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、［大社１］［大社

２］では「一方が専業主婦（夫）」、それ以外では「共働き（両親とも、または一方がパート）」が

高くなっています。 

また、［鳴尾２］［広田１］［広田２］［甲東２］では「共働き（両親フルタイム）」が全体よりも

特に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

647 94 275 157 1 120

100.0 14.5 42.5 24.3 0.2 18.5

58 10 27 9 0 12

100.0 17.2 46.6 15.5 0.0 20.7

42 3 24 7 0 8

100.0 7.1 57.1 16.7 0.0 19.0

58 8 30 9 0 11

100.0 13.8 51.7 15.5 0.0 19.0

20 4 5 4 1 6

100.0 20.0 25.0 20.0 5.0 30.0

80 10 30 28 0 12

100.0 12.5 37.5 35.0 0.0 15.0

48 0 15 24 0 9

100.0 0.0 31.3 50.0 0.0 18.8

29 3 9 10 0 7

100.0 10.3 31.0 34.5 0.0 24.1

41 8 15 10 0 8

100.0 19.5 36.6 24.4 0.0 19.5

21 5 8 4 0 4

100.0 23.8 38.1 19.0 0.0 19.0

51 7 20 11 0 13

100.0 13.7 39.2 21.6 0.0 25.5

59 16 21 13 0 9

100.0 27.1 35.6 22.0 0.0 15.3

56 10 30 7 0 9

100.0 17.9 53.6 12.5 0.0 16.1

83 10 40 21 0 12

100.0 12.0 48.2 25.3 0.0 14.5

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２
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■問 10 居住年数 × 問 14 保護者の就労状況 × 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

居住年数ごとの保護者の就労状況について、お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、

ほとんどの小学校区（小ブロック）において、居住年数長くなるほど、共働きが高くなる傾向が

みられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住年数（１年未満）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

9 0 1 7 0 1

100.0 0.0 11.1 77.8 0.0 11.1

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0 0 1 0 1

100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0

3 0 0 3 0 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

1 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

2 0 1 1 0 0

100.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬

山口
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居住年数（１年以上３年未満）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

38 4 16 14 0 4

100.0 10.5 42.1 36.8 0.0 10.5

1 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

3 1 1 1 0 0

100.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 1 4 6 0 0

100.0 9.1 36.4 54.5 0.0 0.0

3 0 1 2 0 0

100.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0

1 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

3 0 2 0 0 1

100.0 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0 2 2 0 1

100.0 0.0 40.0 40.0 0.0 20.0

7 1 4 1 0 1

100.0 14.3 57.1 14.3 0.0 14.3

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 1 1 1 0 0

100.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

居住年数（３年以上５年未満）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

41 5 14 12 0 10

100.0 12.2 34.1 29.3 0.0 24.4

3 0 1 0 0 2

100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 66.7

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 1 2 0 0 0

100.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0

2 0 1 1 0 0

100.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

5 1 0 4 0 0

100.0 20.0 0.0 80.0 0.0 0.0

4 0 1 2 0 1

100.0 0.0 25.0 50.0 0.0 25.0

1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

5 0 3 1 0 1

100.0 0.0 60.0 20.0 0.0 20.0

1 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

4 0 0 1 0 3

100.0 0.0 0.0 25.0 0.0 75.0

5 0 4 1 0 0

100.0 0.0 80.0 20.0 0.0 0.0

2 1 0 0 0 1

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0

6 2 1 2 0 1

100.0 33.3 16.7 33.3 0.0 16.7

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬

山口
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居住年数（10年以上）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

431 71 186 88 1 85

100.0 16.5 43.2 20.4 0.2 19.7

47 8 24 6 0 9

100.0 17.0 51.1 12.8 0.0 19.1

37 3 20 6 0 8

100.0 8.1 54.1 16.2 0.0 21.6

41 5 20 6 0 10

100.0 12.2 48.8 14.6 0.0 24.4

16 4 3 3 1 5

100.0 25.0 18.8 18.8 6.3 31.3

47 8 21 12 0 6

100.0 17.0 44.7 25.5 0.0 12.8

24 0 10 8 0 6

100.0 0.0 41.7 33.3 0.0 25.0

16 2 5 5 0 4

100.0 12.5 31.3 31.3 0.0 25.0

25 7 8 6 0 4

100.0 28.0 32.0 24.0 0.0 16.0

14 4 6 2 0 2

100.0 28.6 42.9 14.3 0.0 14.3

28 5 12 5 0 6

100.0 17.9 42.9 17.9 0.0 21.4

34 11 7 8 0 8

100.0 32.4 20.6 23.5 0.0 23.5

44 8 21 7 0 8

100.0 18.2 47.7 15.9 0.0 18.2

57 6 28 14 0 9

100.0 10.5 49.1 24.6 0.0 15.8

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

居住年数（５年以上10年未満）

合計
共働き（両親フ
ルタイム）

共働き（両親と
も、または一方
がパート）

一方が専業主
婦（夫）

無職
不明・
無回答

126 14 58 35 0 19

100.0 11.1 46.0 27.8 0.0 15.1

7 2 2 2 0 1

100.0 28.6 28.6 28.6 0.0 14.3

4 0 3 1 0 0

100.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0

11 1 7 2 0 1

100.0 9.1 63.6 18.2 0.0 9.1

2 0 1 0 0 1

100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0

14 0 5 4 0 5

100.0 0.0 35.7 28.6 0.0 35.7

14 0 3 9 0 2

100.0 0.0 21.4 64.3 0.0 14.3

11 1 3 5 0 2

100.0 9.1 27.3 45.5 0.0 18.2

8 1 2 3 0 2

100.0 12.5 25.0 37.5 0.0 25.0

5 1 2 1 0 1

100.0 20.0 40.0 20.0 0.0 20.0

13 2 6 2 0 3

100.0 15.4 46.2 15.4 0.0 23.1

11 4 5 2 0 0

100.0 36.4 45.5 18.2 0.0 0.0

10 1 9 0 0 0

100.0 10.0 90.0 0.0 0.0 0.0

16 1 10 4 0 1

100.0 6.3 62.5 25.0 0.0 6.3

山口

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東２

甲東１

塩瀬
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0.0 

0.0 

0.6 

4.4 

84.4 

7.5 

0.6 

2.5 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【母親】（N=160）

0.0 

0.2 

0.2 

0.0 

70.9 

22.7 

1.5 

4.6 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【父親】（N=591）

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

1.3 

3.1 

16.3 

76.3 

2.5 

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

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【母親】（N=160）

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

89.8 

9.0 

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

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【父親】（N=591）

フルタイムで働いている方（産休・育休・介護休業中を含む） 

就労日数・時間 

①１週当たりの就労日数（フルタイム） 

就労日数（フルタイム）について、［母親］［父親］ともに「５日」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１日当たりの就労時間（フルタイム） 

就労時間（フルタイム）について、［母親］［父親］ともに「８時間以上」が最も高くなってい

ます。 
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8.8 

17.5 

5.6 

16.3 

3.1 

48.8 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【母親】（N=160）

11.2 

13.7 

8.5 

17.6 

1.7 

47.4 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【父親】（N=591）

5.0 

5.6 

5.6 

3.8 

0.6 

79.4 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【母親】（N=160）

8.6 

7.8 

3.6 

7.6 

0.8 

71.6 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【父親】（N=591）

③平日日中以外の勤務（フルタイム） 

平日日中以外の勤務（フルタイム）について、不明・無回答を除き、土曜日勤務の頻度は［母

親］では「２日」が最も高く、次いで「４日」となっています。［父親］では「４日」が最も高く、

次いで「２日」となっています。 

■１か月当たりの土曜日勤務の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１か月当たりの日曜日勤務の頻度 
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2.2 

1.7 

0.8 

2.4 

1.9 

1.0 

0.8 

1.2 

0.5 

9.8 

77.7 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【父親】（N=591）

0.0 

2.5 

0.6 

1.9 

1.9 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

1.9 

90.6 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【母親】（N=160）

41.9 

13.7 

53.1 

79.2 

5.0 

7.1 

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

母親（N=160）

父親（N=591）

西宮市内 西宮市外 不明・無回答

■１か月当たりの夜間勤務（20時以降の勤務）の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④勤務先の所在地（フルタイム） 

勤務先の所在地（フルタイム）について、［母親］では「西宮市外」が 53.1％、「西宮市内」が

41.9％となっています。［父親］では「西宮市外」が 79.2％、「西宮市内」が 13.7％となっていま

す。 
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1.6 

9.3 

26.2 

29.7 

18.5 

2.2 

0.3 

12.1 

0% 10% 20% 30% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【母親】（N=313）

0.0 

10.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

0.0 

10.0 

0% 10% 20% 30% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【父親】（N=10）

0.3 

1.0 

7.3 

18.8 

27.8 

16.3 

8.0 

8.3 

12.1 

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

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【母親】（N=313）

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

0.0 

80.0 

10.0 

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

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【父親】（N=10）

フルタイム以外で働いている方（産休・育休・介護休業中を含む） 

就労日数・時間 

①１週当たりの就労日数（フルタイム以外） 

就労日数（フルタイム以外）について、［母親］では「４日」が最も高く、次いで「３日」「５

日」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１日当たりの就労時間（フルタイム以外） 

就労時間（フルタイム以外）について、［母親］では「５時間」が最も高く、次いで「４時間」

「６時間」となっています。 
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8.6 

12.5 

3.2 

8.9 

0.0 

66.8 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【母親】（N=313）

0.0 

0.0 

20.0 

30.0 

0.0 

50.0 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【父親】（N=10）

5.4 

6.4 

2.2 

2.9 

0.0 

83.1 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【母親】（N=313）

10.0 

0.0 

20.0 

20.0 

0.0 

50.0 

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

１日

２日

３日

４日

５日

不明・無回答

【父親】（N=10）

0.0 

0.6 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
98.7 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【母親】（N=313）

0.0 

0.0 

10.0 

0.0 

20.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

60.0 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日以上

不明・無回答

【父親】（N=10）

③平日日中以外の勤務（フルタイム以外） 

平日日中以外の勤務（フルタイム以外）について、不明・無回答を除き、土曜日勤務の頻度は

［母親］では「２日」が最も高く、次いで「４日」「１日」となっています。 

■１か月当たりの土曜日勤務の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１か月当たりの日曜日勤務の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１か月当たりの夜間勤務（20時以降の勤務）の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

68.1 

10.0 

27.2 

70.0 

4.8 

20.0 

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

母親（N=313）

父親（N=10）

西宮市内 西宮市外 不明・無回答

8.0 

10.0 

13.7 

10.0 

50.2 

30.0 

28.1 

50.0 

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

母親（N=313）

父親（N=10）

転換希望があり、実現できる見込みがある

転換希望はあるが、実現できる見込みはない

転換希望はない

不明・無回答

④勤務先の所在地（フルタイム以外） 

勤務先の所在地（フルタイム以外）について、［母親］では「西宮市内」が 68.1％、「西宮市外」

が 27.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤フルタイムへの転換希望 

フルタイムへの転換希望について、［母親］では「転換希望はない」が 50.2％と最も高くなっ

ています。 
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0.0 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.8 

3.8 

3.8 

9.6 

3.8 

15.4 

26.9 

30.8 

0% 10% 20% 30% 40%

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

13歳以上

不明・無回答

【母親】（N=52）

現在就労していない、就労したことがない方 

⑥今後の就労希望 

今後の就労希望について、［母親］では「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」

が 39.5％と最も高く、次いで「１年より先に就労したい、または１番下の子供が（ ）歳になっ

たころに就労したい」が 28.1％、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 27.0％とな

っています。 

就労したいころの末子の年齢について、不明・無回答を除き、「13 歳以上」が最も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１年より先に就労したい、または１番下の子供が（ ）歳になったころに就労したい」を

選んだ方 

■末子の年齢  

 

                     ※父親の回答なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.5 

50.0 

28.1 

0.0 

27.0 

50.0 

5.4 

0.0 

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

母親（N=185）

父親（N=4）

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先に就労したい、または１番下の子供が（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

不明・無回答
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0.0 

0.0 

10.0 

23.8 

52.5 

11.3 

0.0 

1.3 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

不明・無回答

【母親】（N=80）

0.0 

11.3 

66.3 

16.3 

6.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

【母親】（N=80）

⑦希望する就労形態 

希望する就労形態について、［母親］では「フルタイム以外」が 78.4％、「フルタイム」が 4.9％

となっています。 

希望する１週当たりの就労日数・１日当たりの就労時間について、［母親］ではそれぞれ「３日」、

「５時間」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フルタイム以外」を選んだ方 

■希望する１週当たりの就労日数      ■希望する１日当たりの就労時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※父親では希望する１週当たりの就労日数「３日」に１件、希望する１日当たりの就労時間「５時間」に１件

の回答 

 

4.9 

50.0 

78.4 

50.0 

16.7 

0.0 

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

母親（N=102）

父親（N=2）

フルタイム フルタイム以外 不明・無回答
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84.3 

11.4 

8.7 

9.2 

32.3 

2.1 

28.2 

0.9 

0.3 

3.7 

3.1 

0.1 

1.2 

12.2 

5.8 

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

【土曜日】

75.1 

21.4 

23.1 

26.6 

29.1 

4.9 

36.2 

8.3 

3.6 

1.2 

10.5 

0.3 

3.0 

3.7 

4.7 

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

自分の家で

友だちの家で

学習塾で

文化系の習い事

（英会話、ピアノなど）で

運動系の習い事

（サッカー、プールなど）で

児童館で

公園で

学校の校庭で

子供の居場所づくり事業・

放課後子供教室で

図書館等の公共の施設で

留守家庭児童育成センター

（学童保育）で

民間の学童保育で

放課後等デイサービスで

その他

不明・無回答

【平日の放課後】
全体（N=779）

86.9 

9.4 

2.7 

2.6 

25.9 

0.5 

28.6 

0.9 

0.0 

4.6 

0.1 

0.0 

0.3 

16.6 

6.7 

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

【日曜日・祝日】

83.6 

16.9 

16.6 

11.3 

25.3 

4.9 

26.7 

1.3 

0.3 

4.1 

10.4 

0.3 

2.4 

19.1 

7.3 

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

【長期休業中】

３ 放課後や休日等の過ごし方について 

問 15 現在、宛名のお子さんは、平日の放課後や休日等を、主にどこで過ごしていますか。

下の選択肢一覧表から主なものを３つまで選び、それぞれの欄に番号を１つずつご

記入ください。 

平日の放課後や休日等の過ごし方について、すべてにおいて「自分の家で」がそれぞれ 75.1％、

84.3％、86.9％、83.6％と最も高く、次いで【平日の放課後】【日曜日・祝日】【長期休業中】で

は「公園で」がそれぞれ 36.2％、28.6％、26.7％、【土曜日】では「運動系の習い事（サッカー、

プールなど）で」が 32.3％となっています。 
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問 15 で現在、平日の放課後に「留守家庭児童育成センター（学童保育）」を利用されている

方にうかがいます。 

問 16（１）平日に留守家庭児童育成センター（学童保育）を利用されている理由は何ですか。

（１つに○） 

平日に留守家庭児童育成センター（学童保育）を利用している理由について、「保護者が現在就

労している」が 95.1％と最も高くなっています。 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.1 

0.0 

1.2 

2.4 

0.0 

0.0 

1.2 

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

保護者が現在就労している

保護者に就労予定がある

保護者が家族・親族などを介護している

保護者に病気や障害がある

保護者が学生である

その他

不明・無回答

全体（N=82）

95.1 

0.0 

1.2 

2.4 

0.0 

0.0 

1.2 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

保護者が現在就労している

保護者に就労予定がある

保護者が家族・親族などを介護している

保護者に病気や障害がある

保護者が学生である

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査
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58.5 

78.0 

61.0 

78.0 

7.3 

3.7 

2.4 

45.7 

65.7 

50.0 

82.9 

14.3 

5.7 

0.0 

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

子供の成長につながった

友だち（子供）と遊べる機会ができた

異年齢の子供と交流できた

安心して就労ができた

保護者同士の交流が深まった

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

問 16（２）現在通っている留守家庭児童育成センター（学童保育）を利用して良かったと感

じることはどんなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

留守家庭児童育成センター（学童保育）を利用して良かったと感じることについて、「友だち（子

供）と遊べる機会ができた」「安心して就労ができた」がともに 78.0％と最も高く、次いで「異

年齢の子供と交流できた」が 61.0％、「子供の成長につながった」が 58.5％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「子供の成長につながった」「友だち（子供）と遊べる機会ができ

た」「異年齢の子供と交流できた」の割合が増加し、「保護者同士の交流が深まった」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.5 

78.0 

61.0 

78.0 

7.3 

3.7 

2.4 

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

子供の成長につながった

友だち（子供）と遊べる機会ができた

異年齢の子供と交流できた

安心して就労ができた

保護者同士の交流が深まった

その他

不明・無回答

全体（N=82）
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96.3 

80.5 

34.1 

14.6 

70.7 

4.9 

1.2 

0.0 

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

友だちと遊ぶ

宿題や勉強

読書

音楽や映画鑑賞

スポーツや運動

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=82）

12.2 

12.2 

23.2 

2.4 

43.9 

14.6 

4.9 

0% 20% 40% 60%

利用時間を延長してほしい

日曜日・祝日も開所してほしい

施設・設備を改善してほしい

保育内容を工夫してほしい

現在のままでよい

その他

不明・無回答

全体（N=82）

問 16（３）宛名のお子さんに、留守家庭児童育成センター（学童保育）でどのように過ごし

ていてほしいですか。（当てはまるものすべてに○） 

希望する留守家庭児童育成センター（学童保育）での過ごし方について、「友だちと遊ぶ」が

96.3％と最も高く、次いで「宿題や勉強」が 80.5％、「スポーツや運動」が 70.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16（４）現在通っている留守家庭児童育成センター（学童保育）に対して要望はありますか。

（当てはまるものすべてに○） 

現在通っている留守家庭児童育成センター（学童保育）に対する要望について、「現在のままで

よい」が 43.9％と最も高く、次いで「施設・設備を改善してほしい」が 23.2％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「施設・設備を改善してほしい」「保育内容を工夫してほしい」の

割合が減少し、「現在のままでよい」の割合が増加しています。 
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12.2 

12.2 

23.2 

2.4 

43.9 

14.6 

4.9 

15.7 

12.9 

32.9 

15.7 

34.3 

28.6 

0.0 

0% 20% 40% 60%

利用時間を延長してほしい

日曜日・祝日も開所してほしい

施設・設備を改善してほしい

保育内容を工夫してほしい

現在のままでよい

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16（４）で「利用時間を延長してほしい」に○をつけた方にうかがいます。 

問 16（５）延長を希望されるのは、どの時間帯ですか。（当てはまるものすべてに○） 

また、具体的な延長希望時間を（ ）内に数字でご記入ください。 

延長を希望する時間帯について、「夏休みなどの長期休業中の開始時刻をもっと早くしてほし

い」が 70.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.0 

20.0 

30.0 

70.0 

10.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

月から金までの終了時刻を延長してほしい

土曜日の開始時刻をもっと早くしてほしい

土曜日の終了時刻を延長してほしい

夏休みなどの長期休業中の開始時刻を

もっと早くしてほしい

夏休みなどの長期休業中の終了時刻を

延長してほしい

不明・無回答

全体（N=10）
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30.0 

20.0 

30.0 

70.0 

10.0 

0.0 

36.4 

9.1 

0.0 

63.6 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80%

月から金までの終了時刻を延長してほしい

土曜日の開始時刻をもっと早くしてほしい

土曜日の終了時刻を延長してほしい

夏休みなどの長期休業中の開始時刻を

もっと早くしてほしい

夏休みなどの長期休業中の終了時刻を

延長してほしい

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

■利用希望開始時刻・終了時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「夏休みなどの長期休業中の終了時刻を延長してほしい」は今回調査のみの選択肢 

 

 

 

①月から金までの終了時刻 ④夏休みなどの長期休業中の開始時刻

（N=3） （N=7）

件数 件数

17時台 2       ７時台 3       

19時台 1       ８時台 3       

不明・無回答 0       不明・無回答 1       

②土曜日の開始時刻

（N=2） （N=1）

件数 件数

７時台 2       17時台 1       

不明・無回答 0       不明・無回答 0       

③土曜日の終了時刻

（N=3）

件数

19時台 3       

不明・無回答 0       

⑤夏休みなどの長期休業中の終了時刻
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「留守家庭児童育成センター（学童保育）」を利用していない方にうかがいます。 

問 16（６）利用していない理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

留守家庭児童育成センター（学童保育）を利用していない理由について、不明・無回答を除き、

「利用する必要がない」が 65.1％と最も高く、次いで「利用したいが、利用要件に合わない」が

11.5％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「利用する必要がない」の割合が大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.1 

11.5 

2.8 

3.1 

1.3 

2.0 

0.7 

0.7 

6.0 

17.7 

0% 20% 40% 60% 80%

利用する必要がない

利用したいが、利用要件に合わない

利用したいが、利用料が高い

利用したいが、利用時間など条件が合わない

利用したいが、特別な支援を必要とするので、

利用できない

利用したいが、過ごし方の内容が希望とは違う

利用したいが、定員に空きがなかった

他に利用しているところがある

その他

不明・無回答

全体（N=688）
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■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「利用したいが、定員に空きがなかった」「その他」は今回調査のみの選択肢 

 

宛名のお子さんが６年生で、過去に留守家庭児童育成センター（学童保育）を利用していた

方にうかがいます。 

問 16（７）小学４年生以降も留守家庭児童育成センター（学童保育）を利用したかったですか。

（１つに○） 

小学４年生以降の留守家庭児童育成センター（学童保育）の利用希望について、不明・無回答

を除き、「利用の必要はなかった」が 15.1％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

65.1 

11.5 

2.8 

3.1 

1.3 

2.0 

0.7 

0.7 

6.0 

17.7 

82.2 

13.0 

2.8 

2.1 

0.7 

2.7 

0.4 

3.2 

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

利用する必要がない

利用したいが、利用要件に合わない

利用したいが、利用料が高い

利用したいが、利用時間など条件が合わない

利用したいが、特別な支援を必要とするので、

利用できない

利用したいが、過ごし方の内容が希望とは違う

利用したいが、定員に空きがなかった

他に利用しているところがある

その他

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

4.2 1.7 3.4 15.1 75.6 

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

全体（N=119）

４年生まで利用したかった ５年生まで利用したかった

６年生まで利用したかった 利用の必要はなかった

不明・無回答
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問 17 現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんは、留守家庭児

童育成センター（学童保育）の利用を今後どの程度希望されますか。現在のお子さん

の学年から６年生まで、平日・小学校休業日別、お子さんの学年別に、利用希望の選

択肢欄から数字を１つずつ選んで記入してください（現在のお子さんの学年の欄から

ご記入ください）。 

①平日 

平日における留守家庭児童育成センター（学童保育）の今後の利用希望について、不明・無回

答を除き、すべてにおいて「利用希望はない」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②夏休みなどの長期休業日 

夏休みなどの長期休業日における留守家庭児童育成センター（学童保育）の今後の利用希望に

ついて、不明・無回答を除き、［１年生］［２年生］［３年生］では「週４日以上利用したい」、［４

年生］［５年生］［６年生］では「利用希望はない」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

30.2 

23.6 

19.1 

10.1 

5.7 

4.3 

15.8 

15.0 

13.1 

13.4 

10.7 

8.0 

37.4 

32.7 

31.2 

37.7 

42.4 

32.9 

16.5 

28.7 

36.6 

38.8 

41.3 

54.9 

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

１年生（N=139）

２年生（N=254）

３年生（N=382）

４年生（N=515）

５年生（N=654）

６年生（N=773）

週４日以上利用したい 週１～３日利用したい 利用希望はない

不明・無回答

30.2 

26.8 

23.3 

16.1 

12.5 

9.4 

28.1 

22.4 

18.8 

19.4 

17.0 

12.7 

23.7 

21.7 

20.4 

25.4 

29.8 

23.5 

18.0 

29.1 

37.4 

39.0 

40.7 

54.3 

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

１年生（N=139）

２年生（N=254）

３年生（N=382）

４年生（N=515）

５年生（N=654）

６年生（N=773）

週４日以上利用したい 週１～３日利用したい 利用希望はない

不明・無回答
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③土曜日 

土曜日における留守家庭児童育成センター（学童保育）の今後の利用希望について、不明・無

回答を除き、すべてにおいて「利用希望はない」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④日曜日・祝日 

日曜日・祝日における留守家庭児童育成センター（学童保育）の今後の利用希望について、不

明・無回答を除き、すべてにおいて「利用希望はない」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 

3.5 

3.7 

2.1 

1.5 

1.3 

16.5 

12.6 

9.2 

9.9 

6.6 

4.8 

58.3 

52.4 

48.4 

48.2 

50.5 

39.1 

20.1 

31.5 

38.7 

39.8 

41.4 

54.9 

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

１年生（N=139）

２年生（N=254）

３年生（N=382）

４年生（N=515）

５年生（N=654）

６年生（N=773）

ほぼ毎週利用したい 月に１～２日利用したい

利用希望はない 不明・無回答

4.3 

2.8 

1.8 

1.4 

0.9 

0.8 

7.9 

6.7 

5.8 

5.4 

4.1 

2.8 

66.9 

59.1 

53.4 

53.2 

53.4 

41.4 

20.9 

31.5 

39.0 

40.0 

41.6 

55.0 

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

１年生（N=139）

２年生（N=254）

３年生（N=382）

４年生（N=515）

５年生（N=654）

６年生（N=773）

ほぼ毎週利用したい 月に１～２日利用したい

利用希望はない 不明・無回答
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問 18 新放課後事業を利用したいと思いますか。現在のお子さんの学年から６年生まで、平

日・小学校休業日別、お子さんの学年別に、利用希望の選択肢欄から数字を１つずつ

選んで記入してください（現在のお子さんの学年の欄からご記入ください）。 

①平日 

平日における新放課後事業の利用希望について、不明・無回答を除き、［４年生］以外では「利

用希望はない」、［４年生］では「週１～３日利用したい」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②夏休みなどの長期休業日 

夏休みなどの長期休業日における新放課後事業の利用希望について、不明・無回答を除き、す

べてにおいて「週１～３日利用したい」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4 

16.9 

14.1 

12.0 

9.3 

8.0 

25.9 

25.2 

23.3 

27.8 

23.2 

16.8 

37.4 

28.7 

25.9 

22.9 

28.4 

22.1 

17.3 

29.1 

36.6 

37.3 

39.0 

53.0 

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

１年生（N=139）

２年生（N=254）

３年生（N=382）

４年生（N=515）

５年生（N=654）

６年生（N=773）

週４日以上利用したい 週１～３日利用したい 利用希望はない

不明・無回答

23.7 

19.3 

18.1 

17.7 

14.4 

11.0 

31.7 

31.1 

27.7 

29.9 

27.4 

20.8 

26.6 

20.5 

17.8 

14.6 

18.7 

14.7 

18.0 

29.1 

36.4 

37.9 

39.6 

53.4 

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

１年生（N=139）

２年生（N=254）

３年生（N=382）

４年生（N=515）

５年生（N=654）

６年生（N=773）

週４日以上利用したい 週１～３日利用したい 利用希望はない

不明・無回答
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4.3 

2.4 

2.4 

1.4 

1.1 

1.0 

11.5 

9.8 

9.2 

11.1 

9.6 

7.0 

64.7 

56.7 

50.8 

48.5 

49.4 

38.2 

19.4 

31.1 

37.7 

39.0 

39.9 

53.8 

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

１年生（N=139）

２年生（N=254）

３年生（N=382）

４年生（N=515）

５年生（N=654）

６年生（N=773）

ほぼ毎週利用したい 月に１～２日利用したい

利用希望はない 不明・無回答

③土曜日 

土曜日における新放課後事業の利用希望について、不明・無回答を除き、すべてにおいて「利

用希望はない」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④日曜日・祝日 

日曜日・祝日における新放課後事業の利用希望について、不明・無回答を除き、すべてにおい

て「利用希望はない」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 

3.5 

3.4 

2.9 

2.3 

2.1 

20.1 

16.9 

14.1 

16.3 

14.1 

10.2 

55.4 

48.4 

44.8 

42.1 

43.9 

34.0 

18.7 

31.1 

37.7 

38.6 

39.8 

53.7 

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

１年生（N=139）

２年生（N=254）

３年生（N=382）

４年生（N=515）

５年生（N=654）

６年生（N=773）

ほぼ毎週利用したい 月に１～２日利用したい

利用希望はない 不明・無回答
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56.4 

40.5 

13.6 

51.8 

21.8 

40.3 

21.8 

4.2 

22.7 

0% 20% 40% 60% 80%

見守りする大人の配置

学校から一旦帰宅しなくてよい

遊び道具の貸し出し

長期休業中の実施

子供たちの自主的な活動

緊急時の連絡体制

プログラムの提供

その他

不明・無回答

全体（N=427）

問 18 で「利用希望はない」以外を記入された方にうかがいます。 

問 19 利用の際に重視する項目をお答えください。（当てはまるものすべてに○） 

利用の際に重視する項目について、「見守りする大人の配置」が 56.4％と最も高く、次いで「長

期休業中の実施」が 51.8％、「学校から一旦帰宅しなくてよい」が 40.5％、「緊急時の連絡体制」

が 40.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20（１）宛名のお子さんは児童館を利用されていますか。（１つに○） 

児童館の利用について、「利用していない」が 70.9％、「利用している」が 22.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

22.7 70.9 6.4 

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

全体（N=779）

利用している 利用していない 不明・無回答
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29.4 

83.6 

31.1 

11.9 

5.6 

6.2 

1.7 

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

子供の成長につながった

友だち（子供）と遊べる機会ができた

異年齢の子供と交流できた

安心して就労ができた

保護者同士の交流が深まった

その他

不明・無回答

全体（N=177）

54.5 

14.7 

10.3 

29.5 

15.2 

13.0 

1.8 

0% 20% 40% 60%

児童館が近くにないから

児童館が何をしているところかよくわからないから

育成センターに行っているから

習い事等に行っているから

一緒に行く友だちがいないから

その他

不明・無回答

全体（N=552）

問 20（１）で「利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

問 20（２）児童館を利用して良かったと感じることはありますか。（当てはまるものすべてに○） 

児童館を利用して良かったと感じることについて、「友だち（子供）と遊べる機会ができた」が

83.6％と最も高く、次いで「異年齢の子供と交流できた」が 31.1％、「子供の成長につながった」

が 29.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20（１）で「利用していない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 20（３）児童館を利用していない理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

児童館を利用していない理由について、「児童館が近くにないから」が 54.5％と最も高く、次

いで「習い事等に行っているから」が 29.5％、「一緒に行く友だちがいないから」が 15.2％とな

っています。 
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43.6 

27.7 

14.2 

1.4 

4.1 

0.3 

0.3 

8.4 

0% 20% 40% 60%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明・無回答

全体（N=296）

89.6 

50.7 

64.4 

31.6 

66.5 

32.5 

55.7 

52.2 

11.9 

13.1 

83.4 

49.3 

55.6 

2.4 

1.3 

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

近くにあること

雨の日に遊べること

思い切り遊ぶために十分な広さがあること

遊具等の種類が充実していること

のびのび自由に遊べること

緑などの自然が多いこと

犬や猫のフンがなく、不衛生でないこと

同じ歳くらいの遊び仲間がいること

障害の状況に合わせて付き添う人がいること

年長者がいて遊びをサポートしてくれること

安心して遊べること

ボール遊びができること

大人の目があること

その他

不明・無回答

全体（N=779）

問 21 今後、児童館の利用希望はありますか（１つに○） 

希望がある場合は、１週当たりの利用日数を（ ）内に数字でご記入ください。 

今後の児童館の利用希望について、「利用希望はない」が 59.6％、「利用希望がある」が 38.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

■１週当たりの希望利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22 あなたが、子供の遊び場について望ましいと思うことは何ですか。 

（当てはまるものすべてに○） 

子供の遊び場について望ましいと思うことについて、「近くにあること」が 89.6％と最も高く、

次いで「安心して遊べること」が 83.4％、「のびのび自由に遊べること」が 66.5％、「思い切り遊

ぶために十分な広さがあること」が 64.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.0 59.6 2.4 

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

全体（N=779）

利用希望がある 利用希望はない 不明・無回答
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24.3 

29.0 

13.1 

16.8 

22.6 

23.4 

16.0 

30.6 

24.0 

9.9 

13.1 

31.3 

69.7 

58.9 

62.4 

58.0 

60.7 

61.5 

37.1 

56.1 

54.6 

57.0 

37.6 

56.4 

4.9 

10.9 

22.7 

23.7 

15.7 

13.9 

41.3 

11.7 

18.9 

30.3 

42.7 

10.7 

0.1 

0.3 

0.9 

0.5 

0.1 

0.3 

4.5 

0.8 

1.5 

1.8 

5.5 

0.8 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

1.0 

1.0 

0.9 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

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

子供のやる気や興味を持っていることに気づく

いろんなことへの挑戦を応援し、見守る

一方的な理想や考え方を押し付けない

子供の話をじっくりと聞く

挑戦した結果、失敗しても、子供の判断を

尊重する

子供の判断を大事にしながら、一緒になって

考える

多くの人との交流や体験活動の機会をつくる

世の中にはいろいろな考え方があることを教える

子供の生活リズムに合わせた家庭環境をつくる

子供のお手本となるよう心がける

自然や伝統文化にふれあう機会をつくる

愛情をもって接し、子供の考えや行動を尊重し、

広い心で受け容れる

全体（N=779）

できて（して）いる だいたいできて（して）いる

あまりできて（して）いない できて（して）いない

不明・無回答

４ 子供の健全な育成について 

問 23 子供が健やかに成長するために、家庭内で以下のことを行っていますか。 

（項目ごとに１つに○） 

家庭内で行っていることについて、『できて（して）いる』（「できて（して）いる」「だいたい

できて（して）いる」の合計）は［子供のやる気や興味を持っていることに気づく］が 94.0％と

最も高く、次いで［いろんなことへの挑戦を応援し、見守る］が 87.9％、［愛情をもって接し、

子供の考えや行動を尊重し、広い心で受け容れる］が 87.7％となっています。 

一方で、『できて（して）いない』（「あまりできて（して）いない」「できて（して）いない」

の合計）は［自然や伝統文化にふれあう機会をつくる］が 48.2％と最も高く、次いで［多くの人

との交流や体験活動の機会をつくる］が 45.8％、［子供のお手本となるよう心がける］が 32.1％

となっています。 
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24.9 

29.6 

10.6 

12.8 

20.3 

17.3 

10.6 

25.5 

24.1 

7.5 

9.6 

19.8 

62.6 

54.6 

51.2 

51.8 

57.6 

58.9 

34.2 

54.0 

50.7 

49.4 

34.0 

55.9 

10.1 

12.9 

33.9 

31.7 

18.6 

20.9 

45.2 

16.6 

20.8 

37.5 

47.1 

20.8 

0.2 

0.7 

1.8 

1.4 

0.7 

0.6 

7.6 

1.3 

2.0 

3.0 

7.1 

1.1 

2.1 

2.1 

2.5 

2.3 

2.7 

2.3 

2.4 

2.5 

2.3 

2.6 

2.2 

2.5 

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

子供のやる気や興味を持っていることに気づく

いろんなことへの挑戦を応援し、見守る

一方的な理想や考え方を押し付けない

子供の話をじっくりと聞く

挑戦した結果、失敗しても、子供の判断を

尊重する

子供の判断を大事にしながら、一緒になって

考える

多くの人との交流や体験活動の機会をつくる

世の中にはいろいろな考え方があることを教える

子供の生活リズムに合わせた家庭環境をつくる

子供のお手本となるよう心がける

自然や伝統文化にふれあう機会をつくる

愛情をもって接し、子供の考えや行動を尊重し、

広い心で受け容れる

できて（して）いる だいたいできて（して）いる

あまりできて（して）いない できて（して）いない

不明・無回答

■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、『できて（して）いる』（「できて（して）いる」「だいたいできて（し

て）いる」の合計）の割合は［一方的な理想や考え方を押し付けない］［子供の話をじっくりと聞

く］［子供のお手本となるよう心がける］［愛情をもって接し、子供の考えや行動を尊重し、広い

心で受け容れる］で大きく増加しています。 

＜平成 28 年調査＞ 
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3.7 

1.7 

3.1 

0.1 

0.0 

0.1 

0.6 

0.3 

0.3 

1.3 

0.0 

1.9 

7.7 

0.6 

76.3 

9.5 

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

子供の年齢に合った絵本や本

子供用のスポーツ用品・ぬいぐるみ・おもちゃ

子供が自宅で宿題をすることができる場所

洗濯機

冷蔵庫

掃除機

暖房機器

冷房機器

電子レンジ

携帯電話

世帯専用のお風呂

世帯人数分の布団

急な出費のための貯金（５万円以上）

その他

当てはまるものはない

不明・無回答

全体（N=779）

５ 暮らしの状況について 

問 24 次のうち、経済的理由（お金がなくて買えない、家が狭くて置けないなど）のために

あなたの家庭にないものはありますか。（当てはまるものすべてに○） 

経済的理由のため家庭にないものについて、不明・無回答を除き、「当てはまるものはない」が

76.3％と最も高く、次いで「急な出費のための貯金（５万円以上）」が 7.7％、「子供の年齢に合

った絵本や本」が 3.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

3.7 

1.7 

3.1 

0.1 

0.0 

0.1 

0.6 

0.3 

0.3 

1.3 

0.0 

1.9 

7.7 

0.6 

76.3 

9.5 

2.3 

1.8 

3.3 

0.2 

0.3 

0.3 

0.6 

0.8 

0.5 

0.7 

0.3 

2.9 

9.9 

81.3 

4.9 

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

子供の年齢に合った絵本や本

子供用のスポーツ用品・ぬいぐるみ・おもちゃ

子供が自宅で宿題をすることができる場所

洗濯機

冷蔵庫

掃除機

暖房機器

冷房機器

電子レンジ

携帯電話

世帯専用のお風呂

世帯人数分の布団

急な出費のための貯金（５万円以上）

その他

当てはまるものはない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に「当てはまるものはない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」は今回調査のみの選択肢 
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0.4 

1.2 

1.7 

0.9 

0.9 

0.4 

1.2 

1.0 

1.4 

2.3 

0.0 

0.5 

84.1 

10.8 

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

幼稚園や保育所などの保育料

学校、幼稚園、保育所の給食費

学校、幼稚園、保育所の遠足費用や

修学旅行費などの学校徴収金

家賃

電気代

ガス代

水道代

電話代

所得税や住民税

公的年金・健康保険・介護保険の保険料

通勤や通学に使うバスや電車の料金

その他

当てはまるものはない

不明・無回答

全体（N=779）

問 25 次の費用のうち、過去１年間に経済的理由のために支払いができなかったことはあ

りますか。（当てはまるものすべてに○） 

過去１年間に経済的理由のために支払いができなかったことについて、不明・無回答を除き、

「当てはまるものはない」が 84.1％と最も高く、次いで「公的年金・健康保険・介護保険の保険

料」が 2.3％、「学校、幼稚園、保育所の遠足費用や修学旅行費などの学校徴収金」が 1.7％とな

っています。 
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0.4 

1.2 

1.7 

0.9 

0.9 

0.4 

1.2 

1.0 

1.4 

2.3 

0.0 

0.5 

84.1 

10.8 

1.2 

1.9 

2.5 

1.5 

1.2 

1.7 

1.7 

2.5 

3.7 

0.6 

87.0 

5.1 

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

幼稚園や保育所などの保育料

学校、幼稚園、保育所の給食費

学校、幼稚園、保育所の遠足費用や

修学旅行費などの学校徴収金

家賃

電気代

ガス代

水道代

電話代

所得税や住民税

公的年金・健康保険・介護保険の保険料

通勤や通学に使うバスや電車の料金

その他

当てはまるものはない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「幼稚園や保育所などの保育料」「その他」は今回調査のみの選択肢 
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問 26 あなたの世帯では、過去１年の間に子供について病気やけがの治療のために病院や

診療所を受診したほうがよいと思ったのに、実際には受診しなかったことがありま

すか。（１つに○） 

病院や診療所を受診しなかったことについて、「ない」が 89.2％、「ある」が 6.3％となってい

ます。 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 89.2 4.5 

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

全体（N=779）

ある ない 不明・無回答

6.3 

7.7 

89.2 

90.7 

4.5 

1.6 

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

今回調査

平成28年調査

ある ない 不明・無回答
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1.0 

1.2 

2.4 

3.0 

3.3 

4.4 

88.6 

89.7 

4.6 

1.7 

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

今回調査

平成28年調査

よくあった ときどきあった まれにあった

まったくなかった 不明・無回答

1.9 

1.7 

3.6 

3.0 

6.5 

6.8 

83.3 

86.8 

4.6 

1.7 

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

今回調査

平成28年調査

よくあった ときどきあった まれにあった

まったくなかった 不明・無回答

問 27 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族や子供が必要とする

以下のものを買えないことがありましたか。（それぞれ１つに○） 

お金が足りなくて、家族や子供が必要とするものを買えないことについて、すべてにおいて「ま

ったくなかった」がそれぞれ 88.6％、83.3％、88.8％と最も高くなっています。 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

１．食料（嗜好品を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．衣料（高価な衣服、貴金属・宝飾品を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 

1.9 

0.9 

2.4 

3.6 

2.3 

3.3 

6.5 

3.3 

88.6 

83.3 

88.8 

4.6 

4.6 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体（N=779）

よくあった ときどきあった まれにあった

まったくなかった 不明・無回答

１．食料
（嗜好品を除く）

２．衣料
（高価な衣服、貴金属・宝飾品を除く）

３．文具や教材

（学校指定の制服や靴、道具も含む）
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85.2 

6.2 

1.4 

1.4 

0.4 

1.4 

4.0 

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

ほとんど毎日

週に４～５日程度

週に２～３日程度

週に１日程度

月に２～３日程度

ほとんどつくらない

不明・無回答

全体（N=779）

85.2 

6.2 

1.4 

1.4 

0.4 

1.4 

4.0 

89.8 

5.0 

2.2 

0.7 

0.7 

0.8 

0.8 

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

ほとんど毎日

週に４～５日程度

週に２～３日程度

週に１日程度

月に２～３日程度

ほとんどつくらない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

0.9 

0.6 

2.3 

2.0 

3.3 

3.3 

88.8 

92.5 

4.6 

1.5 

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

今回調査

平成28年調査

よくあった ときどきあった まれにあった

まったくなかった 不明・無回答

３．文具や教材（学校指定の制服や靴、道具も含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 28 ご家庭では、お子さんの食事をつくる（料理する）ことがどのくらいありますか。（１つに○） 

食事をつくる（料理する）ことについて、「ほとんど毎日」が 85.2％と最も高く、次いで「週

に４～５日程度」が 6.2％となっています。 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 
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37.6 

11.2 

30.7 

29.0 

46.0 

38.1 

34.4 

20.7 

31.8 

19.5 

14.4 

43.5 

3.2 

4.2 

4.0 

4.5 

0% 20% 40% 60%

保護者が家にいない時に子供を預かる場や

サービスの提供

低い家賃で住めるところ

（寮や下宿のようなところ）

生活や就学のための経済的補助

進路や生活などについてなんでも

相談できるところ

仲間と出会え、一緒に活動できるところ

自然体験や集団遊びなど多様な活動機会の提供

地域における子供の居場所の提供

読み書き計算などの基礎的な学習への支援

会社などでの職場体験等の機会の提供

仕事に就けるようにするための就労に関する支援

子供のみで無料もしくは安価で食事ができる

場所の提供

進学や資格を取るための発展的な学習の支援

その他

特にない

よくわからない

不明・無回答

全体（N=779）

問 29 お子さんにとって、現在、または将来的に、どのような支援があるとよいと思いま

すか。（当てはまるものすべてに○） 

現在、または将来的にあるとよい支援について、「仲間と出会え、一緒に活動できるところ」が

46.0％と最も高く、次いで「進学や資格を取るための発展的な学習の支援」が 43.5％、「自然体

験や集団遊びなど多様な活動機会の提供」が 38.1％、「保護者が家にいない時に子供を預かる場

やサービスの提供」が 37.6％となっています。 
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37.6 

11.2 

30.7 

29.0 

46.0 

38.1 

34.4 

20.7 

31.8 

19.5 

14.4 

43.5 

3.2 

4.2 

4.0 

4.5 

39.2 

25.3 

42.9 

34.9 

53.2 

46.4 

37.5 

23.4 

45.0 

28.0 

16.0 

59.0 

2.8 

1.8 

2.1 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80%

保護者が家にいない時に子供を預かる場や

サービスの提供

低い家賃で住めるところ

（寮や下宿のようなところ）

生活や就学のための経済的補助

進路や生活などについてなんでも

相談できるところ

仲間と出会え、一緒に活動できるところ

自然体験や集団遊びなど多様な活動機会の提供

地域における子供の居場所の提供

読み書き計算などの基礎的な学習への支援

会社などでの職場体験等の機会の提供

仕事に就けるようにするための就労に関する支援

子供のみで無料もしくは安価で食事ができる

場所の提供

進学や資格を取るための発展的な学習の支援

その他

特にない

よくわからない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、「低い家賃で住めるところ（寮や下宿のようなところ）」「生活や就学の

ための経済的補助」「会社などでの職場体験等の機会の提供」「進学や資格を取るための発展的な

学習の支援」の割合が大きく減少しています。 
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６ 子育ての楽しみや不安・負担等について 

問 30 子育てを楽しいと感じることが多いですか。つらいと感じることが多いですか。（１つに○） 

子育てで感じることについて、「楽しいと感じることのほうが多い」が 63.4％と最も高く、次

いで「楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい」が 27.1％となっています。 

過去調査と比較すると、特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.4 27.1 2.6 2.8 4.1 

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

全体（N=779）

楽しいと感じることのほうが多い

楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることのほうが多い

わからない

不明・無回答

63.4 

60.2 

27.1 

30.8 

2.6 

5.9 

2.8 

2.4 

4.1 

0.8 

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

今回調査

平成25年調査

楽しいと感じることのほうが多い

楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることのほうが多い

わからない

不明・無回答
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70.0 

91.3 

48.9 

61.9 

37.0 

2.4 

0.8 

4.0 

72.1 

92.2 

54.6 

64.7 

43.6 

3.4 

0.4 

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

子供とのふれあい、交流

子供の成長をみること

子供を通して人間関係が広がる

家庭が明るくなる

家族や夫婦の絆が強くなる

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

問 31 子育ての楽しみはどんなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子育ての楽しみについて、「子供の成長をみること」が 91.3％と最も高く、次いで「子供との

ふれあい、交流」が 70.0％、「家庭が明るくなる」が 61.9％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「子供を通して人間関係が広がる」「家族や夫婦の絆が強くなる」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「特にない」は今回調査のみの選択肢 

 

70.0 

91.3 

48.9 

61.9 

37.0 

2.4 

0.8 

4.0 

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

子供とのふれあい、交流

子供の成長をみること

子供を通して人間関係が広がる

家庭が明るくなる

家族や夫婦の絆が強くなる

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=779）



165 

問 32（１）子育てに関して不安や負担等を感じますか。（１つに○） 

子育てに関して不安や負担等を感じるかについて、『感じる』（「非常に不安や負担等を感じる」

「なんとなく不安や負担等を感じる」の合計）が 42.3％、『感じない』（「あまり不安や負担等は

感じない」「まったく感じない」の合計）が 43.7％となっています。 

過去調査と比較すると、『感じる』の割合が減少し、『感じない』の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較（不明・無回答を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 35.8 34.7 9.0 8.0 6.0 

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

全体（N=779）

非常に不安や負担等を感じる なんとなく不安や負担等を感じる

あまり不安や負担等は感じない まったく感じない

なんともいえない 不明・無回答

7.0 

9.5 

9.4 

38.1 

39.5 

43.8 

36.9 

35.2 

31.4 

9.6 

5.3 

6.9 

8.5 

10.6 

8.6 

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

今回調査

平成28年調査

平成25年調査

非常に不安や負担等を感じる なんとなく不安や負担等を感じる

あまり不安や負担等は感じない まったく感じない

なんともいえない
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■問 32（１）子育てに関して不安や負担等を感じますか  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、［浜脇１］［鳴尾１］［上甲子園］［広田２］で

は「あまり不安や負担等は感じない」、［浜脇２］［鳴尾２］［大社１］［大社２］［甲東１］「山口」

［塩瀬］では「なんとなく不安や負担等を感じる」、［広田１］［甲東２］では「なんとなく不安や

負担等を感じる」「あまり不安や負担等は感じない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計
非常に不安
や負担等を
感じる

なんとなく不
安や負担等
を感じる

あまり不安
や負担等は
感じない

まったく感じ
ない

なんともいえ
ない

不明・
無回答

779 51 279 270 70 62 47

100.0 6.5 35.8 34.7 9.0 8.0 6.0

61 5 17 27 3 4 5

100.0 8.2 27.9 44.3 4.9 6.6 8.2

46 1 18 16 2 5 4

100.0 2.2 39.1 34.8 4.3 10.9 8.7

64 4 22 23 5 8 2

100.0 6.3 34.4 35.9 7.8 12.5 3.1

28 1 13 8 3 2 1

100.0 3.6 46.4 28.6 10.7 7.1 3.6

87 4 32 36 6 4 5

100.0 4.6 36.8 41.4 6.9 4.6 5.7

54 4 15 14 10 7 4

100.0 7.4 27.8 25.9 18.5 13.0 7.4

36 1 14 9 4 4 4

100.0 2.8 38.9 25.0 11.1 11.1 11.1

46 3 17 17 6 2 1

100.0 6.5 37.0 37.0 13.0 4.3 2.2

24 1 8 10 0 2 3

100.0 4.2 33.3 41.7 0.0 8.3 12.5

54 4 21 19 5 2 3

100.0 7.4 38.9 35.2 9.3 3.7 5.6

65 4 24 24 5 6 2

100.0 6.2 36.9 36.9 7.7 9.2 3.1

73 5 27 26 4 6 5

100.0 6.8 37.0 35.6 5.5 8.2 6.8

98 11 34 30 13 7 3

100.0 11.2 34.7 30.6 13.3 7.1 3.1

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

塩瀬

小
ブ
ロ

ッ
ク
別

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口
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25.7 

16.2 

11.7 

11.3 

42.7 

7.6 

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

子供の発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子供の病気や障害に関すること

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=779）

25.7 

16.2 

11.7 

11.3 

42.7 

7.6 

36.9 

19.4 

12.3 

21.8 

30.6 

2.9 

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

子供の発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子供の病気や障害に関すること

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

問 32（２）お子さんの成長に関して、日頃特に不安や負担等に感じること、また気になるこ

とはどのようなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子供の成長に関して感じる不安や負担等について、「特にない」が 42.7％と最も高く、次いで

「子供の発育・発達に関すること」が 25.7％、「食事や栄養に関すること」が 16.2％となってい

ます。 

過去調査と比較すると、「特にない」の割合が大きく増加し、「子供の発育・発達に関すること」

の割合が大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 
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20.5 

6.2 

19.9 

19.5 

36.8 

1.4 

5.3 

30.7 

7.2 

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

自分の子育てに自信が持てないこと

子供との接し方がよくわからないこと

子供との時間や家族での時間が十分に

とれないこと

自分の時間が十分にとれないこと

子供を叱りすぎているような気がすること

子供や子育てに興味が持てないこと

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=779）

20.5 

6.2 

19.9 

19.5 

36.8 

1.4 

5.3 

30.7 

7.2 

22.6 

6.9 

27.7 

22.0 

46.8 

1.1 

8.1 

21.3 

2.4 

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

自分の子育てに自信が持てないこと

子供との接し方がよくわからないこと

子供との時間や家族での時間が十分に

とれないこと

自分の時間が十分にとれないこと

子供を叱りすぎているような気がすること

子供や子育てに興味が持てないこと

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

問 32（３）子供との関わりに関して、日頃特に不安や負担等に感じること、また気になるこ

とはどのようなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子供との関わりに関して感じる不安や負担等について、「子供を叱りすぎているような気がする

こと」が 36.8％と最も高く、次いで「特にない」が 30.7％、「自分の子育てに自信が持てないこ

と」が 20.5％となっています。 

過去調査と比較すると、「特にない」の割合が増加し、「子供を叱りすぎているような気がする

こと」の割合が大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 
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5.4 

17.7 

7.6 

11.4 

12.7 

5.9 

19.0 

1.9 

9.4 

4.4 

42.1 

7.8 

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

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

家族と子育てに関して意見が合わないこと

子育てに関して家族の協力が少ないこと

家族以外に子育てを手伝ってくれる人が

いないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・

職場等まわりの見る目が気になること

子育てによる心身の疲れやストレスがたまること

親族の介護を同時に行っており十分な教育や

子育てができていないこと

経済的な理由で十分な教育や子育てが

できていないこと

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=779）

問 32（４）子育て環境に関して、日頃特に不安や負担等に感じること、また気になることは

どのようなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子育て環境に関して感じる不安や負担等について、「特にない」が 42.1％と最も高く、次いで

「子育てによる心身の疲れやストレスがたまること」が 19.0％、「仕事や自分のやりたいことが

十分できないこと」が 17.7％となっています。 

過去調査と比較すると、「特にない」の割合が増加し、特に「子育てによる心身の疲れやストレ

スがたまること」「経済的な理由で十分な教育や子育てができていないこと」の割合が減少してい

ます。 
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5.4 

17.7 

7.6 

11.4 

12.7 

5.9 

19.0 

1.9 

9.4 

4.4 

42.1 

7.8 

5.8 

19.9 

9.5 

13.6 

15.6 

6.8 

27.2 

16.1 

5.7 

33.2 

3.5 

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

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

家族と子育てに関して意見が合わないこと

子育てに関して家族の協力が少ないこと

家族以外に子育てを手伝ってくれる人が

いないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・

職場等まわりの見る目が気になること

子育てによる心身の疲れやストレスがたまること

親族の介護を同時に行っており十分な教育や

子育てができていないこと

経済的な理由で十分な教育や子育てが

できていないこと

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、「特にない」の割合が増加し、特に「子育てによる心身の疲れやストレ

スがたまること」「経済的な理由で十分な教育や子育てができていないこと」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「親族の介護を同時に行っており十分な教育や子育てができていないこと」は今回調査のみの選択肢 
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8.2 

3.0 

24.8 

28.8 

28.1 

8.6 

32.7 

3.1 

23.2 

6.8 

11.8 

2.6 

32.0 

46.0 

29.6 

7.6 

5.4 

19.8 

3.1 

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

近所に子供の遊び友だちがいないこと

不登校等の問題に関すること

子供の友だちづきあい（いじめ等を含む）に

関すること

学習方法や成績等の子供の教育に関すること

子供の進路に関すること

学校の先生に関すること

子供のスマートフォンやインターネットの

使い方に関すること

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

8.2 

3.0 

24.8 

28.8 

28.1 

8.6 

32.7 

3.1 

23.2 

6.8 

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

近所に子供の遊び友だちがいないこと

不登校等の問題に関すること

子供の友だちづきあい（いじめ等を含む）に

関すること

学習方法や成績等の子供の教育に関すること

子供の進路に関すること

学校の先生に関すること

子供のスマートフォンやインターネットの

使い方に関すること

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=779）

問 32（５）お子さんに関して、日頃特に不安や負担等に感じること、また気になることはど

のようなことですか。（当てはまるものすべてに○） 

子供に関して感じる不安や負担等について、「子供のスマートフォンやインターネットの使い方

に関すること」が 32.7％と最も高く、次いで「学習方法や成績等の子供の教育に関すること」が

28.8％、「子供の進路に関すること」が 28.1％となっています。 

過去調査と比較すると、特に「学習方法や成績等の子供の教育に関すること」の割合が大きく

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「子供のスマートフォンやインターネットの使い方に関すること」は今回調査のみの選択肢 
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71.4 

44.3 

68.8 

10.8 

18.2 

0.4 

4.2 

1.0 

0.1 

22.1 

0.1 

5.1 

0.3 

3.6 

2.2 

3.7 

6.4 

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

家族

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

職場の人

子育て総合センター

こども未来センター

「子育て総合センター」「こども未来センター」以外の

子育て支援施設（児童館等。民間施設も含む）

保健所・保健福祉センター

小学校・幼稚園・保育所等の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

インターネット・SNS

その他

特にない

不明・無回答

全体（N=779）

問 33 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）

ですか。（当てはまるものすべてに○） 

気軽に相談できる先について、「家族」が 71.4％と最も高く、次いで「友人や知人」が 68.8％、

「祖父母等の親族」が 44.3％となっています。 
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71.4 

44.3 

68.8 

10.8 

18.2 

0.4 

4.2 

1.0 

0.1 

22.1 

0.1 

5.1 

0.3 

3.6 

2.2 

3.7 

6.4 

80.2 

59.8 

79.3 

14.1 

18.4 

0.1 

14.2 

0.4 

6.9 

0.4 

2.7 

1.5 

0.4 

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

家族

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

職場の人

子育て総合センター

こども未来センター

「子育て総合センター」「こども未来センター」以外の

子育て支援施設（児童館等。民間施設も含む）

保健所・保健福祉センター

小学校・幼稚園・保育所等の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

インターネット・SNS

その他

特にない

不明・無回答

今回調査 平成25年調査

■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に「祖父母等の親族」「友人や知人」の割合が大きく減少し、「小学

校・幼稚園・保育所等の先生」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「子育て総合センター」「こども未来センター」「「子育て総合センター」「こども未来センター」以外の子育

て支援施設（児童館等。民間施設も含む）」は今回調査のみの選択肢 
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７ 子育て全般について 

問 34 子育て支援でもっと力をいれてほしいものは何ですか。（５つまで○） 

力を入れてほしい子育て支援について、「子供が安心して遊べる場所づくり」が 56.0％と最も

高く、次いで「子供への犯罪を防ぐ対策」が 47.1％、「子供が事故にあわないための安全な環境」

が 46.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.5 

56.0 

25.9 

15.5 

6.3 

11.3 

47.1 

46.1 

10.9 

16.9 

21.7 

11.8 

15.3 

17.7 

17.6 

32.1 

6.7 

11.6 

19.0 

2.2 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80%

安心して子供が医療機関にかかれる体制の整備

子供が安心して遊べる場所づくり

豊かな自然が十分にあって、自然とふれあう外遊びが

できる場の整備

親子で楽しめる音楽や芸術等の文化事業

子供の障害に関する支援体制や相談窓口

子供の発達や発育に関する支援体制や相談窓口

子供への犯罪を防ぐ対策

子供が事故にあわないための安全な環境

子供の健全な職業観を育むための社会や

企業の職場体験

子供の健やかな体を育むスポーツ活動

外国人との国際交流の機会

子供が参加しやすいボランティア等の社会奉仕活動

市内の自然環境を活かした体験活動・野外活動

子供自身が将来、子供や家庭を持つことの大切さを

理解できるような取り組み

子育てに困った時に相談でき、情報が得られる場の

整備

教育や子育てにかかる経済的負担の支援

家事・育児支援サービス（ヘルパー派遣等）

留守家庭児童育成センター

放課後の学習支援

その他

不明・無回答

全体（N=779）

健
や
か
な
子
供
の
育
ち

子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
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■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に「子供が安心して遊べる場所づくり」「豊かな自然が十分にあって、

自然とふれあう外遊びができる場の整備」「教育や子育てにかかる経済的負担の支援」「放課後の

学習支援」の割合が減少し、「子供が事故にあわないための安全な環境」「子供自身が将来、子供

や家庭を持つことの大切さを理解できるような取り組み」「子育てに困った時に相談でき、情報が

得られる場の整備」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.5 

56.0 

25.9 

15.5 

6.3 

11.3 

47.1 

46.1 

10.9 

16.9 

21.7 

11.8 

15.3 

17.7 

17.6 

32.1 

6.7 

11.6 

19.0 

2.2 

4.0 

40.3 

63.4 

33.9 

14.8 

4.9 

8.2 

42.5 

40.4 

11.6 

18.2 

16.8 

13.1 

13.2 

11.9 

11.0 

37.6 

6.0 

14.4 

24.4 

2.4 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80%

安心して子供が医療機関にかかれる体制の整備

子供が安心して遊べる場所づくり

豊かな自然が十分にあって、自然とふれあう外遊びが

できる場の整備

親子で楽しめる音楽や芸術等の文化事業

子供の障害に関する支援体制や相談窓口

子供の発達や発育に関する支援体制や相談窓口

子供への犯罪を防ぐ対策

子供が事故にあわないための安全な環境

子供の健全な職業観を育むための社会や

企業の職場体験

子供の健やかな体を育むスポーツ活動

外国人との国際交流の機会

子供が参加しやすいボランティア等の社会奉仕活動

市内の自然環境を活かした体験活動・野外活動

子供自身が将来、子供や家庭を持つことの大切さを

理解できるような取り組み

子育てに困った時に相談でき、情報が得られる場の

整備

教育や子育てにかかる経済的負担の支援

家事・育児支援サービス（ヘルパー派遣等）

留守家庭児童育成センター

放課後の学習支援

その他

不明・無回答

今回調査 平成28年調査

健
や
か
な
子
供
の
育
ち

子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
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問 35（１）あなたは西宮市に住み続けたいと思いますか。（１つに○） 

西宮市に住み続けたいと思うかについて、「住み続けたい」が 61.0％と最も高く、次いで「当

分の間は住み続けたい」が 26.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問 35（１）あなたは西宮市に住み続けたいと思いますか 

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、すべてにおいて「住み続けたい」が高くなっ

ています。 

また、［浜脇２］［広田１］［広田２］［甲東１］では、「住み続けたい」が全体よりも特に高く、

［鳴尾２］［山口］［塩瀬］では「住み続けたい」が全体よりも特に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.0 26.1 3.0 0.4 1.3 4.9 3.5 

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

全体（N=779）

住み続けたい 当分の間は住み続けたい

機会があれば市外へ転居したい すぐにでも市外へ転居したい

市外に転居する予定がある わからない

不明・無回答

合計 住み続けたい
当分の間は住
み続けたい

機会があれば
市外へ転居し
たい

すぐにでも市
外へ転居した
い

市外に転居す
る予定がある

わからない 不明・無回答

779 475 203 23 3 10 38 27

100.0 61.0 26.1 3.0 0.4 1.3 4.9 3.5

61 39 17 2 0 0 2 1

100.0 63.9 27.9 3.3 0.0 0.0 3.3 1.6

46 32 8 0 1 0 2 3

100.0 69.6 17.4 0.0 2.2 0.0 4.3 6.5

64 40 16 0 0 1 5 2

100.0 62.5 25.0 0.0 0.0 1.6 7.8 3.1

28 15 8 1 0 1 1 2

100.0 53.6 28.6 3.6 0.0 3.6 3.6 7.1

87 50 26 3 1 1 3 3

100.0 57.5 29.9 3.4 1.1 1.1 3.4 3.4

54 34 15 1 0 2 0 2

100.0 63.0 27.8 1.9 0.0 3.7 0.0 3.7

36 23 9 0 0 0 4 0

100.0 63.9 25.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0

46 31 10 1 0 0 2 2

100.0 67.4 21.7 2.2 0.0 0.0 4.3 4.3

24 18 3 1 0 1 1 0

100.0 75.0 12.5 4.2 0.0 4.2 4.2 0.0

54 40 8 1 0 1 1 3

100.0 74.1 14.8 1.9 0.0 1.9 1.9 5.6

65 42 17 0 1 1 1 3

100.0 64.6 26.2 0.0 1.5 1.5 1.5 4.6

73 39 22 3 0 0 6 3

100.0 53.4 30.1 4.1 0.0 0.0 8.2 4.1

98 46 33 9 0 1 8 1

100.0 46.9 33.7 9.2 0.0 1.0 8.2 1.0
塩瀬

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２

甲東１

甲東２

山口
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問 35（１）で「転居したい」「転居する予定がある」に○をつけた方にうかがいます。 

問 35（２）西宮市から転居される主な理由は何ですか。（当てはまるものすべてに○） 

転居する主な理由について、「通勤・通学が不便」が 33.3％と最も高く、次いで「教育環境が

整っていない」が 22.2％、「買い物など日常生活が不便」「子育て環境が良くない」「子育てサー

ビスが利用しづらい」がそれぞれ 19.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 

16.7 

0.0 

13.9 

8.3 

0.0 

13.9 

0.0 

16.7 

5.6 

33.3 

19.4 

19.4 

19.4 

22.2 

5.6 

8.3 

16.7 

5.6 

0% 10% 20% 30% 40%

自分の仕事の事情

家族の仕事の事情

自分の進学・通学

家族の進学・通学

親との同居

子供が増えたため

住宅の問題（居住費や家賃が高かった）

住宅の問題（家族が増えるなど手狭になった）

住環境（騒音、治安、まちのきれいさなど）

住宅の新規購入

通勤・通学が不便

買い物など日常生活が不便

子育て環境が良くない

子育てサービスが利用しづらい

教育環境が整っていない

防犯・防災に不安がある

知人・友人が近くにいない

その他

不明・無回答

全体（N=36）
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問 36 西宮市は子供にとって住みやすいと感じますか。（１つに○） 

西宮市は子供にとって住みやすいと感じるかについて、『思う』（「とてもそう思う」「そう思う」

の合計）が 83.6％、『思わない』（「あまり思わない」「まったく思わない」の合計）が 11.3％とな

っています。 

過去調査と比較すると、『思う』の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1 61.5 10.4 0.9 5.1 

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

全体（N=779）

とてもそう思う そう思う あまり思わない

まったく思わない 不明・無回答

22.1 

13.8 

61.5 

66.2 

10.4 

16.0 

0.9 

1.6 

5.1 

2.3 

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

今回調査

平成28年調査

とてもそう思う そう思う あまり思わない

まったく思わない 不明・無回答
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■問 36 西宮市は子供にとって住みやすいと感じますか  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、すべてにおいて「そう思う」が高くなってい

ます。 

また、［浜脇２］［鳴尾１］［鳴尾２］［甲東１］では、「とてもそう思う」が全体よりも特に高く、

［大社１］［甲東２］［山口］［塩瀬］では「とてもそう思う」が全体よりも特に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 とてもそう思う そう思う
あまり思わな
い

まったく思わ
ない

不明・無回答

779 172 479 81 7 40

100.0 22.1 61.5 10.4 0.9 5.1

61 15 38 7 0 1

100.0 24.6 62.3 11.5 0.0 1.6

46 18 25 1 0 2

100.0 39.1 54.3 2.2 0.0 4.3

64 19 40 1 0 4

100.0 29.7 62.5 1.6 0.0 6.3

28 9 14 3 0 2

100.0 32.1 50.0 10.7 0.0 7.1

87 22 52 6 1 6

100.0 25.3 59.8 6.9 1.1 6.9

54 9 38 5 0 2

100.0 16.7 70.4 9.3 0.0 3.7

36 8 20 6 1 1

100.0 22.2 55.6 16.7 2.8 2.8

46 8 32 3 1 2

100.0 17.4 69.6 6.5 2.2 4.3

24 5 15 3 1 0

100.0 20.8 62.5 12.5 4.2 0.0

54 18 27 6 0 3

100.0 33.3 50.0 11.1 0.0 5.6

65 11 36 10 1 7

100.0 16.9 55.4 15.4 1.5 10.8

73 12 48 9 0 4

100.0 16.4 65.8 12.3 0.0 5.5

98 8 67 18 2 3

100.0 8.2 68.4 18.4 2.0 3.1

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２



180 

問 37 西宮市は子育てしやすいまちだと感じますか。（１つに○） 

西宮市は子育てしやすいまちだと感じるかについて、『思う』（「とてもそう思う」「そう思う」

の合計）が 80.0％、『思わない』（「あまり思わない」「まったく思わない」の合計）が 15.0％とな

っています。 

過去調査と比較すると、『思う』の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

20.4 59.6 13.6 1.4 5.0 

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

全体（N=779）

とてもそう思う そう思う あまり思わない

まったく思わない 不明・無回答

20.4 

12.4 

59.6 

63.9 

13.6 

19.1 

1.4 

2.2 

5.0 

2.3 

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

今回調査

平成28年調査

とてもそう思う そう思う あまり思わない

まったく思わない 不明・無回答
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■問 37 西宮市は子育てしやすいまちだと感じますか  

× 問２ お住まいの小学校区別（小ブロック） 

お住まいの小学校区別（小ブロック）にみると、すべてにおいて「そう思う」が高くなってい

ます。 

また、［浜脇２］［鳴尾１］［鳴尾２］［甲東１］では、「とてもそう思う」が全体よりも特に高く、

［広田１］［甲東２］［山口］［塩瀬］では「とてもそう思う」が全体よりも特に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 とてもそう思う そう思う
あまり思わな
い

まったく思わ
ない

不明・無回答

779 159 464 106 11 39

100.0 20.4 59.6 13.6 1.4 5.0

61 14 37 9 0 1

100.0 23.0 60.7 14.8 0.0 1.6

46 15 27 2 0 2

100.0 32.6 58.7 4.3 0.0 4.3

64 19 34 5 1 5

100.0 29.7 53.1 7.8 1.6 7.8

28 8 15 3 0 2

100.0 28.6 53.6 10.7 0.0 7.1

87 21 51 9 1 5

100.0 24.1 58.6 10.3 1.1 5.7

54 9 31 11 1 2

100.0 16.7 57.4 20.4 1.9 3.7

36 9 20 7 0 0

100.0 25.0 55.6 19.4 0.0 0.0

46 7 29 6 2 2

100.0 15.2 63.0 13.0 4.3 4.3

24 5 16 2 1 0

100.0 20.8 66.7 8.3 4.2 0.0

54 15 28 7 1 3

100.0 27.8 51.9 13.0 1.9 5.6

65 9 37 11 1 7

100.0 13.8 56.9 16.9 1.5 10.8

73 11 43 15 0 4

100.0 15.1 58.9 20.5 0.0 5.5

98 9 69 14 3 3

100.0 9.2 70.4 14.3 3.1 3.1

甲東２

甲東１

塩瀬

山口

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

小
学
校
区
別

（
小
ブ
ロ

ッ
ク

）

浜脇１

浜脇２

鳴尾１

鳴尾２

上甲子園

大社１

大社２

広田１

広田２
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８ 放課後の過ごし方について（小学生本人回答） 

問 39（１）放課後は何をして過ごしたいですか。（当てはまるものすべてに○） 

放課後は何をして過ごしたいかについて、「友だちと遊びたい」が 77.4％と最も高く、次いで

「ゲームがしたい」が 46.1％、「テレビを見たい」が 45.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 39（１）で「友だちと遊びたい」「一人で遊びたい」に○をつけた人にうかがいます。 

問 39（２）「友だちと遊びたい」「一人で遊びたい」と答えた人はどこで遊びたいですか。（当

てはまるものすべてに○） 

遊びたい場所について、「自分か友だちの家で」が 70.8％と最も高く、次いで「公園で」が 70.0％、

「学校の運動場か校舎で」が 31.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.8 

70.0 

13.8 

31.5 

3.2 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80%

自分か友だちの家で

公園で

児童館で

学校の運動場か校舎で

その他

不明・無回答

全体（N=631）

77.4 

13.2 

27.3 

46.1 

22.6 

16.7 

45.4 

20.2 

4.4 

8.9 

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

友だちと遊びたい

一人で遊びたい

スポーツ活動がしたい

ゲームがしたい

本を読みたい

習い事や塾に行きたい

テレビを見たい

勉強（宿題）がしたい

その他

不明・無回答

全体（N=779）
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66.9 

9.9 

58.6 

51.4 

6.1 

7.7 

2.8 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80%

楽しい

楽しくない

いろいろな遊びができる

いろいろな学年の友だちと遊べる

特にない

その他

わからない

不明・無回答

全体（N=181）

問 40（１）あなたは育成センター（学童保育）に行っていますか。（１つに○） 

育成センター（学童保育）に行っているかについて、「行っていない」が 67.5％、「行っている

（行っていた）」が 23.2％となっています。 

過去調査と比較すると、「行っている（行っていた）」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 40（１）で「行っている（行っていた）」に○をつけた人にうかがいます。 

問 40（２）育成センター（学童保育）に行っていてどのように思いますか。（当てはまるも

のすべてに○） 

育成センター（学童保育）に行っていてどのように思うかについて、「楽しい」が 66.9％と最

も高く、次いで「いろいろな遊びができる」が 58.6％、「いろいろな学年の友だちと遊べる」が

51.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2 67.5 9.2 

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

全体（N=779）

行っている（行っていた） 行っていない 不明・無回答

23.2 

21.9 

67.5 

77.1 

9.2 

1.0 

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

今回調査

平成25年調査

行っている（行っていた） 行っていない 不明・無回答
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■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に「楽しい」「いろいろな遊びができる」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 40（３）あなたは高学年になっても育成センター（学童保育）に行きたいと思います（思

いました）か。（１つに○） 

高学年になっても育成センター（学童保育）に行きたいと思うかについて、「行きたくない」が

54.4％、「行きたい」が 45.6％となっています。 

過去調査と比較すると、「行きたい」の割合が増加し、「行きたくない」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

※不明・無回答を除く 

 

■過去調査との比較（不明・無回答を除く） 

 

 

 

 

45.6 54.4 

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

全体（N=182）

行きたい 行きたくない

45.6 

40.7 

54.4 

59.3 

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

今回調査

平成25年調査

行きたい 行きたくない

66.9 

9.9 

58.6 

51.4 

6.1 

7.7 

2.8 

1.1 

73.6 

11.5 

69.0 

55.2 

6.9 

9.2 

2.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

楽しい

楽しくない

いろいろな遊びができる

いろいろな学年の友だちと遊べる

特にない

その他

わからない

不明・無回答

今回調査 平成25年調査
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９ 身の回りの遊び場やその環境について（小学生本人回答） 

問 41 今住んでいるところは遊び場が多いですか。（１つに○） 

今住んでいるところは遊び場が多いかについて、「多い」が 29.1％と最も高く、次いで「どち

らともいえない」が 23.2％、「少ない」が 20.7％となっています。 

過去調査と比較すると、「多い」の割合が増加し、「公園などはあるがしたい遊びができない」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.1 23.2 17.1 20.7 9.9 

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

全体（N=779）

多い

どちらともいえない

公園などはあるがしたい遊びができない

少ない

不明・無回答

29.1 

21.9 

23.2 

27.1 

17.1 

25.6 

20.7 

20.6 

9.9 

4.8 

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

今回調査

平成25年調査

多い

どちらともいえない

公園などはあるがしたい遊びができない

少ない

不明・無回答
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問 42 近くにあったらよいと思う遊び場などはどのようなものですか。（５つまで○） 

近くにあったらよいと思う遊び場などについて、「ボール遊びや鬼ごっこができる空き地や原っ

ぱ」が 48.7％と最も高く、次いで「ジャングルジムやブランコなどの遊具がある公園」が 39.7％、

「プールやグラウンドなどのスポーツ施設」が 37.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.7 

11.2 

25.0 

48.7 

27.5 

37.5 

25.3 

15.0 

35.9 

12.8 

14.8 

9.0 

5.1 

1.4 

4.9 

33.4 

3.2 

1.2 

1.8 

9.4 

0% 20% 40% 60%

ジャングルジムやブランコなどの遊具がある公園

クラブ活動ができるところ

自然がいっぱいあって、自然とふれあう遊びなどが

できるところ

ボール遊びや鬼ごっこができる空き地や原っぱ

小動物や昆虫とふれあうことのできるところ

プールやグラウンドなどのスポーツ施設

いろいろな本を自由に読むことができるところ

自習ができ、分からないところがあれば

教えてもらえるところ

工作など、もの作りの体験ができる教室

英会話やパソコンなど役に立つ教室

遊び道具があり、遊び方を教えてくれる先生の

いるところ

学年が違う友だちどうしが交流できるところ

悩みなどを聞き、相談にのってくれるところ

体の障害の状況にあわせて付き添ってくれる人が

いるところ

正しいルールやマナーを教えてくれるところ

自分たちだけで映画や劇が見られるところ

その他

特にない

わからない

不明・無回答

全体（N=779）
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■過去調査との比較 

過去調査と比較すると、特に「自然がいっぱいあって、自然とふれあう遊びなどができるとこ

ろ」「ボール遊びや鬼ごっこができる空き地や原っぱ」の割合が大きく減少し、「工作など、もの

作りの体験ができる教室」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.7 

11.2 

25.0 

48.7 

27.5 

37.5 

25.3 

15.0 

35.9 

12.8 

14.8 

9.0 

5.1 

1.4 

4.9 

33.4 

3.2 

1.2 

1.8 

9.4 

39.2 

11.6 

41.2 

59.8 

31.4 

47.0 

28.4 

17.8 

30.7 

18.1 

10.3 

9.5 

5.8 

1.5 

4.3 

38.2 

5.0 

4.5 

2.3 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80%

ジャングルジムやブランコなどの遊具がある公園

クラブ活動ができるところ

自然がいっぱいあって、自然とふれあう遊びなどが

できるところ

ボール遊びや鬼ごっこができる空き地や原っぱ

小動物や昆虫とふれあうことのできるところ

プールやグラウンドなどのスポーツ施設

いろいろな本を自由に読むことができるところ

自習ができ、分からないところがあれば

教えてもらえるところ

工作など、もの作りの体験ができる教室

英会話やパソコンなど役に立つ教室

遊び道具があり、遊び方を教えてくれる先生の

いるところ

学年が違う友だちどうしが交流できるところ

悩みなどを聞き、相談にのってくれるところ

体の障害の状況にあわせて付き添ってくれる人が

いるところ

正しいルールやマナーを教えてくれるところ

自分たちだけで映画や劇が見られるところ

その他

特にない

わからない

不明・無回答

今回調査 平成25年調査
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Ⅳ．自由意見とりまとめ 
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教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、ご自由に

ご記入ください。 

就学前児童用調査では、全回答者 3,431人から寄せられた回答の意見総数は 1,333件、小学生

用調査では、全回答者 779人から寄せられた回答の意見総数は 223件となっています。 

意見内容の分類は以下の通りで、意見の詳細については延べ件数でまとめています。 

①医療について 

内 容 
就学前

保護者 

小学生

保護者 
合計 

医療費助成の拡充 

（無料化、所得制限や年齢制限の改善、予防接種の助成等） 
110 20 130 

受診しやすい健診、予防接種 

（情報提供、回数増加、相談しやすい環境等） 
19 1 20 

病院の増設・充実（小児科、産婦人科等） 13 2 15 

緊急医療（夜間・休日、高度医療等）の体制整備 11 2 13 

出産時の環境整備（出産費用助成、妊婦健診の充実等） 10 0 10 

その他（不妊治療の助成、医療費助成の見直し等） 1 3 4 

合計 164 28 192 

 

②幼稚園・保育所について 

内 容 
就学前

保護者 

小学生

保護者 
合計 

幼稚園・保育所・認定こども園へ入りやすい環境整備 

（兄弟入園、待機児童の解消、入所要件の緩和等） 
158 2 160 

幼稚園・保育所・認定こども園の増設・定員増 114 3 117 

保育料の軽減 

（兄弟年齢制限、所得制限の見直し・軽減、認可外への助成等） 
91 0 91 

保育所の充実（設備の整備、時間延長、休日保育等） 41 3 44 

一時預かり事業の充実 

（実施施設の拡充、利用料金の見直し、時間延長等） 
37 0 37 

幼稚園の充実（設備の整備、公立幼稚園の３年保育実施、時間延長、

長期休暇中の保育等） 
30 0 30 

病児・病後児保育（増設、定員増加、手続きの簡素化等） 20 0 20 

保育士の処遇改善 19 0 19 

幼稚園・保育所・認定こども園の質の向上 

（職員のスキル向上、人員不足の解消等） 
17 0 17 

公立幼稚園の存続希望 5 2 7 

小規模保育施設（設備の充実、３歳以降の受け入れ先の確約等） 5 0 5 

その他（幼児教育無償化、保育所の入所申込み等） 33 1 34 

合計 570 11 581 
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③小中学校・高校について 

内 容 
就学前

保護者 

小学生

保護者 
合計 

学校教育の充実（学力向上、教員のスキル向上・負担軽減等） 33 37 70 

費用の負担軽減（留守家庭児童育成センターの利用料、給食費、バス

通学、高校無償化等） 
39 20 59 

留守家庭児童育成センターの充実（時間延長、利用条件、保育内容、

６年生までの利用、長期休業期間のみの利用等） 
27 20 47 

放課後や長期休業期間の際に誰でも過ごせる場所の充実 

（学校の開放、一時預かり等） 
30 13 43 

校舎等の改修・整備（プレハブ校舎、トイレ改修、設備の充実） 22 6 28 

通学路の安全（見守り、危険な通学路の安全対策、集団登下校の実施、

不審者対策等） 
13 11 24 

ＰＴＡの改善(負担軽減、開催時間の見直し等) 10 7 17 

小中学校区の見直し 14 0 14 

給食の改善（アレルギー対応、地産地消等） 3 5 8 

その他（学校の情報開示、学校の整備、方針・対応等） 13 6 19 

合計 204 125 329 

 

④子育て支援・サービス等について 

内 容 
就学前

保護者 

小学生

保護者 
合計 

子育てに関する経済的負担の見直し（児童手当の増額、年齢制限や所

得制限の見直し、習い事や多子世帯への補助等） 
72 14 86 

子育て支援サービスの充実（訪問事業、ファミリー・サポート・セン

ター、産前産後のケア体制、手続きの場所等） 
60 5 65 

子育て支援に関する情報の提供 

（ホームページの見やすさ、父親の育児参加について等） 
41 1 42 

子育て講座や地域交流の充実（土日の開催、子育てサークルの充実、

父親の参加、北部地域での開催等） 
32 4 36 

障害児やその家族に対する支援の充実（こども未来センターの充実、

相談しやすい体制、サークル開催、サポート体制、連携、補助等） 
29 7 36 

相談しやすい窓口や場の充実（気軽に、どこでも、予約制等） 19 2 21 

子育てしやすい雇用環境の改善 

（就労支援、育児休暇の取得、病気の際の柔軟な対応等） 
19 0 19 

保健師や電話相談、窓口の職員の対応向上 12 0 12 

その他（多子世帯や就学児童への支援等） 24 0 24 

合計 308 33 341 
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⑤公共施設・公共交通機関・安全対策について 

内 容 
就学前

保護者 

小学生

保護者 
合計 

安全なまちづくり（歩道の整備、街灯設置等） 69 3 72 

マナーの改善（運転、歩きたばこ、放置自転車等） 13 0 13 

公共交通機関の充実（バリアフリー、バスの増便等） 9 2 11 

合計 91 5 96 

 

⑥遊びの環境・子育て支援施設について 

内 容 
就学前

保護者 

小学生

保護者 
合計 

公園の増設・整備（ボール遊び可能、遊具設置、清掃等） 121 23 144 

子育て支援施設・児童館の充実 

（増設、場所、土日開設、無料駐車場等） 
69 11 80 

遊べる施設の充実 

（室内施設、乳幼児等が利用しやすい、駐車場がある等） 
47 3 50 

スポーツ施設の充実（プール、体育館等） 13 1 14 

図書館の充実（増設、内容、自習室等） 7 5 12 

その他（学習施設の整備等） 0 3 3 

合計 257 46 303 

 

⑦まちづくりについて 

内容 
就学前

保護者 

小学生

保護者 
合計 

市内（北部と南部等）の支援の格差解消 34 11 45 

特になし、現状で満足（子育て支援が充実している、医療費が無料等） 27 6 33 

アンケートについて（結果の公表、英語表記、回答方法等） 28 3 31 

希望するまちづくり 

（親子に優しい、障害者に対する対応、自然を大切に等） 
27 2 29 

他市町との連携（施設の利用、医療機関の利用、予防接種等） 6 0 6 

その他（住みやすさ、住環境等） 36 11 47 

合計 158 33 191 
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