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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

現行の計画が 2024 年度で終期を迎えることから、また、2023 年４月に施行された「こども基

本法」を踏まえた新たな計画「豊岡市こども計画」を策定するために、市民の皆様の子育てに関

する状況や、市の事業施策に対するご要望・ご意見などを把握するためのアンケート調査を実施

します。 

 

２ 調査対象 

就学前保護者：住民基本台帳から小学校就学前（幼稚園以下）のお子さんを 

無作為に 1,000 人抽出し、その保護者の方 

小学生保護者：住民基本台帳から小学生のお子さんを 

無作為に 1,000 人抽出し、その保護者の方 

 

３ 調査期間 

令和６年３月 18 日～令和６年４月 11 日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収及び WEB による回答 

 

５ 回収状況 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

就学前保護者 1,000通 365通 36.5％ 

小学生保護者 1,000通 403通 40.3％ 
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６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。また、クロス集計において回答

者数が１桁の場合は、コメントを差し控えています。 
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Ⅱ 調査結果 

１ 就学前保護者 

（１）お住まいの地域について 

問１ お住まいの地区はどちらですか。（１つだけ○） 

「豊岡（港地区を除く）」の割合が 61.1％と最

も高く、次いで「日高」の割合が 20.5％となって

います。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

豊岡（港地区を除く）

城崎（港地区を含む）

竹野

日高

出石

但東

無回答

61.1

3.0

3.6

20.5

9.9

1.6

0.3

56.5

5.0

3.9

20.5

10.7

3.0

0.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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問２ お住まいの小学校区はどちらですか。（１つだけ○） 

「五荘」の割合が 22.2％と最も高く、次いで

「日高」の割合が 13.2％、「豊岡」の割合が 10.1％

となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「豊岡（めぐみ幼稚園区）」と「豊岡（ひかり幼稚園区）」に分かれていました。 

※前回調査では、「港西」と「港東」に分かれていました。  

％

豊岡

八条

三江

田鶴野

五荘

新田

中筋

神美

港

城崎

竹野

府中

八代

日高

三方

清滝

弘道

福住

寺坂

小坂

小野

資母

合橋

無回答

10.1

8.8

3.3

6.0

22.2

5.5

1.1

3.3

2.2

0.8

3.6

3.0

0.5

13.2

1.9

1.4

5.2

1.9

0.3

1.1

1.6

0.8

1.1

1.1

10.2

8.5

3.2

5.0

20.1

4.2

1.6

2.1

2.3

2.8

2.6

5.0

0.5

9.5

2.2

2.2

4.7

1.6

0.7

2.1

1.5

1.6

1.3

1.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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（２）お子さんとご家族の状況について 

問３ お子さんの生年月をご記入ください。（数字は□内に１つずつ） 

「０歳」の割合が 27.7％と最も高く、次いで

「１歳」の割合が 15.1％、「３歳」の割合が 14.8％

となっています。 

前回調査と比較すると、「０歳」の割合が増加

しています。一方、「２歳」「６歳」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

０
歳 

１
歳 

２
歳 

３
歳 

４
歳 

５
歳 

６
歳 

無
回
答 

全  体 365 27.7 15.1 12.3 14.8 13.2 14.5 － 2.5 

豊岡 223 30.5 14.8 13.5 13.0 11.7 14.3 － 2.2 

城崎 11 9.1 9.1 9.1 27.3 36.4 9.1 － － 

竹野 13 30.8 7.7 7.7 23.1 15.4 7.7 － 7.7 

日高 75 26.7 14.7 10.7 13.3 17.3 16.0 － 1.3 

出石 36 19.4 25.0 11.1 25.0 5.6 13.9 － － 

但東 6 16.7 － 16.7 － 16.7 33.3 － 16.7 

 

  

％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

27.7

15.1

12.3

14.8

13.2

14.5

0.0

2.5

13.8

17.5

18.2

15.2

12.5

13.3

8.4

1.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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問４ この調査票にご回答いただく方は、お子さんからみてどなたですか。 

（１つだけ○） 

「父親」の割合が 13.7％、「母親」の割合が

85.8％となっています。 

前回調査と比較すると、「父親」の割合が増加

しています。一方、「母親」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

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

（１つだけ○） 

「配偶者がいる」の割合が 92.6％、「配偶者は

いない」の割合が 6.6％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、出石で「配偶者はいない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

配
偶
者
が
い
る 

配
偶
者
は
い
な
い 

無
回
答 

全  体 365 92.6 6.6 0.8 

豊岡 223 94.2 4.9 0.9 

城崎 11 90.9 9.1 － 

竹野 13 92.3 7.7 － 

日高 75 93.3 6.7 － 

出石 36 83.3 16.7 － 

但東 6 100.0 － － 

 

  

％

父親

母親

その他

無回答

13.7

85.8

0.0

0.5

8.5

91.0

0.2

0.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）

％

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

92.6

6.6

0.8

93.7

6.0

0.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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問６ お子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている方は、お子さんからみてどな

たですか。（１つだけ○） 

「父母ともに」の割合が 63.8％と最も高く、次

いで「主に母親」の割合が33.4％となっています。 

前回調査と比較すると、「父母ともに」の割合

が増加しています。一方、「主に母親」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

父
母
と
も
に 

主
に
父
親 

主
に
母
親 

主
に
祖
父
母 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 365 63.8 0.5 33.4 1.1 0.3 0.8 

豊岡 223 67.7 0.4 29.6 1.3 － 0.9 

城崎 11 63.6 9.1 27.3 － － － 

竹野 13 30.8 － 69.2 － － － 

日高 75 60.0 － 38.7 － 1.3 － 

出石 36 66.7 － 30.6 2.8 － － 

但東 6 33.3 － 66.7 － － － 

 

  

％

父母ともに

主に父親

主に母親

主に祖父母

その他

無回答

63.8

0.5

33.4

1.1

0.3

0.8

54.3

0.1

42.6

1.1

1.8

0.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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（３）子どもの育ちをめぐる環境について 

問７ 日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。 

（いくつでも○） 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」の割合が61.1％と最も高く、

次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」

の割合が 33.7％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

日
常
的
に
祖
父
母
等

の
親
族
に
み
て
も
ら

え
る 

緊
急
時
も
し
く
は
用

事
の
際
に
は
祖
父
母

等
の
親
族
に
み
て
も

ら
え
る 

日
常
的
に
子
ど
も
を

み
て
も
ら
え
る
友
人
・

知
人
が
い
る 

緊
急
時
も
し
く
は
用

事
の
際
に
は
子
ど
も

を
み
て
も
ら
え
る
友

人
・
知
人
が
い
る 

い
ず
れ
も
い
な
い 

無
回
答 

全  体 365 33.7 61.1 2.5 7.1 9.6 0.5 

豊岡 223 31.4 64.1 2.7 7.2 9.9 － 

城崎 11 81.8 18.2 － － － － 

竹野 13 38.5 61.5 7.7 15.4 － － 

日高 75 26.7 58.7 1.3 5.3 16.0 1.3 

出石 36 41.7 66.7 2.8 8.3 2.8 － 

但東 6 66.7 33.3 － 16.7 － － 

 

  

％

日常的に祖父母等の親族に
みてもらえる

緊急時もしくは用事の際に
は祖父母等の親族にみても
らえる

日常的に子どもをみてもら
える友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際に
は子どもをみてもらえる友
人・知人がいる

いずれもいない

無回答

33.7

61.1

2.5

7.1

9.6

0.5

38.5

59.5

2.1

11.4

8.1

0.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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問８ お子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。

また、相談できる場所はありますか。（１つだけ○） 

「いる／ある」の割合が 93.7％、「いない／な

い」の割合が 5.5％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、日高で「いない／ない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

い
る
／
あ
る 

い
な
い
／
な
い 

無
回
答 

全  体 365 93.7 5.5 0.8 

豊岡 223 96.4 3.6 － 

城崎 11 100.0 － － 

竹野 13 100.0 － － 

日高 75 84.0 13.3 2.7 

出石 36 94.4 5.6 － 

但東 6 100.0 － － 

 

  

％

いる／ある

いない／ない

無回答

93.7

5.5

0.8

95.9

3.5

0.6

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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問８で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。 

問８－１ お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（ど

こ）ですか。（いくつでも○） 

「祖父母等の親族」の割合が 82.7％と最も高

く、次いで「友人や知人」の割合が 65.5％、「認

定こども園・保育園・幼稚園の先生」の割合が

37.4％となっています。 

前回調査と比較すると、「友人や知人」「子育て

センター等（地域の子育て支援サークル等を含

む）・NPO」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「保健師」の選択肢は「保健所・保健センター」、「その他自治体の子育て関連担当窓口」の選択肢は「自治

体の子育て関連担当窓口」となっていました。 

※前回調査では、「認定こども園・保育園・幼稚園の先生」の選択肢が「保育士」と「幼稚園教諭」に分かれていました。 

※前回調査では、「子育てなんでも相談室（アイティ４階）」の選択肢はありませんでした。 

  

本調査

（回答者数 = 342）

前回調査

（回答者数 = 822）

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育てセンター等（地域
の子育て支援サークル等
を含む）・NPO

保健師

認定こども園・保育園・
幼稚園の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育てなんでも相談室
（アイティ４階）

その他自治体の子育て関
連担当窓口

その他

無回答

82.7

65.5

8.5

15.8

5.8

37.4

0.0

6.4

6.7

0.0

2.9

0.6

84.3

75.7

11.6

20.8

5.4

－

0.1

5.5

－

1.1

1.6

0.1

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、出石で「かかりつけの医師」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

祖
父
母
等
の
親
族 

友
人
や
知
人 

近
所
の
人 

子
育
て
セ
ン
タ
⺳
等
⺺
地
域
の
子
育
て

支
援
サ
⺳
ク
ル
等
を
含
む
⺻
・N

P
O
 

保
健
師 

認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
園
・
幼
稚
園
の

先
生 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

か
か
り
つ
け
の
医
師 

子
育
て
な
ん
で
も
相
談
室
⺺
ア
イ
テ
⻘

４
階
⺻ 

そ
の
他
自
治
体
の
子
育
て
関
連
担
当

窓
口 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 342 82.7 65.5 8.5 15.8 5.8 37.4 － 6.4 6.7 － 2.9 0.6 

豊岡 215 82.8 63.7 6.5 16.3 4.7 34.9 － 4.2 9.3 － 1.9 0.5 

城崎 11 90.9 72.7 9.1 － － 63.6 － － － － － － 

竹野 13 84.6 100.0 30.8 30.8 15.4 46.2 － 23.1 7.7 － － － 

日高 63 81.0 61.9 11.1 17.5 7.9 42.9 － 6.3 1.6 － 4.8 1.6 

出石 34 88.2 67.6 8.8 8.8 5.9 32.4 － 17.6 2.9 － 5.9 － 

但東 6 50.0 66.7 － 16.7 16.7 33.3 － － － － 16.7 － 
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問９ 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどの

ようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。 ご自由にお書きください。 

【自由記載】 

 適切な関係機関への紹介。難解な手続きの廃止。 

 安心して預けられる所。 

 習い事や○○教室など積極的に教えてほしい。（豊岡で元々ある行事や習い事など転居し

てきた人は知らない方が多いハズ。）子供にまつわるイベントやママの為の催しなど内輪

で済ませて終わってから知る事が多い。もっと目に付く所にチラシだったり掲示してほ

しい。 

 子どもが、急に体調を崩してしまったとき、仕事に影響が出る。両立するのが難しいので、

サポート（病児保育など）が充実するとありがたい。 

 子供の母親である長女が子供を置いて出て行ってしまったので、祖父母である私達が養

子として育てているが、児童クラブの手続きの情報が全くなく時期をすぎてしまって４

月から入るのは無理と言われた。なぜ、直接通っている保育園等で、情報提供なされない

のか。役所に問い合わせるという感覚は全くなかった。当然保育園もしくは学校で情報が

得られると思っていた。改善して頂きたい。同じような人は他にもいらっしゃると思う。 

 地区の役員・隣保長・学校の役員になった場合、会議が夜に開かれる。母子のため母親が

役員になると夜の会議に出席するには子供を留守番させる事になる。夜に預けれる所が

あったらと思った事は何度もある。地区の人、学校（保護者）にはなかなか言えない。み

んな今までやってきているし、「母子」が役員をする事からにげる理由と思われたくない。

でも実際、役員をするとキツい。 

 異常など指摘してもらえたり、一時保育してもらいたい。 

 子育てに関する情報をアプリなどで配信してほしい。（健診やイベント、クーポン配布な

ど。） 

 困った時に相談できること。預け先がない時に預かってくれるところ。保育園の行事で小

学生同行だめなのに学童は利用できないとか、むじゅんがあるのは困る。 

 夜間に仕事が入ることがあるが、夜間に預ける場所がなく困っている。一時預りの充実を

望む。 

 買い物や家事のサポート。 

 風邪を引いた時に仕事が休みづらい。病児保育がもっと利用できるようになればいいな

と思う。 

 お金のサポート、保障、補助金。 

 気軽に会って話せる場が、各地区にあれば。土日祝などにあるとありがたい。一緒にごは

んを作ったり、何か物を作ったり、そんなことができても嬉しい。 

 日、祝でも見てくれる保育園。 

 豊岡市は子育てしやすい環境ではない。なんでもお金、お金の時代。子供がほしくても育

てられる余裕がない。もっとよりよく子育てしやすい所にしてほしい。 

 ４か月の時に、私が病院に受診しなければならなかったが、どこにもあずけれず、旦那に

仕事を中抜けしてもらった。月齢が低くてもあずけれる環境だったらと思った。実家の方

では、使わなくなったベビーベッドやチャイルドシート、ベビーカーなどを寄付し、無料

でレンタルできるサービスがある。そんなサービスがあれば助かると思った。 

 日常の家事全般のサポート。 

 寝不足の時、睡眠してる間子供をみてくれるサポート。 
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 たまに電話で、どうすごしているか、困っていることはないか等を聞いてほしい。 

 産後ケア（宿泊）、もう少し長い期限だと嬉しい。家族の不在時などに宿泊利用ができれ

ば助かる。 

 産後、上の子が退園にならず短時間でも預かってほしい。（赤ちゃんを連れて、上の子に

合わせた外出をするのがかなり大変であった。）赤ちゃんを連れて外出できる場所が増え

てほしい。（例：美容室、整体、など。） 

 一番困った事は、書類の提出が大変だった。母子家庭で低所得、自閉スペクトラム症の息

子を子育て中だが、年度の変わり頃に色々な給付を申請する書類などが大量に来て、書類

を書く時間がかなり必要だった。マイナンバーの情報をいかして名前や生年月日などを

あらかじめ記入されているだけでも助かると思う。 

 近くに集まれる場所や相談とは違い、談笑できる場。 

 子どもにかかるお金は高いので、低所得家庭だけではなく、子どもを持つ家庭にも給付金

をだしたりしてほしい。カゼなどで仕事を休むのも休みにくいし、（母親ばかり休むから、

仕事でもいろいろ言われたり）いつも祖父母ばかりにも頼りにくい。 

 地域の行事や（育成会など）学校のＰＴＡ活動など、どういう事を行なっているのか全体

の流れが知らせてもらいたい。 

 祝日の保育。 

 子育てセンターが 10 時からなので９時から開けてほしい。 

 親子ともに交流ができるようなイベント（子ども中心のイベント）をもっと増やしてくれ

たら、日頃の悩み交換ができ、親子ともにいい刺激になると思う。 

 保育園の先生や保健師さんその他の子育てセンターの方など、話はするのですが・・・。

すぐに発達障害かもしれないからセンターへ話をきいた方が良いと言われ、心がついて

いけないので落ちこみ、誰にも言えなくなる。母の心の状態が良ければ、どんな話も「子

供のために言ってくれている」と少しの可能性でも子供が生きやすくなるため、と納得で

きるが、常に責められている気がした。だから、何もせんとってほしい。こっちから求め

るまで。 

 少子化問題で、小学校の統合などで教育の場（環境）が変わるので通学などがどうなるか。 

 今実施されているように心配事を相談できる機関。 

 体調が悪い時に緊急でもみてくださる場所や人。 

 父親が集まれる場を作ってほしい。育休中ママ友は色んな場で出会うので作りやすいが、

父親は産前のパパママ教室以降、１才からのパパと遊ぼうデーまで出会う場がなく、赤ち

ゃんが生まれてすぐから生活が変わりパパ同士で思いを共有できるような場がほしい。

どうしてもパパはママのサポートをするということにフォーカスされがちで、パパ自身

の苦労や父親の産後うつなどのサポートは手うすいように感じる。 

 睡眠不足や子ども以外の大人と話をすることのない生活がストレスや不安を強くするの

で、１－２時間でも睡眠をとる時間、ｓｈｏｐｐｉｎｇやｌｕｎｃｈなどをしてリフレッ

シュする時間を確保できるようなサポートがあればよいなと思う。 

 体調不良の時に助けてほしい。 

 雨の日など、子どもを気軽にあそばせられる場が少ないと感じる。竹野のセンターは日曜

は休みですし、おもちゃも以前はボールプールがあったりしたのにコロナ禍があって以

来おもちゃも激減し、子どもも「行ってもなぁ・・・おもしろくないし」と言ったり、セ

ンターの先生方も忙しいのか子どもや保育者と接することも少なく、数分したら事務所

に行ってしまわれたり・・・。アイティのわっくも家族みんなで行くとかなりのお金がか

かるし。ふらっと行っても予約が要るし・・・。 
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 何にどれだけお金がかかるのか、また、お金がかからないことは何なのか、一覧に近いも

のがあるとわかりやすい。ｗｅｂ上でも、紙でも・・。ただ、たくさん項目があって見る

のが大変かもしれないが・・・。 

 親が病院など行きたい時に気軽に子供を預けれる所が増えてほしい。 

 祖父母にあずけられない時に、気軽にあずけられる場所。買い物など、短時間みまもって

くれる場所。 

 脳性マヒの１種で先天性の片マヒがあるので、どうしたらよいか悩む。→現状。豊岡病院

の理学療法士さんに月２回リハビリを受けている。発達のおくれも出てきていて今検査

中。 

 病気でも預かってもらえる。 

 定期的な（○才児健診のような）機会。そういうところでまず知り合ったりしないと心を

開こうとは思わない。またそういった時にでも対応される方によって、何も言わないでお

こうと思うこともあったので、よりそう気持ちで定期的に出会う機会が必要だと思う。 

 親自身が体調が悪かったり、家族の病院の付き添いにいかないといけない時など、少しだ

け子どもをみて欲しかったり急を要する時に、その日にいきなりお願いできる場所があ

ると安心感がちがう。 

 別にこれといって何も思ってない。 

 定期的な検診があり、詳しいところに相談できたらいいなと思う。３才児健診後就学前健

診までないので、相談できなくモヤモヤしてしまう・・・。 

 もっと気軽に相談できるような施設等があればと思う。子育てにお金がかかるので、職場

に復帰できるような保育園や、その他のアドバイスをしてくれるような行政以外の窓口

も必要だと思う。 

 身近な人・・・気軽に相談、気軽に預かってもらえる（短時間）。行政・・・共働きが多

いので、子どもが病気の時に見てもらえる病児保育の充実（施設や時間が増えればと願

う。）急な送迎や預かりに対応してもらえるシッター、家事代行等。 

 予防接種や検診が近くなれば教えてもらえる。金銭面において免除や減免される制度の

案内。申請（入園やその他について）の案内。小児科のサポート（豊岡市内に少ないと思

える為。） 

 困ったこと、心配ごとがあれば相談できる所を知れるものがあるといい。インターネット

で検索したら相談先がでてくるとか・・・。 

 保護者の目がとどかない場所など、子供が危険なことをしていても他人の子に注意し、見

守ってくれる方は少ない。地域で子育てができれば犯罪を防いだり、より良い関係が築け

ると思う。 

 気軽に相談できる（話を聞いてほしいだけの時もある。聞き上手でいてくれること。聞き

手側から意見を言われると、スッキリしないこともある。）人がいてくれること。育児ス

トレスがたまってしまった時に、親身になってサポートしてほしい。（例）信頼のできる

専門の人が一日預ってくれる、母子で宿泊してリフレッシュできるような施設があれば。） 

 正常、異常の判断のアドバイス。経験談、知識の共有。ベビー用品のレンタル。 

 登校前の付き添い。（集団登校の集合時間が、両親の出勤時間より遅いため、少しの時間

安全な場所で待たせてもらえると助かる。） 

 現在の社会情勢からして、夫婦２人＋子供の核家族が多く、但馬はまだ、祖父母の協力を

得られる方だが、夫婦２人ともが働かないと生活が成り立たない環境なため、昔のように

子供同志で学校外で遊ぶということがめっきりなく、調査票にも“仲のいい子”の欄に悩

んでしまう。気軽に子供同志のプライベート環境が欲しいなー。 
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 子連れでの買い物が大変なので、買い物の間見てもらえたり、遊ばせておけるような場所

があると良い。離乳食や幼児食、どのようなものを食べさせていけば良いか悩んだり困っ

たりするので、食育的なイベントや取り組みがもっとあれば良いと感じる。 

 私は職場が障害の相談窓口、又、元職が保育士であり、あまり困ることはないが、どこに

どんな相談ができるなど知らない方はある。又、相談しにくい、発信しにくい方もあるの

で、毎日行く場所（保育園や遊びの場）で窓口となる方の関わりやサポートがあれば、い

ろいろな困りの早期対応につながると思う。 

 リフレッシュのための一時保育。 

 メールやＬＩＮＥで相談できる（保健師さん、助産師さん、小児科医さん）←出産してす

ぐは気持ちも不安定になりやすいし、赤ちゃんと一緒に外出できない、赤ちゃんを任せて

の外出もしにくい、来訪は部屋を片づけたり、自分の身なりを整えないといけない。電話

は赤ちゃんがしっかり寝てくれているときしかできない（かかってきても泣いていると

受けづらい）から。 

 近所の人たちとの顔の見えるつながり。 

 たのめば見てもらえるがあずける不安がある。サポートについてはとくに思いつかない。 

 緊急時や用事の際にみてくれる場所（就労関係なく）あればいい。子育ての悩みを相談出

来る所。（こども園に入所するまでは特に必要。入所すれば園の先生に相談できる。）ママ

同士の交流。ママ友を作れる場所。（０～２才、こども園入るまでに欲しい。その頃に出

来たママ友は今でも良い相談相手になっている。） 

 ゆっくり話を聞いてもらいたい 

 私と妻も働いている。２人共の職は比較的協力的で助かっていますが、子供が熱を出して

しまった場合は休まなくてはいけない。こども園では子どもが熱を出すと見ていただけ

ない為。熱が数日続くと数日会社を休む。家庭的にも２人で働かなければいけない。熱を

出すたびに休んでいる事も正直困っている。熱を出していても預かってもらえる場所が

ほしい。 
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（４）お子さんの保護者の就労状況について 

問 10 お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えくださ

い。（（１）父親、（２）母親について、それぞれ１つだけ○） 

（１）父親 

「フルタイムで就労している」の割合が96.8％

と最も高くなっています。 

前回調査と比較すると、「フルタイムで就労し

ている」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い

る フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い

る
が
⺯
産
休
・
育
休
・
介
護
休

業
中
で
あ
る 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で

就
労
し
て
い
る 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で

就
労
し
て
い
る
が
⺯
産
休
・
育

休
・
介
護
休
業
中
で
あ
る 

以
前
は
就
労
し
て
い
た
が
⺯

現
在
は
就
労
し
て
い
な
い 

こ
れ
ま
で
就
労
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 343 96.8 0.6 0.3 － 0.6 － 1.7 

豊岡 213 97.2 0.9 － － 0.5 － 1.4 

城崎 11 90.9 － － － － － 9.1 

竹野 12 100.0 － － － － － － 

日高 70 94.3 － 1.4 － 1.4 － 2.9 

出石 30 100.0 － － － － － － 

但東 6 100.0 － － － － － － 

 

  

％

フルタイムで就労している

フルタイムで就労している
が、産休・育休・介護休業
中である

パート・アルバイト等で就
労している

パート・アルバイト等で就
労しているが、産休・育
休・介護休業中である

以前は就労していたが、現
在は就労していない

これまで就労したことがな
い

無回答

96.8

0.6

0.3

0.0

0.6

0.0

1.7

91.1

0.6

0.7

0.0

0.4

0.0

7.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 343）

前回調査

（回答者数 = 857）
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（２）母親 

「フルタイムで就労している」の割合が36.6％

と最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就

労している」の割合が 30.9％、「以前は就労して

いたが、現在は就労していない」の割合が 19.0％

となっています。 

前回調査と比較すると、「以前は就労していた

が、現在は就労していない」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い

る フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い

る
が
⺯
産
休
・
育
休
・
介
護
休

業
中
で
あ
る 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で

就
労
し
て
い
る 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で

就
労
し
て
い
る
が
⺯
産
休
・
育

休
・
介
護
休
業
中
で
あ
る 

以
前
は
就
労
し
て
い
た
が
⺯

現
在
は
就
労
し
て
い
な
い 

こ
れ
ま
で
就
労
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 363 36.6 10.2 30.9 1.7 19.0 0.6 1.1 

豊岡 222 36.5 11.7 26.6 1.8 21.2 0.9 1.4 

城崎 10 50.0 10.0 20.0 － 20.0 － － 

竹野 13 38.5 － 53.8 7.7 － － － 

日高 75 33.3 8.0 36.0 1.3 20.0 － 1.3 

出石 36 44.4 11.1 33.3 － 11.1 － － 

但東 6 16.7 － 66.7 － 16.7 － － 

 

  

％

フルタイムで就労している

フルタイムで就労している
が、産休・育休・介護休業
中である

パート・アルバイト等で就
労している

パート・アルバイト等で就
労しているが、産休・育
休・介護休業中である

以前は就労していたが、現
在は就労していない

これまで就労したことがな
い

無回答

36.6

10.2

30.9

1.7

19.0

0.6

1.1

31.6

8.9

31.0

1.5

24.7

0.5

1.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 363）

前回調査

（回答者数 = 857）
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問 10 で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

問 10－１ 就労日数、就労時間をお答えください。 

（数字は□内に１つずつ。時間は 08 時～18 時のように 24 時間制。） 

（１）父親 

①１週当たり就労日数 

「５日」の割合が 64.2％と最も高く、次いで

「６日」の割合が 28.7％となっています。 

前回調査と比較すると、「５日」の割合が増加

しています。一方、「６日」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

無
回
答 

全  体 335 － － 0.6 0.9 64.2 28.7 3.6 2.1 

豊岡 209 － － 0.5 0.5 64.1 27.8 3.8 3.3 

城崎 10 － － － － 50.0 40.0 10.0 － 

竹野 12 － － － － 58.3 41.7 － － 

日高 67 － － 1.5 3.0 65.7 28.4 1.5 － 

出石 30 － － － － 66.7 26.7 6.7 － 

但東 6 － － － － 66.7 33.3 － － 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.6

0.9

64.2

28.7

3.6

2.1

0.3

0.1

0.5

0.8

55.6

35.6

4.0

3.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 335）

前回調査

（回答者数 = 792）
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①１日当たり就労時間 

「８時間」の割合が 36.7％と最も高く、次いで

「10 時間」の割合が 20.0％、「９時間」の割合が

19.4％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

３
時
間
未
満 

３
時
間 

４
時
間 

５
時
間 

６
時
間 

７
時
間 

８
時
間 

９
時
間 

10
時
間 

 

11
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 335 － － － － 0.3 1.5 36.7 19.4 20.0 18.2 3.9 

豊岡 209 － － － － － 1.9 35.9 17.2 23.0 17.2 4.8 

城崎 10 － － － － － 10.0 20.0 40.0 － 30.0 － 

竹野 12 － － － － － － 58.3 16.7 8.3 16.7 － 

日高 67 － － － － 1.5 － 37.3 17.9 20.9 17.9 4.5 

出石 30 － － － － － － 40.0 30.0 10.0 20.0 － 

但東 6 － － － － － － 33.3 16.7 16.7 33.3 － 

 

  

本調査

（回答者数 = 335）

前回調査

（回答者数 = 792）

％

３時間未満

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

1.5

36.7

19.4

20.0

18.2

3.9

0.0

0.1

0.0

0.1

0.9

1.0

32.1

15.2

23.5

21.1

6.1

0 20 40 60 80 100
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②家を出る時刻 

「７時頃」の割合が 47.5％と最も高く、次いで

「８時頃」の割合が 29.9％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 335）

前回調査

（回答者数 = 792）

％

６時より前

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時以降

無回答

1.5

9.3

47.5

29.9

2.7

0.0

0.0

0.6

0.9

0.6

0.0

0.3

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

6.3

2.0

7.6

47.7

31.1

3.8

0.9

0.0

0.4

0.4

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.1

0.0

5.3

0 20 40 60 80 100
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②帰宅時刻 

「18 時頃」の割合が 32.2％と最も高く、次い

で「19 時頃」の割合が 23.0％、「20 時頃」の割合

が 14.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「18 時頃」の割合が増加

しています。一方、「19 時頃」「20 時頃」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 335）

前回調査

（回答者数 = 792）

％

６時より前

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時以降

無回答

0.9

0.3

1.8

1.2

1.2

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.3

4.5

32.2

23.0

14.9

5.4

6.0

6.6

1.3

0.0

0.1

0.3

0.4

0.8

0.0

0.3

0.0

0.1

0.1

1.6

3.9

20.1

28.3

21.2

10.2

6.1

5.3

0 20 40 60 80 100
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（２）母親 

①１週当たり就労日数 

「５日」の割合が73.6％と最も高くなっていま

す。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

無
回
答 

全  体 288 0.7 1.0 6.6 6.3 73.6 6.9 1.4 3.5 

豊岡 170 － 0.6 2.9 6.5 77.1 7.6 1.2 4.1 

城崎 8 － － 12.5 － 62.5 － 12.5 12.5 

竹野 13 － 7.7 7.7 23.1 61.5 － － － 

日高 59 － 1.7 11.9 6.8 71.2 6.8 － 1.7 

出石 32 － － 9.4 － 78.1 9.4 3.1 － 

但東 5 40.0 － 40.0 － 20.0 － － － 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.7

1.0

6.6

6.3

73.6

6.9

1.4

3.5

1.1

1.4

7.3

6.9

70.9

8.6

1.8

1.9

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 288）

前回調査

（回答者数 = 626）
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①１日当たり就労時間 

「８時間」の割合が 31.3％と最も高く、次いで

「７時間」の割合が 13.9％、「６時間」の割合が

13.2％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、日高で「９時間」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

３
時
間
未
満 

３
時
間 

４
時
間 

５
時
間 

６
時
間 

７
時
間 

８
時
間 

９
時
間 

10
時
間 

 

11
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 288 0.3 2.1 5.6 12.2 13.2 13.9 31.3 9.4 4.5 2.4 5.2 

豊岡 170 － 1.8 4.1 9.4 14.7 13.5 30.0 12.9 4.7 2.9 5.9 

城崎 8 － － － 12.5 － 12.5 62.5 － － － 12.5 

竹野 13 － 15.4 7.7 23.1 15.4 7.7 30.8 － － － － 

日高 59 1.7 1.7 8.5 16.9 13.6 10.2 33.9 1.7 5.1 1.7 5.1 

出石 32 － － 6.3 12.5 9.4 21.9 31.3 9.4 6.3 3.1 － 

但東 5 － － 20.0 20.0 － 40.0 － 20.0 － － － 

 

  

本調査

（回答者数 = 288）

前回調査

（回答者数 = 626）

％

３時間未満

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間以上

無回答

0.3

2.1

5.6

12.2

13.2

13.9

31.3

9.4

4.5

2.4

5.2

0.5

3.2

6.7

10.4

16.0

12.5

30.5

6.5

7.2

4.2

2.4

0 20 40 60 80 100



 24 

②家を出る時刻 

「８時頃」の割合が 55.2％と最も高く、次いで

「７時頃」の割合が 24.0％、「９時頃」の割合が

10.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「８時頃」の割合が増

加しています。一方、「９時頃」の割合が減少して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 288）

前回調査

（回答者数 = 626）

％

６時より前

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時以降

無回答

0.3

0.7

24.0

55.2

10.1

1.7

1.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.6

0.0

1.0

24.4

49.0

15.3

3.5

0.3

0.8

0.5

0.3

0.3

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

4.2

0 20 40 60 80 100
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②帰宅時刻 

「18 時頃」の割合が 34.0％と最も高く、次い

で「17 時頃」の割合が 17.7％、「16 時頃」の割合

が 12.2％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 288）

前回調査

（回答者数 = 626）

％

６時より前

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時以降

無回答

0.3

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

1.0

1.4

5.2

6.3

12.2

17.7

34.0

10.4

2.8

0.7

0.7

6.9

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

1.0

2.7

2.7

6.1

13.1

19.8

31.2

12.5

4.8

1.3

0.5

4.2

0 20 40 60 80 100
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問 10 で「３.４.」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

問 11 フルタイム勤務の希望はありますか。 

（（１）父親、（２）母親について、それぞれ１つだけ○） 

（１）父親 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

（２）母親 

「フルタイム勤務の希望はあるが、実現できる

見込みはない」の割合が 38.1％と最も高く、次い

で「パート・アルバイト等の就労を続けることを

希望」の割合が 34.7％、「フルタイム勤務の希望

があり、実現できる見込みがある」の割合が

11.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「フルタイム勤務の希

望はあるが、実現できる見込みはない」の割合が

増加しています。一方、「パート・アルバイト等の

就労を続けることを希望」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の

希
望
が
あ
り
⺯
実
現
で

き
る
見
込
み
が
あ
る 

フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の

希
望
は
あ
る
が
⺯
実
現

で
き
る
見
込
み
は
な

い パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

等
の
就
労
を
続
け
る

こ
と
を
希
望 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

等
を
や
め
て
子
育
て

や
家
事
に
専
念
し
た

い 無
回
答 

全  体 118 11.0 38.1 34.7 6.8 9.3 

豊岡 63 9.5 38.1 36.5 3.2 12.7 

城崎 2 － － 50.0 50.0 － 

竹野 8 25.0 25.0 50.0 － － 

日高 28 10.7 42.9 28.6 10.7 7.1 

出石 12 8.3 33.3 33.3 16.7 8.3 

但東 4 25.0 50.0 25.0 － － 

 

  

％

フルタイム勤務の希望があ
り、実現できる見込みがあ
る

フルタイム勤務の希望はあ
るが、実現できる見込みは
ない

パート・アルバイト等の就
労を続けることを希望

パート・アルバイト等をや
めて子育てや家事に専念し
たい

無回答

11.0

38.1

34.7

6.8

9.3

7.5

30.1

53.8

3.6

5.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 118）

前回調査

（回答者数 = 279）
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問 10 で「５.６.」（就労していない等）に○をつけた方にうかがいます。 

問 12 就労したいという希望はありますか。 

（（１）父親、（２）母親について、それぞれ１つだけ○。数字は□内に１つずつ。） 

（１）父親 

「子育てや家事などに専念したい（就労の予定

はない）」、「すぐにでも、もしくは１年以内に就

労したい」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが何歳になったら働きたいか 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 希望する就労形態 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

希望する勤務日数（１週あたり） 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

希望する勤務時間（１日あたり） 

有効回答がありませんでした。  

％

子育てや家事などに専念し
たい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子ど
もが何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

無回答

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

66.7

33.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 2）

前回調査

（回答者数 = 3）
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（２）母親 

「１年より先、一番下の子どもが何歳になった

ころに就労したい」の割合が43.7％と最も高く、

次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい」の割合が 28.2％、「子育てや家事などに専

念したい（就労の予定はない）」の割合が 19.7％

となっています。 

前回調査と比較すると、「すぐにでも、もしく

は１年以内に就労したい」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

子どもが何歳になったら働きたいか 

「３歳」の割合が 29.0％と最も高く、次いで

「１歳」の割合が 16.1％、「４歳」の割合が 12.9％

となっています。 

前回調査と比較すると、「１歳」「３歳」「８歳」

の割合が増加しています。一方、「４歳」「５歳」

「６歳」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子育てや家事などに専念し
たい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子ど
もが何歳になったころに就
労したい

すぐにでも、もしくは１年
以内に就労したい

無回答

19.7

43.7

28.2

8.5

18.1

42.6

34.3

5.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 71）

前回調査

（回答者数 = 216）

％

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳以上

無回答

16.1

9.7

29.0

12.9

0.0

0.0

6.5

9.7

3.2

3.2

0.0

9.7

7.6

10.9

19.6

20.7

6.5

12.0

10.9

2.2

0.0

6.5

1.1

2.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 31）

前回調査

（回答者数 = 92）



 29 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

希望する就労形態 

「フルタイム」の割合が 10.0％、「パートタイ

ム、アルバイト等」の割合が 90.0％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「パートタイム、アル

バイト等」の割合が増加しています。一方、「フル

タイム」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

希望する勤務日数（１週当たり） 

「３日」の割合が 38.9％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 33.3％、「５日」の割合が 27.8％

となっています。 

前回調査と比較すると、「３日」の割合が増加

しています。一方、「４日」「５日」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム

パートタイム、アルバイト
等

無回答

10.0

90.0

0.0

23.0

77.0

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 20）

前回調査

（回答者数 = 74）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

38.9

33.3

27.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.8

38.6

38.6

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 18）

前回調査

（回答者数 = 57）
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希望する勤務時間（１日当たり） 

「５時間」の割合が 44.4％と最も高く、次いで

「３時間」の割合が16.7％、「４時間」、「６時間」、

「７時間」の割合が 11.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「３時間」「５時間」「７

時間」の割合が増加しています。一方、「４時間」

「６時間」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 18）

前回調査

（回答者数 = 57）

％

３時間未満

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間以上

無回答

0.0

16.7

11.1

44.4

11.1

11.1

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.8

24.6

36.8

22.8

1.8

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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（５）お子さんの平日の定期的な教育・保育事業 

（幼稚園や保育所など）の利用状況について 

問 13 お子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利用さ

れていますか。（１つだけ○） 

「利用している」の割合が 71.2％、「利用して

いない」の割合が 28.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「利用している」の割

合が増加しています。一方、「利用していない」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 365 71.2 28.2 0.5 

豊岡 223 71.3 27.8 0.9 

城崎 11 81.8 18.2 － 

竹野 13 76.9 23.1 － 

日高 75 66.7 33.3 － 

出石 36 75.0 25.0 － 

但東 6 66.7 33.3 － 

 

  

％

利用している

利用していない

無回答

71.2

28.2

0.5

65.8

34.0

0.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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問 13 で「１.利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

問 13－１ お子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を

通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。 

（いくつでも○） 

また、現在の利用頻度、希望の利用頻度をお答えください。 

（数字は□内に１つずつ） 

「認定こども園」の割合が56.2％と最も高く、

次いで「認可保育所」の割合が 26.9％となってい

ます。 

前回調査と比較すると、「認定こども園」の割

合が増加しています。一方、「認可保育所」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、日高で「認可保育所」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

幼
稚
園 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
の
保
育
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 260 7.3 26.9 56.2 5.4 1.2 － 1.2 3.8 

豊岡 159 6.9 27.0 53.5 8.8 1.9 － － 3.8 

城崎 9 － － 77.8 － － － 11.1 11.1 

竹野 10 － － 100.0 － － － － － 

日高 50 － 42.0 56.0 － － － － 2.0 

出石 27 25.9 22.2 44.4 － － － 3.7 7.4 

但東 4 － － 100.0 － － － － － 

 

  

％

幼稚園

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

事業所内保育施設

認可外の保育施設

その他

無回答

7.3

26.9

56.2

5.4

1.2

0.0

1.2

3.8

10.3

38.1

44.9

1.2

1.2

0.9

1.6

2.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 260）

前回調査

（回答者数 = 564）
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１．幼稚園 

（１）現在の利用頻度 

１週間当たりの利用日数 

「５日」の割合が89.5％と最も高くなっていま

す。 

前回調査と比較すると、「７日」の割合が増加

しています。一方、「５日」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日当たりの利用時間 

「６時間」の割合が 47.4％と最も高く、次いで

「５時間」の割合が 31.6％、「８時間」の割合が

10.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「４時間」「５時間」の

割合が増加しています。一方、「６時間」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

89.5

0.0

5.3

5.3

0.0

0.0

0.0

1.7

94.8

1.7

0.0

1.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 58）

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 58）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

31.6

47.4

0.0

10.5

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.0

65.5

3.4

8.6

0.0

0.0

0.0

3.4

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「８時から」の割合が 73.7％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 21.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「９時から」の割合が

増加しています。一方、「８時から」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 58）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

0.0

73.7

21.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

0.0

89.7

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「14 時まで」の割合が 73.7％と最も高く、次

いで「13 時まで」の割合が 10.5％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「14 時まで」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.5

73.7

0.0

5.3

5.3

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.9

81.0

0.0

5.2

3.4

0.0

0.0

0.0

3.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 58）
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１．幼稚園 

（２）希望の利用頻度（どのくらい利用したいか） 

１週間当たりの利用日数 

「５日」の割合が73.7％と最も高くなっていま

す。 

前回調査と比較すると、「５日」「７日」の割合

が増加しています。一方、「６日」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

73.7

0.0

5.3

21.1

1.7

0.0

0.0

0.0

53.4

5.2

0.0

39.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 58）
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１日当たりの利用時間 

「８時間」の割合が 31.6％と最も高く、次いで

「７時間」の割合が 26.3％となっています。 

前回調査と比較すると、「７時間」「８時間」「９

時間」の割合が増加しています。一方、「６時間」

「10 時間」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 58）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

5.3

26.3

31.6

5.3

0.0

0.0

26.3

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

1.7

19.0

17.2

15.5

0.0

5.2

0.0

39.7

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「８時から」の割合が 57.9％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 15.8％となっています。 

前回調査と比較すると、「８時から」「９時から」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 58）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

0.0

57.9

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.3

0.0

3.4

48.3

5.2

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

41.4

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」の割合が 36.8％と最も高く、次

いで「15 時まで」の割合が 15.8％、「14 時まで」、

「17 時まで」の割合が 10.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「16 時まで」「17 時ま

で」の割合が増加しています。一方、「14 時まで」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 58）

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.5

15.8

36.8

10.5

0.0

0.0

0.0

26.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

20.7

13.8

17.2

1.7

3.4

0.0

0.0

41.4

0 20 40 60 80 100
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２．認可保育所 

（１）現在の利用頻度 

１週間当たりの利用日数 

「５日」の割合が90.0％と最も高くなっていま

す。 

前回調査と比較すると、「６日」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日当たりの利用時間 

「８時間」の割合が 28.6％と最も高く、次いで

「９時間」の割合が 22.9％、「10 時間」の割合が

21.4％となっています。 

前回調査と比較すると、「11 時間以上」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

2.9

90.0

2.9

0.0

4.3

1.9

0.5

0.0

0.0

86.0

10.7

0.5

0.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 70）

前回調査

（回答者数 = 215）

本調査

（回答者数 = 70）

前回調査

（回答者数 = 215）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

28.6

22.9

21.4

2.9

4.3

0.0

0.0

0.0

0.9

0.5

0.0

2.3

17.7

30.7

20.0

18.1

7.9

1.9

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「８時から」の割合が 51.4％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 32.9％、「７時から」の

割合が 10.0％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 70）

前回調査

（回答者数 = 215）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

10.0

51.4

32.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

13.0

49.8

34.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」の割合が 38.6％と最も高く、次

いで「18 時まで」の割合が 25.7％、「17 時まで」

の割合が 24.3％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

38.6

24.3

25.7

4.3

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.5

35.8

27.0

29.3

5.1

0.0

1.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 70）

前回調査

（回答者数 = 215）
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２．認可保育所 

（２）希望の利用頻度（どのくらい利用したいか） 

１週間当たりの利用日数 

「５日」の割合が77.1％と最も高くなっていま

す。 

前回調査と比較すると、「５日」の割合が増加

しています。一方、「６日」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

77.1

2.9

0.0

20.0

0.9

0.5

0.5

0.5

43.7

11.2

0.0

42.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 70）

前回調査

（回答者数 = 215）
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１日当たりの利用時間 

「９時間」の割合が 24.3％と最も高く、次いで

「８時間」の割合が 18.6％、「10 時間」の割合が

17.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「７時間」「９時間」「10

時間」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 70）

前回調査

（回答者数 = 215）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

12.9

18.6

24.3

17.1

5.7

20.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.0

1.4

6.5

16.3

14.0

9.3

7.9

43.7

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「８時から」の割合が 47.1％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 20.0％、「７時から」の

割合が 11.4％となっています。 

前回調査と比較すると、「８時から」の割合が

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 70）

前回調査

（回答者数 = 215）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

11.4

47.1

20.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

9.8

27.4

18.6

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

43.3

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」の割合が 24.3％と最も高く、次

いで「17 時まで」、「18 時まで」の割合が 22.9％

となっています。 

前回調査と比較すると、「16 時まで」「17 時ま

で」「18 時まで」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

24.3

22.9

22.9

8.6

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.9

14.9

16.3

16.7

6.5

0.9

43.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 70）

前回調査

（回答者数 = 215）
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３．認定こども園 

（１）現在の利用頻度 

１週間当たりの利用日数 

「５日」の割合が89.7％と最も高くなっていま

す。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日当たりの利用時間 

「８時間」の割合が 35.6％と最も高く、次いで

「10 時間」の割合が 19.2％、「９時間」の割合が

17.1％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

89.7

7.5

0.0

2.7

1.2

0.0

0.0

1.2

85.8

11.5

0.0

0.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 146）

前回調査

（回答者数 = 253）

本調査

（回答者数 = 146）

前回調査

（回答者数 = 253）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

4.8

13.0

35.6

17.1

19.2

4.1

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

5.1

6.7

16.2

34.4

16.6

15.4

3.6

1.6

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「８時から」の割合が 64.4％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 22.6％となっています。 

前回調査と比較すると、「９時から」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 146）

前回調査

（回答者数 = 253）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

8.9

64.4

22.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

7.5

62.1

28.9

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」の割合が 35.6％と最も高く、次

いで「18 時まで」の割合が 26.7％、「17 時まで」

の割合が 23.3％となっています。 

前回調査と比較すると、「18 時まで」の割合が

増加しています。一方、「16 時まで」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

4.1

4.8

35.6

23.3

26.7

0.7

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

8.3

2.4

41.5

22.5

20.9

2.8

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 146）

前回調査

（回答者数 = 253）
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３．認定こども園 

（２）希望の利用頻度（どのくらい利用したいか） 

１週間当たりの利用日数 

「５日」の割合が 65.8％と最も高く、次いで

「６日」の割合が 11.6％となっています。 

前回調査と比較すると、「５日」の割合が増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.7

65.8

11.6

0.0

21.9

0.8

0.0

1.2

0.4

41.5

11.9

0.0

44.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 146）

前回調査

（回答者数 = 253）
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１日当たりの利用時間 

「８時間」の割合が 23.3％と最も高く、次いで

「９時間」の割合が 17.1％、「10 時間」の割合が

15.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「８時間」「９時間」の

割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 146）

前回調査

（回答者数 = 253）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

8.2

23.3

17.1

15.1

9.6

21.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

2.8

7.9

17.0

11.1

10.3

5.1

44.3

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「８時から」の割合が 45.2％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 17.1％、「７時から」の

割合が 15.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「７時から」「８時から」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 146）

前回調査

（回答者数 = 253）

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

15.1

45.2

17.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

21.9

0.0

7.1

33.6

13.8

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45.1

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」の割合が 22.6％と最も高く、次

いで「18 時まで」の割合が 21.2％、「17 時まで」

の割合が 19.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「16 時まで」「18 時ま

で」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

2.1

22.6

19.9

21.2

8.9

0.7

21.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

2.4

2.8

15.0

15.8

13.0

5.1

0.4

45.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 146）

前回調査

（回答者数 = 253）
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４．小規模な保育施設 

（１）現在の利用頻度 

１週間当たりの利用日数 

「５日」の割合が85.7％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

85.7

7.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

71.4

28.6

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 14）

前回調査

（回答者数 = 7）
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１日当たりの利用時間 

「７時間」、「８時間」、「10 時間」の割合が

28.6％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 14）

前回調査

（回答者数 = 7）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.6

28.6

7.1

28.6

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

0.0

14.3

28.6

14.3

14.3

0.0

14.3

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「８時から」の割合が 50.0％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 28.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 14）

前回調査

（回答者数 = 7）

％

７時未満

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

7.1

50.0

28.6

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

0.0

57.1

42.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」、「17 時まで」、「18 時まで」の割

合が 28.6％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

28.6

28.6

28.6

0.0

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

42.9

28.6

28.6

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 14）

前回調査

（回答者数 = 7）
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４．小規模な保育施設 

（２）希望の利用頻度（どのくらい利用したいか） 

１週間当たりの利用日数 

「５日」の割合が71.4％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

71.4

0.0

0.0

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

28.6

0.0

0.0

71.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 14）

前回調査

（回答者数 = 7）
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１日当たりの利用時間 

「８時間」の割合が 28.6％と最も高く、次いで

「10 時間」の割合が 21.4％、「11 時間以上」の割

合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 14）

前回調査

（回答者数 = 7）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.6

7.1

21.4

14.3

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.6

0.0

0.0

0.0

71.4

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「８時から」の割合が 50.0％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 14）

前回調査

（回答者数 = 7）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

7.1

50.0

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.6

0.0

0.0

14.3

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71.4

0 20 40 60 80 100



 61 

利用終了時間 

「18 時まで」の割合が 28.6％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 21.4％、「16 時まで」

の割合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

21.4

28.6

7.1

0.0

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

14.3

0.0

0.0

0.0

71.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 14）

前回調査

（回答者数 = 7）



 62 

５．事業所内保育施設 

（１）現在の利用頻度 

１週間当たりの利用日数 

「５日」が３件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日当たりの利用時間 

「10 時間」が２件となっています。「８時間」

が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

14.3

0.0

14.3

14.3

57.1

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 7）

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 7）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

57.1

14.3

28.6

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100



 63 

利用開始時間 

「８時から」が３件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 7）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

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

14.3

71.4

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100



 64 

利用終了時間 

「18 時まで」が２件となっています。「16 時ま

で」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.6

42.9

28.6

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 7）



 65 

５．事業所内保育施設 

（２）希望の利用頻度（どのくらい利用したいか） 

１週間当たりの利用日数 

「５日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

42.9

0.0

0.0

57.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 7）
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１日当たりの利用時間 

「10 時間」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 7）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

14.3

14.3

0.0

57.1

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「８時から」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 7）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66.7

0.0

0.0

28.6

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

57.1

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「18 時まで」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．認可外の保育施設 

（１）現在の利用頻度 

１週間当たりの利用日数 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

１日当たりの利用時間 

有効回答がありませんでした。 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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

0.0

28.6

14.3

0.0

0.0

57.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 7）
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利用開始時間 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

利用終了時間 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

６．認可外の保育施設 

（２）希望の利用頻度（どのくらい利用したいか） 

１週間当たりの利用日数 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

１日当たりの利用時間 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

利用開始時間 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

利用終了時間 

有効回答がありませんでした。 
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７．その他 

（１）現在の利用頻度 

１週間当たりの利用日数 

「５日」が２件となっています。「１日」が１件

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日当たりの利用時間 

「２時間」が２件となっています。「３時間」が

１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

33.3

0.0

0.0

0.0

66.7

0.0

0.0

0.0

55.6

22.2

0.0

0.0

11.1

0.0

0.0

11.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 9）

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 9）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

66.7

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

44.4

0.0

0.0

0.0

11.1

11.1

0.0

0.0

11.1

11.1

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「14 時から」が２件となっています。「15 時か

ら」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 9）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66.7

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

11.1

44.4

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」が２件となっています。「18 時ま

で」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66.7

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.2

33.3

0.0

0.0

22.2

0.0

11.1

0.0

0.0

11.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 9）
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７．その他 

（２）希望の利用頻度（どのくらい利用したいか） 

１週間当たりの利用日数 

「２日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66.7

11.1

22.2

0.0

0.0

22.2

0.0

0.0

44.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 9）
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１日当たりの利用時間 

「４時間」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 9）

％

１時間未満

１時間

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

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66.7

0.0

0.0

0.0

11.1

0.0

11.1

11.1

0.0

0.0

0.0

11.1

11.1

44.4

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間 

「12 時から」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 9）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66.7

0.0

11.1

11.1

22.2

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

44.4

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

11.1

11.1

0.0

0.0

22.2

0.0

0.0

44.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 9）
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問 13 で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 13－２ 利用していない理由は何ですか。（いくつでも○） 

「子どもがまだ小さいため（何歳くらいになっ

たら利用しようと考えている）」の割合が 49.5％

と最も高く、次いで「子どもの父親か母親が就労

していないなどの理由で、利用する必要がない」

の割合が 43.7％となっています。 

前回調査と比較すると、「子どもの父親か母親

が就労していないなどの理由で、利用する必要が

ない」「子どもの祖父母や親戚の人がみている」

「利用したいが、保育・教育の事業に空きがない」

「利用したいが、経済的な理由で事業を利用でき

ない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子どもの父親か母親が就労
していないなどの理由で、
利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人
がみている

近所の人や父母の友人・知
人がみている

利用したいが、保育・教育
の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理
由で事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間
等の時間帯の条件が合わな
い

利用したいが、事業の質や
場所など、納得できる事業
がない

子どもがまだ小さいため
（何歳くらいになったら利
用しようと考えている）

その他

無回答

43.7

3.9

0.0

1.9

2.9

0.0

0.0

49.5

17.5

4.9

55.3

11.3

0.0

10.3

7.9

2.4

2.1

48.8

12.0

0.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 103）

前回調査

（回答者数 = 291）
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【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

子
ど
も
の
父
親
か
母
親
が
就
労
し
て
い
な
い
な

ど
の
理
由
で
⺯
利
用
す
る
必
要
が
な
い 

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親
戚
の
人
が
み
て
い
る 

近
所
の
人
や
父
母
の
友
人
・
知
人
が
み
て
い
る 

利
用
し
た
い
が
⺯
保
育
・
教
育
の
事
業
に
空
き
が

な
い 

利
用
し
た
い
が
⺯
経
済
的
な
理
由
で
事
業
を
利

用
で
き
な
い 

利
用
し
た
い
が
⺯
延
長
・
夜
間
等
の
時
間
帯
の
条

件
が
合
わ
な
い 

利
用
し
た
い
が
⺯
事
業
の
質
や
場
所
な
ど
⺯
納
得

で
き
る
事
業
が
な
い 

子
ど
も
が
ま
だ
小
さ
い
た
め
⺺
何
歳
く
ら
い
に

な
⻒
た
ら
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
⺻ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 103 43.7 3.9 － 1.9 2.9 － － 49.5 17.5 4.9 

豊岡 62 53.2 4.8 － 3.2 1.6 － － 48.4 11.3 4.8 

城崎 2 100.0 － － － － － － － － － 

竹野 3 － － － － － － － 100.0 － － 

日高 25 16.0 － － － 8.0 － － 48.0 36.0 8.0 

出石 9 55.6 11.1 － － － － － 66.7 11.1 － 

但東 2 50.0 － － － － － － － 50.0 － 

 

 

教育・保育事業の利用を考える子どもの年齢 

「１歳」の割合が 39.2％と最も高く、次いで

「３歳」の割合が 31.4％、「２歳」の割合が 19.6％

となっています。 

前回調査と比較すると、「１歳」の割合が増加

しています。一方、「４歳」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

0.0

39.2

19.6

31.4

3.9

0.0

5.9

1.4

27.5

16.2

33.1

15.5

2.1

4.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 51）

前回調査

（回答者数 = 142）
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すべての方にうかがいます。 

問 14 現在、平日の教育・保育の事業を利用している、利用していないにかかわらず、

お子さんが何歳になったら平日の教育・保育事業を「定期的に」利用したいと希望

されるのか、現在のお子さんの年齢（月齢）以降、各年齢別に５歳までについて、

次欄の【希望する教育・保育事業】から当てはまる番号をお答えください。 

※なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

０歳（生後２～６カ月） 

「認定こども園」の割合が12.3％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
⻗
ミ
リ
⺳
・
サ
ポ
⺳

ト
・
セ
ン
タ
⺳ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 73 8.2 12.3 5.5 5.5 － － 5.5 2.7 6.8 67.1 

豊岡 50 8.0 12.0 8.0 6.0 － － 4.0 4.0 8.0 66.0 

城崎 1 － 100.0 － － － － － － － － 

竹野 2 － 50.0 － － － － － － － 50.0 

日高 13 7.7 7.7 － 7.7 － － 7.7 － 7.7 76.9 

出石 6 16.7 － － － － － － － － 83.3 

但東 1 － － － － － － 100.0 － － － 

 

  

回答者数 = 73 ％

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

8.2

12.3

5.5

5.5

0.0

0.0

5.5

2.7

6.8

67.1

0 20 40 60 80 100
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０歳（生後７～12 カ月） 

「認定こども園」の割合が18.8％と最も高く、

次いで「認可保育所」の割合が 14.9％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
⻗
ミ
リ
⺳
・
サ
ポ
⺳

ト
・
セ
ン
タ
⺳ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 101 14.9 18.8 6.9 5.0 － － 5.0 2.0 5.0 59.4 

豊岡 68 13.2 20.6 10.3 5.9 － － 2.9 2.9 5.9 60.3 

城崎 1 － 100.0 － － － － － － － － 

竹野 4 － 50.0 － － － － － － － 50.0 

日高 20 15.0 10.0 － 5.0 － － 10.0 － 5.0 65.0 

出石 7 42.9 － － － － － － － － 57.1 

但東 1 － － － － － － 100.0 － － － 

 

  

回答者数 = 101 ％

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

14.9

18.8

6.9

5.0

0.0

0.0

5.0

2.0

5.0

59.4

0 20 40 60 80 100
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１歳 

「認定こども園」の割合が46.8％と最も高く、

次いで「認可保育所」の割合が 30.1％、「小規模

な保育施設」の割合が 18.6％となっています。 

前回調査と比較すると、「認定こども園」「小規

模な保育施設」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
⻗
ミ
リ
⺳
・
サ
ポ
⺳

ト
・
セ
ン
タ
⺳ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 156 30.1 46.8 18.6 3.2 1.9 1.9 1.3 2.6 0.6 39.1 

豊岡 101 35.6 45.5 24.8 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 － 42.6 

城崎 2 － 100.0 － － － － － － － － 

竹野 5 － 80.0 － － － － － 20.0 － － 

日高 31 22.6 51.6 9.7 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 32.3 

出石 16 25.0 25.0 6.3 6.3 － － － － － 50.0 

但東 1 － 100.0 － － － － － － － － 

 

  

％

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

30.1

46.8

18.6

3.2

1.9

1.9

1.3

2.6

0.6

39.1

34.7

29.0

6.5

1.5

1.9

1.5

1.5

4.2

1.1

45.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 156）

前回調査

（回答者数 = 262）
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２歳 

「認定こども園」の割合が50.7％と最も高く、

次いで「認可保育所」の割合が 36.8％、「小規模

な保育施設」の割合が 15.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「認定こども園」「小規

模な保育施設」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、豊岡で「小規模な保育施設」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
⻗
ミ
リ
⺳
・
サ
ポ
⺳

ト
・
セ
ン
タ
⺳ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 201 36.8 50.7 15.9 2.0 4.0 1.0 1.5 2.5 0.5 30.8 

豊岡 131 40.5 54.2 22.9 3.1 5.3 0.8 2.3 2.3 － 27.5 

城崎 3 － 66.7 － － － － － － － 33.3 

竹野 6 － 66.7 － － － － － 33.3 － 16.7 

日高 39 35.9 46.2 2.6 － 2.6 2.6 － － 2.6 35.9 

出石 20 35.0 30.0 5.0 － － － － － － 45.0 

但東 2 － 50.0 － － － － － － － 50.0 

 

  

％

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

36.8

50.7

15.9

2.0

4.0

1.0

1.5

2.5

0.5

30.8

37.8

31.6

5.5

1.7

2.2

1.2

1.7

4.1

1.2

41.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 201）

前回調査

（回答者数 = 418）
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３歳 

「認定こども園」の割合が60.8％と最も高く、

次いで「認可保育所」の割合が 33.3％、「幼稚園」

の割合が 14.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「認定こども園」の割

合が増加しています。一方、「認可保育所」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

幼
稚
園 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
⻗
ミ
リ
⺳
・
サ
ポ
⺳

ト
・
セ
ン
タ
⺳ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 255 14.1 33.3 60.8 8.2 1.2 2.7 0.8 0.8 3.1 － 23.9 

豊岡 160 17.5 36.9 62.5 10.0 1.9 3.1 0.6 1.3 3.1 － 21.3 

城崎 6 － 16.7 50.0 － － － － － － － 33.3 

竹野 9 11.1 11.1 66.7 11.1 － － － － 22.2 － 22.2 

日高 49 6.1 30.6 65.3 8.2 － 4.1 2.0 － 2.0 － 26.5 

出石 29 13.8 31.0 44.8 － － － － － － － 31.0 

但東 2 － － 50.0 － － － － － － － 50.0 

 

  

％

幼稚園

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

14.1

33.3

60.8

8.2

1.2

2.7

0.8

0.8

3.1

0.0

23.9

15.0

42.5

45.6

5.1

2.0

2.7

1.5

1.8

5.3

0.5

23.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 255）

前回調査

（回答者数 = 548）
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４歳 

「認定こども園」の割合が57.4％と最も高く、

次いで「認可保育所」の割合が 30.0％、「幼稚園」

の割合が 18.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「認定こども園」の割

合が増加しています。一方、「幼稚園」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、日高で「幼稚園」の割合が、出石で「認定こども園」の割合が低くなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

幼
稚
園 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
⻗
ミ
リ
⺳
・
サ
ポ
⺳

ト
・
セ
ン
タ
⺳ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 303 18.5 30.0 57.4 4.6 0.7 1.7 0.7 0.7 2.3 － 24.4 

豊岡 186 22.6 33.9 57.5 5.4 1.1 1.6 0.5 1.1 2.7 － 23.7 

城崎 10 10.0 － 70.0 － － － － － － － 20.0 

竹野 11 9.1 9.1 72.7 － － － － － 9.1 － 27.3 

日高 62 6.5 29.0 64.5 6.5 － 3.2 1.6 － 1.6 － 21.0 

出石 31 25.8 29.0 35.5 － － － － － － － 32.3 

但東 3 － － 33.3 － － － － － － － 66.7 

 

  

％

幼稚園

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

18.5

30.0

57.4

4.6

0.7

1.7

0.7

0.7

2.3

0.0

24.4

29.5

33.3

45.6

3.8

1.8

2.6

1.7

2.1

5.6

0.6

17.9

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 303）

前回調査

（回答者数 = 655）
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５歳 

「認定こども園」の割合が57.0％と最も高く、

次いで「認可保育所」の割合が 27.8％、「幼稚園」

の割合が 20.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「認定こども園」の割

合が増加しています。一方、「幼稚園」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、日高で「幼稚園」の割合が、出石で「認定こども園」の割合が低くなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

幼
稚
園 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
⻗
ミ
リ
⺳
・
サ
ポ
⺳

ト
・
セ
ン
タ
⺳ 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 356 20.2 27.8 57.0 3.9 0.6 2.0 0.8 0.8 2.5 － 25.3 

豊岡 218 25.2 31.2 58.7 5.0 0.9 1.8 0.9 1.4 2.8 － 22.5 

城崎 11 9.1 － 63.6 － － － － － － － 27.3 

竹野 12 8.3 8.3 75.0 － － － － － 16.7 － 25.0 

日高 74 8.1 29.7 59.5 4.1 － 4.1 1.4 － 1.4 － 25.7 

出石 36 25.0 22.2 33.3 － － － － － － － 38.9 

但東 5 － － 60.0 － － － － － － － 40.0 

 

  

％

幼稚園

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

20.2

27.8

57.0

3.9

0.6

2.0

0.8

0.8

2.5

0.0

25.3

34.3

27.2

42.9

3.3

1.8

2.7

1.6

2.5

5.3

0.7

19.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 356）

前回調査

（回答者数 = 769）
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（６）お子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について 

問 15 お子さんは、現在、親子が集まって過ごしたり、相談をしたり、情報提供を受け

たりする子育てセンターや各地域で開催の親子交流事業等を利用していますか。 

（利用されているものすべてに○。また、おおよその利用回数（頻度）を□内にご

記入ください。） 

「利用していない」の割合が 73.2％と最も高

く、次いで「子育てセンター（親子が集まって過

ごしたり、相談をする場）」の割合が 20.8％とな

っています。 

前回調査と比較すると、「利用していない」の

割合が増加しています。一方、「子育てセンター

（親子が集まって過ごしたり、相談をする場）」

「乳幼児親子交流事業、幼児親子活動事業等」の

割合が減少しています。 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

子
育
て
セ
ン
タ
⺳
⺺
親

子
が
集
ま
⻒
て
過
ご

し
た
り
⺯
相
談
を
す
る

場
⺻ 

乳
幼
児
親
子
交
流
事

業
⺯
幼
児
親
子
活
動
事

業
等 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 365 20.8 6.3 73.2 3.3 

豊岡 223 19.3 6.3 74.9 3.1 

城崎 11 9.1 18.2 72.7 － 

竹野 13 30.8 － 69.2 － 

日高 75 22.7 4.0 72.0 4.0 

出石 36 25.0 11.1 66.7 5.6 

但東 6 33.3 － 66.7 － 

 

  

％

子育てセンター（親子が集
まって過ごしたり、相談を
する場）

乳幼児親子交流事業、幼児
親子活動事業等

利用していない

無回答

20.8

6.3

73.2

3.3

26.8

11.6

67.7

2.6

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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１．子育てセンター 

１週当たり利用回数 

「１回」の割合が13.2％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月当たり利用回数 

「１回程度」の割合が 40.8％と最も高く、次い

で「２回程度」の割合が 23.7％となっています。 

前回程度調査と比較すると、「１回程度」の割

合が増加しています。一方、「４回程度」「８回程

度」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 76 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

13.2

5.3

7.9

0.0

1.3

0.0

0.0

72.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 76）

前回調査

（回答者数 = 230）

％

１回程度

２回程度

３回程度

４回程度

５回程度

６回程度

７回程度

８回程度

９回程度

10回程度

11～15回程度

16～20回程度

21回以上

無回答

40.8

23.7

6.6

3.9

3.9

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

3.9

1.3

0.0

13.2

31.7

21.7

10.0

15.7

2.2

2.6

0.4

8.3

0.0

0.0

3.0

3.0

0.4

0.9

0 20 40 60 80 100
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２．乳幼児親子交流事業、幼児親子活動事業等 

１週当たり利用回数 

「１回」の割合が 8.7％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月当たり利用回数 

「１回程度」の割合が 73.9％と最も高く、次い

で「２回程度」の割合が 13.0％となっています。 

前回程度調査と比較すると、「１回程度」の割

合が増加しています。一方、「３回程度」「４回程

度」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 23 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

91.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 23）

前回調査

（回答者数 = 99）

％

１回程度

２回程度

３回程度

４回程度

５回程度

６回程度

７回程度

８回程度

９回程度

10回程度

11～15回程度

16～20回程度

21回以上

無回答

73.9

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.7

51.5

13.1

5.1

19.2

2.0

3.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0 20 40 60 80 100
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問 16 問 15 のような地域子育て支援事業について、今は利用していないが、できれば

今後利用したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。 

（１つだけ○。また、おおよその利用回数（頻度）を□内にご記入ください。） 

「新たに利用したり、利用日数を増やしたいと

は思わない」の割合が 61.6％と最も高く、次いで

「利用していないが、今後利用したい」の割合が

20.3％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
て
い
な
い
が
⺯

今
後
利
用
し
た
い 

す
で
に
利
用
し
て
い

る
が
⺯
今
後
利
用
日
数

を
増
や
し
た
い 

新
た
に
利
用
し
た
り
⺯

利
用
日
数
を
増
や
し

た
い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 365 20.3 9.9 61.6 8.2 

豊岡 223 21.1 9.0 61.4 8.5 

城崎 11 － 27.3 72.7 － 

竹野 13 38.5 15.4 38.5 7.7 

日高 75 16.0 10.7 65.3 8.0 

出石 36 25.0 5.6 58.3 11.1 

但東 6 16.7 16.7 66.7 － 

 

  

％

利用していないが、今後利
用したい

すでに利用しているが、今
後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日
数を増やしたいとは思わな
い

無回答

20.3

9.9

61.6

8.2

18.7

13.4

63.5

4.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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１．利用していないが、今後利用したい 

希望する１週当たり利用回数 

「１回」の割合が32.4％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する１ヶ月当たり利用回数 

「１回程度」の割合が 47.3％と最も高く、次い

で「２回程度」の割合が 16.2％となっています。 

前回程度調査と比較すると、「１回程度」「２回

程度」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 74 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

32.4

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 74）

前回調査

（回答者数 = 160）

％

１回程度

２回程度

３回程度

４回程度

５回程度

６回程度

７回程度

８回程度

９回程度

10回程度

11～15回程度

16～20回程度

21回以上

無回答

47.3

16.2

4.1

9.5

5.4

0.0

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.9

52.5

23.8

3.1

8.8

2.5

0.0

0.0

2.5

0.0

0.6

0.6

0.0

0.6

5.0

0 20 40 60 80 100
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２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 

希望する１週当たり利用回数 

「１回」の割合が36.1％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する１ヶ月当たり利用回数 

「２回程度」の割合が 36.1％と最も高く、次い

で「４回程度」の割合が 19.4％となっています。 

前回程度調査と比較すると、「２回程度」の割

合が増加しています。一方、「１回程度」「３回程

度」「５回程度」「８回程度」「11～15 回程度」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 36 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

36.1

8.3

5.6

2.8

0.0

2.8

0.0

44.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 36）

前回調査

（回答者数 = 115）

％

１回程度

２回程度

３回程度

４回程度

５回程度

６回程度

７回程度

８回程度

９回程度

10回程度

11～15回程度

16～20回程度

21回以上

無回答

0.0

36.1

2.8

19.4

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

2.8

33.3

8.7

20.9

8.7

22.6

5.2

1.7

0.0

14.8

0.9

0.9

5.2

4.3

0.0

6.1

0 20 40 60 80 100
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（７）お子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な 

教育・保育事業の利用希望について 

問 17 お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、「定期的に」教育・保育の事業を

利用したいと思いますか（一時的な利用は除きます）。（一つだけ○。また、利用し

たい時間帯も□内にご記入ください。）なお、これらの事業の利用には、一定の利用

者負担が発生します。 

※教育・保育事業とは、幼稚園、認可保育所、認定こども園、認可外保育施設など

の事業を指します。親族・知人による預かりは含みません。 

（１）土曜日 

「利用する必要はない」の割合が61.4％と最も

高く、次いで「月に１～２回は利用したい」の割

合が 28.8％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

  

％

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

無回答

61.4

7.9

28.8

1.9

56.9

12.3

29.4

1.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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希望開始時間 

「８時から」の割合が 47.8％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 32.1％、「７時から」の

割合が 11.2％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

７
時
よ
り
前 

７
時
か
ら 

８
時
か
ら 

９
時
か
ら 

10
時
か
ら 

11
時
か
ら 

12
時
か
ら 

13
時
か
ら 

14
時
か
ら 

15
時
か
ら 

16
時
か
ら 

17
時
か
ら 

18
時
か
ら 

19
時
以
降 

無
回
答 

全  体 134 － 11.2 47.8 32.1 4.5 － 0.7 － － － － － － － 3.7 

豊岡 83 － 9.6 48.2 34.9 3.6 － 1.2 － － － － － － － 2.4 

城崎 4 － 25.0 25.0 25.0 － － － － － － － － － － 25.0 

竹野 4 － 25.0 75.0 － － － － － － － － － － － － 

日高 26 － 7.7 38.5 46.2 3.8 － － － － － － － － － 3.8 

出石 14 － 21.4 57.1 7.1 7.1 － － － － － － － － － 7.1 

但東 3 － － 66.7 － 33.3 － － － － － － － － － － 

 

  

本調査

（回答者数 = 134）

前回調査

（回答者数 = 357）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

11.2

47.8

32.1

4.5

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

11.2

47.6

33.6

2.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

4.8

0 20 40 60 80 100
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希望終了時間 

「17 時まで」の割合が 26.9％と最も高く、次

いで「18 時まで」の割合が 24.6％、「16 時まで」

の割合が 20.1％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

2.2

6.0

3.0

6.7

20.1

26.9

24.6

3.7

0.7

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

4.2

1.7

1.4

5.9

23.8

24.6

25.5

7.0

0.8

4.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 134）

前回調査

（回答者数 = 357）
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（２）日曜・祝日※2023 年度現在、豊岡市には休日保育所はありません。 

「利用する必要はない」の割合が80.8％と最も

高く、次いで「月に１～２回は利用したい」の割

合が 15.6％となっています。 

前回調査と比較すると、「利用する必要はない」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
す
る
必
要
は
な

い ほ
ぼ
毎
週
利
用
し
た

い 月
に
１
⺶
２
回
は
利

用
し
た
い 

無
回
答 

全  体 365 80.8 1.4 15.6 2.2 

豊岡 223 81.2 1.8 14.3 2.7 

城崎 11 72.7 9.1 18.2 － 

竹野 13 84.6 － 15.4 － 

日高 75 81.3 － 18.7 － 

出石 36 75.0 － 19.4 5.6 

但東 6 100.0 － － － 

 

  

％

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

無回答

80.8

1.4

15.6

2.2

75.6

2.6

19.3

2.6

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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希望開始時間 

「８時から」の割合が 51.6％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 27.4％、「７時から」の

割合が 14.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「８時から」の割合が

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 62）

前回調査

（回答者数 = 187）

％

７時未満

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

14.5

51.6

27.4

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

14.4

45.5

31.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

6.4

0 20 40 60 80 100
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希望終了時間 

「17 時まで」の割合が 30.6％と最も高く、次

いで「16 時まで」、「18 時まで」の割合が 24.2％

となっています。 

前回調査と比較すると、「17 時まで」の割合が

増加しています。一方、「18 時まで」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

4.8

0.0

3.2

24.2

30.6

24.2

4.8

1.6

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

1.6

0.0

0.0

5.3

19.8

25.1

32.1

7.0

2.1

6.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 62）

前回調査

（回答者数 = 187）
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「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。 

問 18 お子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育の事業の

利用を希望しますか。（一つだけ○。また、利用したい時間帯も□内にご記入くださ

い。）なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

「休みの期間中、週に数日利用したい」の割合

が 47.4％と最も高く、次いで「利用する必要はな

い」の割合が 26.3％、「休みの期間中、ほぼ毎日

利用したい」の割合が 15.8％となっています。 

前回調査と比較すると、「休みの期間中、週に

数日利用したい」の割合が増加しています。一方、

「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」の割合が

減少しています。 

 

 

 

希望開始時間 

「８時から」の割合が 75.0％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 16.7％となっています。 

前回調査と比較すると、「８時から」の割合が

増加しています。一方、「９時から」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

利用する必要はない

休みの期間中、ほぼ毎日利
用したい

休みの期間中、週に数日利
用したい

無回答

26.3

15.8

47.4

10.5

25.9

41.4

29.3

3.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 12）

前回調査

（回答者数 = 41）

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 58）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

0.0

75.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

0.0

4.9

56.1

34.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0 20 40 60 80 100
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希望終了時間 

「16 時まで」の割合が 33.3％と最も高く、次

いで「14 時まで」の割合が 25.0％、「18 時まで」

の割合が 16.7％となっています。 

前回調査と比較すると、「14 時まで」「18 時ま

で」の割合が増加しています。一方、「17 時まで」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

19時１分以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

8.3

33.3

8.3

16.7

0.0

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

17.1

9.8

34.1

17.1

9.8

4.9

0.0

4.9

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 12）

前回調査

（回答者数 = 41）
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（８）お子さんの病気の際の対応について 

（平日、幼稚園や保育所等などを利用する方のみ） 

問 19 この１年間に、お子さんが病気やケガで幼稚園や保育所等に通園できなかったこ

とはありますか。（１つだけ○） 

「あった」の割合が 90.4％、「なかった」の割

合が 6.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「あった」の割合が増

加しています。一方、「なかった」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

あ
⻒
た 

な
か
⻒
た 

無
回
答 

全  体 260 90.4 6.9 2.7 

豊岡 159 90.6 6.3 3.1 

城崎 9 88.9 11.1 － 

竹野 10 100.0 － － 

日高 50 94.0 6.0 － 

出石 27 77.8 14.8 7.4 

但東 4 100.0 － － 

 

  

％

あった

なかった

無回答

90.4

6.9

2.7

80.1

16.3

3.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 260）

前回調査

（回答者数 = 564）
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問 19－１ お子さんが病気やけがで普段利用している幼稚園や保育所等に通園できなか

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。 

（いくつでも○。また、それぞれの日数も□内にご記入ください。） 

※半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。 

「母親が休んだ」の割合が87.2％と最も高く、

次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみ

てもらった」の割合が 44.7％、「父親が休んだ」

の割合が 41.7％となっています。 

前回調査と比較すると、「父親が休んだ」「母親

が休んだ」の割合が増加しています。一方、「（同

居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

父
親
が
休
ん
だ 

母
親
が
休
ん
だ 

⺺
同
居
者
を
含
む
⺻
親
族
・
知
人

に
子
ど
も
を
み
て
も
ら
⻒
た 

父
親
又
は
母
親
の
う
ち
就
労
し

て
い
な
い
方
が
子
ど
も
を
み
た 

病
児
・
病
後
児
の
保
育
を
利
用
し

た
⺺
保
育
所
⺺
園
⺻
で
実
施
し
て

い
る
サ
⺳
ビ
ス
を
含
む
⺻ 

有
料
の
育
児
サ
⺳
ビ
ス
⺺
ベ
ビ
⺳

シ
⻜
タ
⺳
等
⺻
を
利
用
し
た 

フ
⻗
ミ
リ
⺳
・
サ
ポ
⺳
ト
・
セ
ン

タ
⺳
を
利
用
し
た 

仕
方
な
く
子
ど
も
だ
け
で
留
守

番
を
さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 235 41.7 87.2 44.7 10.6 5.1 － － 0.4 1.3 0.9 

豊岡 144 45.1 84.7 47.9 13.2 6.9 － － 0.7 1.4 － 

城崎 8 12.5 87.5 37.5 12.5 － － － － － － 

竹野 10 30.0 100.0 40.0 － － － － － － － 

日高 47 44.7 89.4 38.3 10.6 2.1 － － － 2.1 2.1 

出石 21 33.3 95.2 42.9 － 4.8 － － － － 4.8 

但東 4 25.0 100.0 25.0 － － － － － － － 

  

％

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知
人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労し
ていない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用
した（保育所（園）で実施
しているサービスを含む）

有料の育児サービス（ベ
ビーシッター等）を利用し
た

ファミリー・サポート・セ
ンターを利用した

仕方なく子どもだけで留守
番をさせた

その他

無回答

41.7

87.2

44.7

10.6

5.1

0.0

0.0

0.4

1.3

0.9

19.0

79.6

53.1

11.1

7.7

0.2

0.2

0.7

1.3

1.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 235）

前回調査

（回答者数 = 452）
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ア．父親が休んだ日数（年間） 

「３日」の割合が 20.4％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 19.4％、「２日」の割合が 18.4％

となっています。 

前回調査と比較すると、「３日」「４日」「５日」

「10 日」の割合が増加しています。一方、「１日」

「２日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

7.1

18.4

20.4

5.1

19.4

4.1

0.0

1.0

0.0

11.2

3.1

3.1

1.0

0.0

6.1

31.4

29.1

8.1

0.0

10.5

1.2

4.7

1.2

0.0

2.3

1.2

2.3

0.0

0.0

8.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 98）

前回調査

（回答者数 = 86）
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イ．母親が休んだ日数（年間） 

「10 日」の割合が 25.9％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 14.1％、「16～20 日」の割合が

10.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「10 日」「16～20 日」

の割合が増加しています。一方、「１日」「２日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

2.4

6.3

9.8

2.9

14.1

1.5

2.9

2.0

0.5

25.9

8.3

10.2

5.4

2.0

5.9

15.8

15.0

14.4

4.2

15.8

0.6

5.3

1.4

0.0

11.7

3.3

3.9

1.7

0.3

6.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 205）

前回調査

（回答者数 = 360）
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ウ．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった日数（年間） 

「５日」の割合が 21.9％と最も高く、次いで

「10日」の割合が 20.0％、「２日」の割合が 12.4％

となっています。 

前回調査と比較すると、「５日」「10 日」の割合

が増加しています。一方、「１日」「２日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

6.7

12.4

11.4

1.9

21.9

2.9

5.7

1.9

0.0

20.0

4.8

2.9

1.0

1.0

5.7

14.6

17.9

13.8

4.6

15.8

1.3

2.5

1.3

0.0

14.6

4.2

3.3

0.4

0.0

5.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 105）

前回調査

（回答者数 = 240）
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エ．父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた日数（年間） 

「10 日」の割合が 20.0％と最も高く、次いで

「11～15 日」の割合が 16.0％、「21～30 日」の割

合が 12.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「10 日」「11～15 日」

「21～30 日」の割合が増加しています。一方、「１

日」「２日」「３日」「５日」「７日」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

0.0

4.0

8.0

4.0

0.0

4.0

4.0

4.0

0.0

20.0

16.0

8.0

12.0

0.0

16.0

10.0

10.0

26.0

2.0

8.0

4.0

10.0

2.0

2.0

12.0

2.0

6.0

2.0

0.0

4.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 25）

前回調査

（回答者数 = 50）
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オ．病児・病後児の保育を利用した日数（年間） 

「１日」の割合が 41.7％と最も高く、次いで

「２日」、「５日」、「11～15 日」の割合が 16.7％

となっています。 

前回調査と比較すると、「１日」「５日」「11～15

日」の割合が増加しています。一方、「２日」「３

日」「４日」「８日」「10 日」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ．有料の育児サービス（ベビーシッター等）を利用した日数（年間） 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

キ．ファミリー・サポート・センターを利用した日数（年間） 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

41.7

16.7

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

8.3

17.1

28.6

5.7

14.3

5.7

0.0

0.0

5.7

2.9

5.7

0.0

0.0

2.9

0.0

11.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 12）

前回調査

（回答者数 = 35）
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ク．仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数（年間） 

「１日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

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

33.3

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 1）

前回調査

（回答者数 = 3）
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ケ．その他の日数（年間） 

「１日」、「５日」、「21～30 日」が１件となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

33.3

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

16.7

16.7

0.0

16.7

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 3）

前回調査

（回答者数 = 6）
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問 19－１で「ア．」「イ．」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

問 19－２ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思わ

れましたか。（１つだけ○。また、利用したい日数も□内にご記入ください。） 

なお、病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前に

かかりつけ医の受診が必要となります。 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用した

い」の割合が37.5％、「利用したいとは思わない」

の割合が 57.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「できれば病児・病後

児保育施設等を利用したい」の割合が増加してい

ます。一方、「利用したいとは思わない」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

で
き
れ
ば
病
児
・
病
後

児
保
育
施
設
等
を
利

用
し
た
い 

利
用
し
た
い
と
は
思

わ
な
い 

無
回
答 

全  体 208 37.5 57.2 5.3 

豊岡 125 38.4 56.8 4.8 

城崎 7 28.6 71.4 － 

竹野 10 40.0 60.0 － 

日高 42 33.3 59.5 7.1 

出石 20 50.0 45.0 5.0 

但東 4 － 75.0 25.0 

 

 

  

％

できれば病児・病後児保育
施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

37.5

57.2

5.3

29.5

64.8

5.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 208）

前回調査

（回答者数 = 369）
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できれば病児・病後児保育施設等を利用したい日数（年間） 

「５日」の割合が 19.2％と最も高く、次いで

「10日」の割合が 15.4％、「３日」の割合が 12.8％

となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

5.1

10.3

12.8

0.0

19.2

0.0

6.4

0.0

0.0

15.4

6.4

5.1

5.1

0.0

14.1

8.3

11.9

14.7

3.7

15.6

0.0

8.3

0.9

0.0

11.9

1.8

0.9

0.9

0.0

21.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 78）

前回調査

（回答者数 = 109）
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問 19－２で「２．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 19－３ そう思われる理由についてお答えください。（いくつでも○） 

「親が仕事を休んで対応する」の割合が53.8％

と最も高く、次いで「病児・病後児を他人に看て

もらうのは不安」の割合が 48.7％、「利用料がか

かる・高い」の割合が 34.5％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

病
児
・
病
後
児
を
他
人
に
看

て
も
ら
う
の
は
不
安 

地
域
の
事
業
の
質
に
不
安

が
あ
る 

地
域
の
事
業
の
利
便
性
⺺
立

地
や
利
用
可
能
時
間
・
日
数

な
ど
⺻
が
よ
く
な
い 

利
用
料
が
か
か
る
・
高
い 

利
用
方
法
や
利
用
料
が
わ

か
ら
な
い 

親
が
仕
事
を
休
ん
で
対
応

す
る 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 119 48.7 5.9 15.1 34.5 30.3 53.8 21.8 0.8 

豊岡 71 45.1 7.0 7.0 40.8 28.2 60.6 22.5 － 

城崎 5 80.0 － － 20.0 60.0 40.0 － － 

竹野 6 16.7 － 50.0 － 33.3 50.0 － － 

日高 25 60.0 4.0 24.0 28.0 36.0 48.0 32.0 4.0 

出石 9 44.4 － 33.3 44.4 22.2 22.2 22.2 － 

但東 3 66.7 33.3 33.3 － － 66.7 － － 

  

％

病児・病後児を他人に看て
もらうのは不安

地域の事業の質に不安があ
る

地域の事業の利便性（立地
や利用可能時間・日数な
ど）がよくない

利用料がかかる・高い

利用方法や利用料がわから
ない

親が仕事を休んで対応する

その他

無回答

48.7

5.9

15.1

34.5

30.3

53.8

21.8

0.8

43.9

5.9

14.6

34.3

28.5

52.3

18.4

0.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 119）

前回調査

（回答者数 = 239）
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（９）こども誰でも通園制度（仮称）について 

問 20 お子さんについて、現在、国が検討している「こども誰でも通園制度（仮称）」

を利用したいですか。（１つだけ○。） 

※「こども誰でも通園制度（仮称）」とは、子どもに集団生活を経験させたり、保護

者の育児に関する負担感のさらなる軽減を図るために、保育所等を時間単位で柔軟

に利用できる新たな制度として国が検討を進めているものです。 

【国が検討している要件】 

・保育所や幼稚園等に在籍していない０歳６か月～２歳児までの子どもが対象 

・月一定時間（月 10 時間）までの枠の中で利用が可能 

・親の就労要件は問わない 

※本調査では、お子さんの年齢に限らず、すべての方の利用希望を把握するため、

上記要件に該当しない方も本設問にご回答ください。 

※月 10 時間までの利用の想定でご回答ください。 

※制度の利用にあたっては、原則、一定の利用料が発生します。 

「利用したい」の割合が 53.7％、「利用する必

要はない」の割合が 43.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な

い 無
回
答 

全  体 365 53.7 43.0 3.3 

豊岡 223 54.7 42.2 3.1 

城崎 11 45.5 54.5 － 

竹野 13 61.5 38.5 － 

日高 75 49.3 44.0 6.7 

出石 36 55.6 44.4 － 

但東 6 66.7 33.3 － 

 

  

回答者数 = 365 ％

利用したい

利用する必要はない

無回答

53.7

43.0

3.3

0 20 40 60 80 100
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問 20 で「１．利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 

問 20－１ どのくらいの頻度で利用したいですか。 

（１つだけ○。また、利用したい時間数、時間帯も□内にご記入ください。） 

「曜日や時間を固定せず、月 10 時間の範囲で

自由に利用したい。」の割合が49.0％と最も高く、

次いで「毎週２回定期利用」の割合が 19.9％、「毎

週１回定期利用」の割合が 16.8％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．毎週２回定期利用（１回あたり１時間程度） 

利用開始時間 

「９時から」の割合が 64.1％と最も高く、次い

で「10 時から」の割合が 25.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 196 ％

毎週２回定期利用

毎週１回定期利用

毎月２回定期利用

毎月１回利用

曜日や時間を固定せず、月
10時間の範囲で自由に利用
したい。

無回答

19.9

16.8

7.7

6.1

49.0

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 39 ％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

0.0

5.1

64.1

25.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

2.6

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」の割合が 28.2％と最も高く、次

いで「11 時まで」の割合が 20.5％、「14 時まで」、

「15 時まで」の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 39 ％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

0.0

0.0

0.0

2.6

20.5

5.1

5.1

12.8

12.8

28.2

10.3

0.0

0.0

2.6

0 20 40 60 80 100
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２．毎週１回定期利用（１回あたり 2.5 時間程度） 

利用開始時間 

「９時から」の割合が 57.6％と最も高く、次い

で「10 時から」の割合が 27.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 33 ％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

3.0

0.0

0.0

57.6

27.3

3.0

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「12 時まで」の割合が 39.4％と最も高く、次

いで「11 時まで」の割合が 18.2％、「15 時まで」

の割合が 15.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 33 ％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

3.0

0.0

0.0

0.0

18.2

39.4

9.1

3.0

15.2

0.0

6.1

0.0

0.0

6.1

0 20 40 60 80 100
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３．毎月２回定期利用（１回あたり５時間程度） 

利用開始時間 

「９時から」の割合が 60.0％と最も高く、次い

で「10 時から」の割合が 26.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 15 ％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

60.0

26.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「14 時まで」の割合が 46.7％と最も高く、次

いで「15 時まで」の割合が 40.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 15 ％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46.7

40.0

0.0

6.7

0.0

0.0

6.7

0 20 40 60 80 100
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４．毎月１回利用（１回あたり 10 時間程度） 

利用開始時間 

「８時から」の割合が 50.0％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 41.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 12 ％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

0.0

50.0

41.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間 

「16 時まで」、「17 時まで」の割合が 25.0％と

最も高く、次いで「15 時まで」、「18 時まで」の

割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 12 ％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

0.0

0.0

16.7

25.0

25.0

16.7

0.0

8.3

0 20 40 60 80 100
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（10）お子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う 

一時預かり等の利用について 

問 21 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、親の通院、

不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業はありますか。 

（いくつでも○。また、１年間のおおよその利用日数も□内にご記入ください。） 

「利用していない」の割合が91.0％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

保
育
所
等
の
一
時
預

か
り 

フ
⻗
ミ
リ
⺳
・
サ
ポ
⺳

ト
・
セ
ン
タ
⺳ 

有
料
の
育
児
サ
⺳
ビ

ス
⺺
ベ
ビ
⺳
シ
⻜
タ
⺳

等
⺻ 

そ
の
他 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 365 4.9 1.9 0.3 0.8 91.0 2.2 

豊岡 223 6.7 1.3 － 0.9 89.7 1.8 

城崎 11 － － － － 100.0 － 

竹野 13 － 7.7 － － 92.3 － 

日高 75 2.7 2.7 1.3 － 92.0 4.0 

出石 36 2.8 2.8 － 2.8 91.7 2.8 

但東 6 － － － － 100.0 － 

 

 

 

 

  

回答者数 = 365 ％

保育所等の一時預かり

ファミリー・サポート・セ
ンター

有料の育児サービス（ベ
ビーシッター等）

その他

利用していない

無回答

4.9

1.9

0.3

0.8

91.0

2.2

0 20 40 60 80 100
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１．保育所等の一時預かりの日数（年間） 

「２日」の割合が 27.8％と最も高く、次いで

「３日」、「５日」、「10 日」、「21～30 日」の割合

が 11.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 18 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

0.0

27.8

11.1

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

5.6

5.6

11.1

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100
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２．ファミリー・サポート・センターの日数（年間） 

「１日」が３件となっています。「２日」、「５

日」、「10 日」、「31 日以上」が１件となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 7 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

42.9

14.3

0.0

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

14.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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３．有料の育児サービス（ベビーシッター等）の日数（年間） 

「21～30 日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31日以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 22 お子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい

一時預かり等を利用する必要があると思いますか。（当てはまる番号・記号に○（い

くつでも）。また、利用したい日数も□内にご記入ください。） 

なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

「利用したい」の割合が 48.5％、「利用する必

要はない」の割合が 49.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「利用したい」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な

い 無
回
答 

全  体 365 48.5 49.0 2.5 

豊岡 223 48.0 49.8 2.2 

城崎 11 36.4 63.6 － 

竹野 13 30.8 69.2 － 

日高 75 48.0 48.0 4.0 

出石 36 58.3 38.9 2.8 

但東 6 66.7 33.3 － 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

48.5

49.0

2.5

43.1

50.1

6.9

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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利用目的 

「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親

の習い事等）リフレッシュ目的」の割合が 75.1％

と最も高く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子ど

も（兄弟姉妹を含む）や親の通院」の割合が67.2％、

「不定期の就労」の割合が 23.2％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「私用（買物、子ども

（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）リフレッシ

ュ目的」の割合が増加しています。一方、「不定期

の就労」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

１年間に利用したい日数の合計 

「11～15 日」の割合が 18.1％と最も高く、次

いで「10 日」の割合が 13.0％、「21～30 日」の割

合が 12.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 177）

前回調査

（回答者数 = 369）

回答者数 = 177 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51～70日

71日以上

無回答

0.6

0.6

5.6

0.6

7.3

2.3

0.0

0.6

0.0

13.0

18.1

5.1

12.4

6.8

1.1

3.4

22.6

0 20 40 60 80 100

％

私用（買物、子ども（兄
弟姉妹を含む）や親の習
い事等）リフレッシュ目
的

冠婚葬祭、学校行事、子
ども（兄弟姉妹を含む）
や親の通院

不定期の就労

その他

無回答

75.1

67.2

23.2

3.4

0.6

68.6

67.5

29.3

4.1

3.0

0 20 40 60 80 100
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ア．私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リフレッシュ目的の日数（年間） 

「11～15 日」の割合が 18.8％と最も高く、次

いで「５日」の割合が 15.8％、「10 日」の割合が

14.3％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51～70日

71日以上

無回答

3.0

7.5

6.8

0.0

15.8

6.0

0.8

2.3

0.8

14.3

18.8

3.8

8.3

2.3

0.8

1.5

7.5

7.1

6.3

7.5

1.6

17.8

4.0

2.8

0.4

0.0

16.2

17.4

3.2

5.1

3.2

0.4

0.4

6.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 133）

前回調査

（回答者数 = 253）
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イ．冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院の日数（年間） 

「10 日」の割合が 22.7％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 19.3％、「３日」の割合が 13.4％

となっています。 

前回調査と比較すると、「６日」の割合が増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51～70日

71日以上

無回答

2.5

6.7

13.4

2.5

19.3

8.4

0.8

0.8

0.0

22.7

12.6

0.8

4.2

0.0

0.0

0.0

5.0

5.6

11.2

9.6

1.2

23.3

2.4

2.4

0.4

0.0

18.5

8.8

3.6

2.0

0.8

0.0

0.0

10.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 119）

前回調査

（回答者数 = 249）
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ウ．不定期の就労の日数（年間） 

「10 日」の割合が 22.0％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 17.1％、「11～15 日」の割合が

12.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「10 日」の割合が増加

しています。一方、「１日」「16～20 日」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51～70日

71日以上

無回答

0.0

4.9

4.9

2.4

17.1

0.0

2.4

0.0

0.0

22.0

12.2

2.4

7.3

4.9

2.4

0.0

17.1

5.6

7.4

4.6

0.9

13.0

2.8

0.9

0.0

0.0

14.8

8.3

11.1

10.2

6.5

1.9

2.8

9.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 41）

前回調査

（回答者数 = 108）
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エ．その他の日数（年間） 

「３日」、「11～15 日」、「71 日以上」が１件と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51～70日

71日以上

無回答

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

50.0

6.7

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

6.7

0.0

0.0

13.3

6.7

6.7

0.0

13.3

0.0

0.0

26.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 6）

前回調査

（回答者数 = 15）
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問 23 お子さんについて、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族（兄弟姉妹含む）の

育児疲れや育児不安、病気など）により、泊りがけで年間何日くらい家族以外に預

ける必要があると思いますか。短期入所生活援助事業（ショートステイ）（児童養護

施設等で一定期間、子どもを保護する事業）の利用希望の有無について○（いくつ

でも）。また、利用したい泊数も□内にご記入ください。 

なお事業の利用に当たっては、一定の利用料がかかります。 

「利用したい」の割合が 14.8％、「利用する必

要はない」の割合が 83.0％となっています。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な

い 無
回
答 

全  体 365 14.8 83.0 2.2 

豊岡 223 17.0 80.7 2.2 

城崎 11 18.2 81.8 － 

竹野 13 15.4 84.6 － 

日高 75 9.3 86.7 4.0 

出石 36 13.9 86.1 － 

但東 6 － 100.0 － 

 

 

保護者の用事 

「保護者や家族の病気」の割合が70.4％と最も

高く、次いで「保護者や家族の育児疲れ・不安」

の割合が 61.1％、「冠婚葬祭」の割合が 35.2％と

なっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 365 ％

利用したい

利用する必要はない

無回答

14.8

83.0

2.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 54 ％

冠婚葬祭

保護者や家族の育児疲れ・
不安

保護者や家族の病気

その他

無回答

35.2

61.1

70.4

11.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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１年間に利用したい泊数の合計 

「３泊」、「21～30 泊」の割合が 13.0％と最も

高く、次いで「５泊」の割合が 11.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 54 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

3.7

1.9

13.0

3.7

11.1

1.9

5.6

1.9

1.9

0.0

5.6

7.4

13.0

1.9

27.8

0 20 40 60 80 100
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ア．冠婚葬祭の日数（年間） 

「１泊」の割合が 47.4％と最も高く、次いで

「２泊」の割合が 21.1％、「10 泊」の割合が 15.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 19 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

47.4

21.1

5.3

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

0.0

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0 20 40 60 80 100
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イ．保護者や家族の育児疲れ・不安の日数（年間） 

「２泊」、「３泊」、「10 泊」の割合が 15.2％と

最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 33 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

6.1

15.2

15.2

3.0

12.1

6.1

6.1

3.0

0.0

15.2

9.1

3.0

3.0

0.0

3.0

0 20 40 60 80 100
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ウ．保護者や家族の病気の日数（年間） 

「２泊」、「10 泊」の割合が 18.4％と最も高く、

次いで「３泊」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

7.9

18.4

15.8

7.9

10.5

2.6

7.9

0.0

0.0

18.4

2.6

0.0

0.0

2.6

5.3

0 20 40 60 80 100
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エ．その他の日数（年間） 

「１泊」、「２泊」、「３泊」、「４泊」、「７泊」が

１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 6 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

16.7

16.7

16.7

16.7

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100
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（11）お子さんが来年度小学校就学予定 

（2017（H29）年 4 月 2 日～2018（H30）年 4 月 1 日生まれ）の方に、

放課後の過ごし方について 

問 24 お子さんについて、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。（小学校低学年、小学校高学年になったときのそれぞれに

ついて、いくつでも○。また、希望する週当たりの日数も□内にご記入ください。

「放課後児童クラブ」の場合には、利用したい時間帯も□内にご記入ください。） 

（１）小学校低学年（１～３年生） 

「放課後児童クラブ〔学童保育〕」の割合が

62.3％と最も高く、次いで「自宅」の割合が26.4％、

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾

など）」の割合が 24.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「放課後児童クラブ〔学

童保育〕」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自宅の日数 

「週３日くらい」、「週５日くらい」の割合が

28.6％と最も高く、次いで「週２日くらい」の割

合が 21.4％となっています。 

前回調査と比較すると、「週３日くらい」の割

合が増加しています。一方、「週２日くらい」「週

５日くらい」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

  

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保
育〕

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他（コミュニティセン
ター、公園など）

無回答

26.4

11.3

24.5

7.5

62.3

0.0

9.4

13.2

29.6

13.0

26.9

11.1

55.6

0.9

4.6

9.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 53）

前回調査

（回答者数 = 108）

本調査

（回答者数 = 14）

前回調査

（回答者数 = 32）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

14.3

21.4

28.6

0.0

28.6

7.1

0.0

9.4

28.1

12.5

3.1

43.8

3.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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２．祖父母宅や友人・知人宅の日数 

「週１日くらい」が６件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）の日数 

「週２日くらい」の割合が53.8％と最も高く、

次いで「週１日くらい」の割合が 30.8％、「週３

日くらい」の割合が 15.4％となっています。 

前回調査と比較すると、「週２日くらい」の割

合が増加しています。一方、「週１日くらい」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 6）

前回調査

（回答者数 = 14）

本調査

（回答者数 = 13）

前回調査

（回答者数 = 29）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

21.4

14.3

14.3

28.6

7.1

0.0

0 20 40 60 80 100

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

30.8

53.8

15.4

0.0

0.0

0.0

0.0

51.7

27.6

13.8

3.4

3.4

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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４．放課後子ども教室の日数 

「週１日くらい」が２件となっています。「週

２日くらい」、「週５日くらい」が１件となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．放課後児童クラブ〔学童保育〕の日数 

「週５日くらい」の割合が78.8％と最も高くな

っています。 

前回調査と比較すると、「週５日くらい」の割

合が増加しています。一方、「週６日以上」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 4）

前回調査

（回答者数 = 12）

本調査

（回答者数 = 33）

前回調査

（回答者数 = 60）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

50.0

25.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

33.3

16.7

0.0

0.0

41.7

0.0

8.3

0 20 40 60 80 100

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

0.0

0.0

9.1

9.1

78.8

3.0

0.0

3.3

1.7

5.0

8.3

73.3

8.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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５．放課後児童クラブ〔学童保育〕の希望時間 

「18 時まで」の割合が 36.4％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 33.3％、「19 時まで」

の割合が 15.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「16 時まで」「19 時ま

で」の割合が増加しています。一方、「18 時まで」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．ファミリー・サポート・センターの日数 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

７．その他の日数 

「週１日くらい」が３件となっています。「週

３日くらい」、「週５日くらい」が１件となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

下校時から14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

0.0

0.0

12.1

33.3

36.4

15.2

3.0

0.0

0.0

5.0

31.7

55.0

6.7

1.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 33）

前回調査

（回答者数 = 60）

本調査

（回答者数 = 5）

前回調査

（回答者数 = 5）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

60.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

60.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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（２）小学校高学年（４～６年生） 

「自宅」の割合が 41.5％と最も高く、次いで

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾

など）」、「放課後児童クラブ〔学童保育〕」の割合

が 24.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「放課後児童クラブ〔学

童保育〕」「その他（コミュニティセンター、公園

など）」の割合が増加しています。一方、「放課後

子ども教室」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自宅の日数 

「週５日くらい」の割合が59.1％と最も高く、

次いで「週３日くらい」の割合が 22.7％、「週１

日くらい」の割合が 13.6％となっています。 

前回調査と比較すると、「週１日くらい」「週３

日くらい」「週５日くらい」の割合が増加してい

ます。一方、「週２日くらい」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 53）

前回調査

（回答者数 = 108）

本調査

（回答者数 = 22）

前回調査

（回答者数 = 42）

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保
育〕

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他（コミュニティセン
ター、公園など）

無回答

41.5

11.3

24.5

3.8

24.5

0.0

9.4

32.1

38.9

11.1

24.1

9.3

15.7

0.9

3.7

39.8

0 20 40 60 80 100

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

13.6

0.0

22.7

4.5

59.1

0.0

0.0

7.1

16.7

14.3

4.8

50.0

4.8

2.4

0 20 40 60 80 100
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２．祖父母宅や友人・知人宅の日数 

「週１日くらい」が４件となっています。「週

２日くらい」、「週５日くらい」が１件となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）の日数 

「週２日くらい」の割合が61.5％と最も高く、

次いで「週３日くらい」の割合が 30.8％となって

います。 

前回調査と比較すると、「週２日くらい」の割

合が増加しています。一方、「週１日くらい」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 6）

前回調査

（回答者数 = 12）

本調査

（回答者数 = 13）

前回調査

（回答者数 = 26）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

66.7

16.7

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

25.0

41.7

16.7

0.0

16.7

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

7.7

61.5

30.8

0.0

0.0

0.0

0.0

15.4

53.8

30.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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４．放課後子ども教室の日数 

「週１日くらい」、「週２日くらい」が１件とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．放課後児童クラブ〔学童保育〕の日数 

「週５日くらい」の割合が84.6％と最も高くな

っています。 

前回調査と比較すると、「週５日くらい」の割

合が増加しています。一方、「週１日くらい」「週

２日くらい」「週３日くらい」の割合が減少して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 2）

前回調査

（回答者数 = 10）

本調査

（回答者数 = 13）

前回調査

（回答者数 = 17）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

30.0

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

0.0

0.0

7.7

7.7

84.6

0.0

0.0

5.9

11.8

23.5

5.9

52.9

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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５．放課後児童クラブ〔学童保育〕の希望時間 

「18 時まで」の割合が 53.8％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 30.8％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「17 時まで」の割合が

増加しています。一方、「16 時まで」「18 時まで」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．ファミリー・サポート・センターの日数 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

７．その他の日数 

「週１日くらい」、「週２日くらい」が２件とな

っています。「週５日くらい」が１件となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

下校時から14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

0.0

0.0

0.0

30.8

53.8

7.7

7.7

0.0

0.0

11.8

17.6

64.7

5.9

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 13）

前回調査

（回答者数 = 17）

本調査

（回答者数 = 5）

前回調査

（回答者数 = 4）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

40.0

40.0

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

75.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 24 で「５．放課後児童クラブ〔学童保育〕」に○をつけた方にうかがいます。 

問 25 お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラブの利用希望はあ

りますか。（（１）（２）それぞれについて１つだけ○。また、利用したい時間帯を□

内にご記入ください。） 

なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

（１）土曜日 

「利用する必要はない」の割合が64.7％と最も

高く、次いで「低学年（１～３年生）の間は利用

したい」の割合が 23.5％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

希望開始時間 

「８時から」の割合が 54.5％と最も高く、次い

で「７時から」の割合が 18.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「８時から」「13時から」

「15 時から」の割合が増加しています。一方、「７

時から」「９時から」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

低学年（１～３年生）の間
は利用したい

高学年（４～６年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

無回答

23.5

8.8

64.7

2.9

21.3

13.1

65.6

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 34）

前回調査

（回答者数 = 61）

本調査

（回答者数 = 11）

前回調査

（回答者数 = 21）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

18.2

54.5

9.1

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.8

47.6

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0 20 40 60 80 100
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希望終了時間 

「17 時まで」、「18 時まで」の割合が 36.4％と

最も高くなっています。 

前回調査と比較すると、「17 時まで」の割合が

増加しています。一方、「16 時まで」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）日曜・祝日 

「利用する必要はない」の割合が88.2％と最も

高くなっています。 

前回調査と比較すると、「利用する必要はない」

の割合が増加しています。一方、「低学年（１～３

年生）の間は利用したい」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

36.4

36.4

9.1

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

9.5

14.3

23.8

38.1

4.8

4.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 11）

前回調査

（回答者数 = 21）

％

低学年（１～３年生）の間
は利用したい

高学年（４～６年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

無回答

5.9

5.9

88.2

0.0

14.8

4.9

78.7

1.6

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 34）

前回調査

（回答者数 = 61）



 147 

希望開始時間 

「８時から」が２件となっています。「７時か

ら」、「９時から」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 4）

前回調査

（回答者数 = 857）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

25.0

50.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

1.2

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

97.4

0 20 40 60 80 100
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希望終了時間 

「17 時まで」が２件となっています。「18 時ま

で」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.5

1.6

0.4

97.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 4）

前回調査

（回答者数 = 857）
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問 26 お子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後

児童クラブの利用希望はありますか。（１つだけ○。また、利用したい時間帯を□内

にご記入ください。） 

なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

「低学年（１～３年生）の間は利用したい」の

割合が 45.3％と最も高く、次いで「高学年（４～

６年生）になっても利用したい」の割合が22.6％、

「利用する必要はない」の割合が13.2％となって

います。 

前回調査と比較すると、「低学年（１～３年生）

の間は利用したい」の割合が増加しています。一

方、「高学年（４～６年生）になっても利用した

い」「利用する必要はない」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

希望開始時間 

「８時から」の割合が 66.7％と最も高く、次い

で「７時から」の割合が 16.7％、「９時から」の

割合が 13.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「７時から」の割合が

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

低学年（１～３年生）の間
は利用したい

高学年（４～６年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

無回答

45.3

22.6

13.2

18.9

36.1

27.8

23.1

13.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 53）

前回調査

（回答者数 = 108）

本調査

（回答者数 = 36）

前回調査

（回答者数 = 69）

％

７時より前

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時から

18時から

19時以降

無回答

0.0

16.7

66.7

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

10.1

69.6

17.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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希望終了時間 

「18 時まで」の割合が 33.3％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 30.6％、「16 時まで」

の割合が 16.7％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

７時まで

８時まで

９時まで

10時まで

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

0.0

5.6

16.7

30.6

33.3

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.8

15.9

30.4

37.7

10.1

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 36）

前回調査

（回答者数 = 69）
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（12）すべての方に、育児休業や短時間勤務制度など 

職場の両立支援制度について 

問 27 お子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しました

か。（父親、母親それぞれについて、１つだけ○。取得した方は取得期間を、取得し

ていない方はその理由をご記入ください。） 

（１）父親 

「取得していない」の割合が82.2％と最も高く

なっています。 

前回調査と比較すると、「取得した（取得中で

ある）」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

働
い
て
い
な
か
⻒
た 

取
得
し
た
⺺
取
得
中
で

あ
る
⺻ 

取
得
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 365 0.5 9.6 82.2 7.7 

豊岡 223 0.4 11.2 83.0 5.4 

城崎 11 － － 81.8 18.2 

竹野 13 － － 92.3 7.7 

日高 75 1.3 9.3 81.3 8.0 

出石 36 － 5.6 75.0 19.4 

但東 6 － 16.7 83.3 － 

 

 

 

 

 

 

  

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

0.5

9.6

82.2

7.7

0.8

2.6

79.5

17.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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育児休業の取得期間 

「約 14 日間」の割合が 22.9％と最も高く、次

いで「約 30 日間」の割合が 11.4％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「約１日間」「約２日間」

「約３日間」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 35）

前回調査

（回答者数 = 22）

％

約１日間

約２日間

約３日間

約４日間

約５日間

約６日間

約７日間

約８日間

約14日間

約30日間

約365日間

無回答

2.9

0.0

2.9

0.0

8.6

0.0

5.7

2.9

22.9

11.4

0.0

42.9

9.1

9.1

27.3

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

18.2

9.1

4.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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取得していない理由（下から番号を選んでご記入ください）（いくつでも） 

「仕事が忙しかった」の割合が41.0％と最も高

く、次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気

があった」の割合が 30.7％、「収入減となり、経

済的に苦しくなる」の割合が27.7％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「職場に育児休業を取

りにくい雰囲気があった」「仕事が忙しかった」

の割合が増加しています。一方、「配偶者が無職、

祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用

する必要がなかった」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

職場に育児休業を取りにく
い雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復
帰したかった

仕事に戻るのが難しそう
だった

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦
しくなる

保育所（園）などに預ける
ことができた

配偶者が育児休業制度を利
用した

配偶者が無職、祖父母等の
親族にみてもらえるなど、
制度を利用する必要がな
かった

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めが
なかった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できること
を知らなかった

産前産後の休暇（産前６週
間、産後８週間）を取得で
きることを知らず、退職し
た

その他

無回答

30.7

41.0

0.3

2.0

2.0

27.7

1.0

22.7

16.0

1.0

13.3

0.0

1.0

0.0

7.3

16.3

25.1

29.7

0.0

2.5

2.9

23.9

1.0

24.5

32.7

0.3

11.2

0.7

1.2

0.0

7.5

11.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 300）

前回調査

（回答者数 = 681）
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（２）母親 

「取得した（取得中である）」の割合が 50.7％

と最も高く、次いで「働いていなかった」の割合

が 37.3％、「取得していない」の割合が 10.1％と

なっています。 

前回調査と比較すると、「取得した（取得中で

ある）」の割合が増加しています。一方、「働いて

いなかった」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

働
い
て
い
な
か
⻒
た 

取
得
し
た
⺺
取
得
中
で

あ
る
⺻ 

取
得
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 365 37.3 50.7 10.1 1.9 

豊岡 223 37.7 52.5 8.5 1.3 

城崎 11 9.1 54.5 27.3 9.1 

竹野 13 38.5 46.2 15.4 － 

日高 75 38.7 48.0 10.7 2.7 

出石 36 38.9 50.0 8.3 2.8 

但東 6 33.3 33.3 33.3 － 

 

 

 

 

 

  

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

37.3

50.7

10.1

1.9

42.7

38.4

13.7

5.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）
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育児休業の取得期間 

「約１年間以上約２年間未満」の割合が50.3％

と最も高く、次いで「約半年間未満」の割合が

11.4％となっています。 

前回調査と比較すると、「約半年間以上約１年

間未満」「約２年間以上約３年間未満」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

約
半
年
間
未
満 

約
半
年
間
以
上 

約
１
年
間
未
満 

約
１
年
間
以
上 

約
２
年
間
未
満 

約
２
年
間
以
上 

約
３
年
間
未
満 

約
３
年
間
以
上 

無
回
答 

全  体 185 11.4 8.1 50.3 5.4 2.2 22.7 

豊岡 117 12.8 6.8 50.4 5.1 1.7 23.1 

城崎 6 16.7 33.3 50.0 － － － 

竹野 6 16.7 － 66.7 － － 16.7 

日高 36 5.6 5.6 50.0 11.1 2.8 25.0 

出石 18 11.1 16.7 44.4 － 5.6 22.2 

但東 2 － － 50.0 － － 50.0 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 185）

前回調査

（回答者数 = 329）

％

約半年間未満

約半年間以上
約１年間未満

約１年間以上
約２年間未満

約２年間以上
約３年間未満

約３年間以上

無回答

11.4

8.1

50.3

5.4

2.2

22.7

10.0

14.3

53.8

12.5

0.9

8.5

0 20 40 60 80 100
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取得していない理由（下から番号を選んでご記入ください）（いくつでも） 

「職場に育児休業の制度がなかった（就業規則

に定めがなかった）」の割合が21.6％と最も高く、

次いで「子育てや家事に専念するため退職した」

の割合が 16.2％、「（産休後に）仕事に早く復帰し

たかった」、「有期雇用のため育児休業の取得要件

を満たさなかった」の割合が10.8％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「（産休後に）仕事に早

く復帰したかった」の割合が増加しています。一

方、「子育てや家事に専念するため退職した」「職

場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定め

がなかった）」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

職場に育児休業を取りにく
い雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復
帰したかった

仕事に戻るのが難しそう
だった

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦
しくなる

保育所（園）などに預ける
ことができた

配偶者が育児休業制度を利
用した

配偶者が無職、祖父母等の
親族にみてもらえるなど、
制度を利用する必要がな
かった

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めが
なかった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できること
を知らなかった

産前産後の休暇（産前６週
間、産後８週間）を取得で
きることを知らず、退職し
た

その他

無回答

5.4

8.1

10.8

2.7

0.0

2.7

2.7

0.0

2.7

16.2

21.6

10.8

0.0

2.7

18.9

21.6

6.8

4.3

3.4

6.0

0.0

6.0

4.3

0.0

2.6

32.5

28.2

10.3

1.7

2.6

23.1

9.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 37）

前回調査

（回答者数 = 117）
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問27の(２)母親について、育児休業を｢２．取得した（取得中である）｣と回答した方にうかがいます。 

問 27－１ 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。（１つだけ○） 

「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が

77.3％と最も高く、次いで「現在も育児休業中で

ある」の割合が 18.4％となっています。 

前回調査と比較すると、「育児休業取得後、職

場に復帰した」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

育
児
休
業
取
得
後
⺯
職

場
に
復
帰
し
た 

現
在
も
育
児
休
業
中

で
あ
る 

育
児
休
業
中
に
離
職

し
た 

無
回
答 

全  体 185 77.3 18.4 3.2 1.1 

豊岡 117 76.1 18.8 3.4 1.7 

城崎 6 83.3 16.7 － － 

竹野 6 83.3 16.7 － － 

日高 36 77.8 16.7 5.6 － 

出石 18 77.8 22.2 － － 

但東 2 100.0 － － － 

 

  

％

育児休業取得後、職場に復
帰した

現在も育児休業中である

育児休業中に離職した

無回答

77.3

18.4

3.2

1.1

71.7

22.8

4.9

0.6

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 185）

前回調査

（回答者数 = 329）
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問 27－１で「１.育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。 

問 27－２ 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミ

ングでしたか。あるいはそれ以外でしたか。（１つだけ○） 

「年度初めの入所に合わせたタイミングだっ

た」の割合が 33.6％、「それ以外だった」の割合

が 65.0％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

問 27－３ 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しまし

たか。また、希望は、何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。 

（数字は□内に１つずつ） 

実際の取得期間 

「７～12 か月」の割合が 43.4％と最も高く、

次いで「13～18 か月」の割合が 24.5％、「19～24

か月」の割合が 11.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「７～12 か月」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

年度初めの入所に合わせた
タイミングだった

それ以外だった

無回答

33.6

65.0

1.4

30.1

69.1

0.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 143）

前回調査

（回答者数 = 236）

％

０～６か月

７～12か月

13～18か月

19～24か月

25か月以上

無回答

7.0

43.4

24.5

11.2

10.5

3.5

8.9

50.4

21.2

8.9

8.1

2.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 143）

前回調査

（回答者数 = 236）
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希望 

「25 か月以上」の割合が 32.9％と最も高く、

次いで「７～12 か月」の割合が 21.7％、「19～24

か月」の割合が 19.6％となっています。 

前回調査と比較すると、「25 か月以上」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望と実際の相違 

「実際が希望より短い(早く復帰)」の割合が

23.8％と最も高くなっています。 

前回調査と比較すると、「実際が希望より短い

(早く復帰)」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

相
違
な
し 

実
際
が
希
望
よ
り

短
い(

早
く
復
帰)

 

実
際
が
希
望
よ
り

長
い(

遅
く
復
帰)

 

無
回
答 

全  体 365 9.3 23.8 3.0 63.8 

豊岡 223 9.9 25.1 1.3 63.7 

城崎 11 27.3 18.2 － 54.5 

竹野 13 － 30.8 7.7 61.5 

日高 75 10.7 20.0 5.3 64.0 

出石 36 2.8 25.0 8.3 63.9 

但東 6 － 16.7 － 83.3 

  

％

０～６か月

７～12か月

13～18か月

19～24か月

25か月以上

無回答

1.4

21.7

16.8

19.6

32.9

7.7

2.5

24.2

17.8

16.5

27.5

11.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 143）

前回調査

（回答者数 = 236）

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）

％

相違なし

実際が希望より短い(早く
復帰)

実際が希望より長い(遅く
復帰)

無回答

9.3

23.8

3.0

63.8

6.1

17.6

1.4

74.9

0 20 40 60 80 100
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問 27－３で実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。 

問 27－４ 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてお答えください。 

（（１）（２）のいずれかについて、いくつでも○） 

（１）「希望」より早く復帰した方 

「経済的な理由で早く復帰する必要があった」

の割合が 44.8％と最も高く、次いで「人事異動や

業務の節目の時期に合わせるため」の割合が

28.7％、「希望する保育所等に入るため」の割合

が 12.6％となっています。 

前回調査と比較すると、「経済的な理由で早く

復帰する必要があった」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「希望」より遅く復帰した方 

「希望する保育所等に入れなかったため」の割

合が 36.4％と最も高く、次いで「自分や子どもな

どの体調が思わしくなかったため」、「子どもをみ

てくれる人がいなかったため」の割合が18.2％と

なっています。 

前回調査と比較すると、「希望する保育所等に

入れなかったため」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

希望する保育所等に入るた
め

配偶者や家族の希望があっ
たため

経済的な理由で早く復帰す
る必要があった

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

その他

無回答

12.6

2.3

44.8

28.7

24.1

12.6

10.6

4.6

36.4

24.5

36.4

11.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 87）

前回調査

（回答者数 = 151）

％

希望する保育所等に入れな
かったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があっ
たため

職場の受け入れ態勢が整っ
ていなかったため

子どもをみてくれる人がい
なかったため

その他

無回答

36.4

18.2

0.0

0.0

18.2

0.0

36.4

66.7

16.7

0.0

0.0

16.7

8.3

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 11）

前回調査

（回答者数 = 12）
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問 27－１で「１.育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。 

問 27－５ 育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。 

（１つだけ○） 

「利用した」の割合が 49.0％と最も高く、次い

で「利用する必要がなかった（フルタイムで働き

たかった、もともと短時間勤務だった）」の割合

が 26.6％、「利用したかったが、利用しなかった

（利用できなかった）」の割合が 23.1％となって

います。 

前回調査と比較すると、「利用した」の割合が

増加しています。一方、「利用したかったが、利用

しなかった（利用できなかった）」の割合が減少

しています。 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
す
る
必
要
が
な

か
⻒
た
⺺
フ
ル
タ
イ
ム

で
働
き
た
か
⻒
た
⺯
も

と
も
と
短
時
間
勤
務

だ
⻒
た
⺻ 

利
用
し
た 

利
用
し
た
か
⻒
た
が
⺯

利
用
し
な
か
⻒
た
⺺
利

用
で
き
な
か
⻒
た
⺻ 

無
回
答 

全  体 143 26.6 49.0 23.1 1.4 

豊岡 89 28.1 46.1 23.6 2.2 

城崎 5 40.0 20.0 40.0 － 

竹野 5 － 80.0 20.0 － 

日高 28 17.9 64.3 17.9 － 

出石 14 42.9 28.6 28.6 － 

但東 2 － 100.0 － － 

 

  

％

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

利用した

利用したかったが、利用し
なかった（利用できなかっ
た）

無回答

26.6

49.0

23.1

1.4

26.7

36.4

31.8

5.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 143）

前回調査

（回答者数 = 236）
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問27－５で「３.利用したかったが､利用しなかった(利用できなかった)」と回答した方にうかがいます。 

問 27－６ 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか。

（いくつでも○） 

「短時間勤務にすると給与が減額される」の割

合が 45.5％と最も高く、次いで「職場に短時間勤

務制度を取りにくい雰囲気があった」の割合が

39.4％、「仕事が忙しかった」の割合が 27.3％と

なっています。 

前回調査と比較すると、「短時間勤務にすると

給与が減額される」の割合が増加しています。一

方、「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気

があった」「仕事が忙しかった」「職場に短時間勤

務制度がなかった（就業規則に定めがなかった）」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

職場に短時間勤務制度を取
りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が
減額される

短時間勤務にすると保育所
の入所申請の優先順位が下
がる

配偶者が育児休業制度や短
時間勤務制度を利用した

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

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に短時間勤務制度がな
かった（就業規則に定めが
なかった）

短時間勤務制度を利用でき
ることを知らなかった

その他

無回答

39.4

27.3

45.5

6.1

0.0

6.1

0.0

9.1

6.1

12.1

0.0

62.7

41.3

33.3

2.7

0.0

6.7

0.0

16.0

8.0

14.7

1.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 33）

前回調査

（回答者数 = 75）
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問 27－１で「２.現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。 

問 27－７ お子さんが１歳になったときに必ず利用できる保育等の事業があれば、１歳

になるまで育児休業を取得しますか。または、利用できる保育等の事業があっても

１歳になる前に復帰しますか。（１つだけ○） 

「１歳になるまで育児休業を取得したい」の割

合が 91.2％、「１歳になる前に復帰したい」の割

合が 8.8％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１歳になるまで育児休業を
取得したい

１歳になる前に復帰したい

無回答

91.2

8.8

0.0

89.3

10.7

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 34）

前回調査

（回答者数 = 75）
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（13）こどもの権利について 

問 28 あなたは、「こどもの権利」を知っていますか。（１つだけ○） 

「知っている」の割合が 43.8％、「知らない」

の割合が 53.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 29 こどもの権利の中で特に大切だと思うことはどれですか。（３つまで○） 

「暴力や言葉で傷つけないこと」の割合が

63.0％と最も高く、次いで「家族が仲良く一緒に

過ごす時間をもつこと」の割合が 41.4％、「自分

の考えを自由に言えること」の割合が37.5％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 365 ％

知っている

知らない

無回答

43.8

53.7

2.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 365 ％

人種や性別、宗教などで差
別されないこと

障がいのある子が差別され
ないこと

こどもが知りたいことを隠
さないこと

暴力や言葉で傷つけないこ
と

家族が仲良く一緒に過ごす
時間をもつこと

自分の考えを自由に言える
こと

人と違う自分らしさが認め
られること

自分の秘密が守られること

自分のことは自分で決めら
れること

自由な時間をもつこと

自由な呼び掛けでグループ
を作り集まれること

必要な情報を知ることや、
参加する手助けを受けられ
ること

無回答

32.3

35.1

4.9

63.0

41.4

37.5

35.9

6.8

14.8

3.8

0.5

7.7

3.0

0 20 40 60 80 100
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（14）理想の子ども数について 

問 30 あなたは、子どもは何人くらいほしいですか。（１つだけ○） 

「３人」の割合が 47.1％と最も高く、次いで

「２人」の割合が 40.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 31 あなたは、何人の子どもをもとうとお考えですか。（１つだけ○） 

「２人」の割合が 51.2％と最も高く、次いで

「３人」の割合が 27.9％、「１人」の割合が 15.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 365 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

3.8

40.0

47.1

5.5

1.9

1.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 365 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

15.1

51.2

27.9

2.7

0.5

2.5

0 20 40 60 80 100
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問 32 もとうとお考えの子どもの数が、理想とする子どもの数より少ない方に伺いま

す。もとうとお考えの子どもの数が、理想とする子どもの数より少ないのはどうし

てですか。（いくつでも○） 

「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」の

割合が80.4％と最も高く、次いで「育児の心理的、

肉体的負担に耐えられないから」の割合が38.4％、

「高年齢で産むのはいやだから」の割合が29.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 138 ％

子育てや教育にお金がかか
りすぎるから

家が狭いから

自分の仕事（勤めや家業）
に差し支えるから

高年齢で産むのはいやだか
ら

健康上の理由から

不妊・不育のため（※不
妊・不育の支援を検討する
ための設問です。）

育児の心理的、肉体的負担
に耐えられないから

周囲の家事・育児への協力
が得られないから

パートナーが望まないから

子どもがのびのび育つ環境
ではないから

自分や夫婦の生活を大切に
したいから

その他

無回答

80.4

11.6

25.4

29.7

13.0

18.8

38.4

13.0

6.5

6.5

8.7

9.4

0.0

0 20 40 60 80 100
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（15）くらしの状況について 

問 33 昨年１年間（2023 年１月～2023 年 12 月）の家族全員の総収入額はいくらです

か。 

※健康保険料や住民税などが引かれる前の金額でお答えください。ボーナス等の臨

時収入、児童手当、年金等も含めます。（１つだけ○） 

「500 万円～700 万円未満」の割合が 28.8％と

最も高く、次いで「400 万円～500 万円未満」の

割合が 20.5％、「700 万円～1,000 万円未満」の割

合が 17.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 365 ％

200万円未満

200万円～300万円未満

300万円～400万円未満

400万円～500万円未満

500万円～700万円未満

700万円～1,000万円未満

1,000万円以上

無回答

3.0

8.2

11.2

20.5

28.8

17.0

6.8

4.4

0 20 40 60 80 100
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問 34 あなたの世帯では、経済的な理由で、次のような経験をされたことがあります

か。おおむね直近１年の間でお答えください。（いくつでも○） 

「あてはまるものはない」の割合が73.4％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 365 ％

家族が必要とする食材を買
えなかった

医療機関の受診を控えた

税金や保険料（医療・年
金）の支払いが遅れた

家賃やローンの支払いが遅
れた

電話代やインターネット通
信料の支払いが遅れた

家族が必要とする衣服や靴
などを買えなかった（高価
な衣服や貴金属、宝飾品を
除く）

電気料金の支払いが遅れた

ガス料金の支払いが遅れた

水道料金の支払いが遅れた

保育料や授業料、給食費な
どの支払いが遅れた

生活費のため、金融機関や
親せき・知り合いに借金を
した

あてはまるものはない

無回答

5.8

9.0

6.6

4.1

1.9

7.1

2.7

1.4

1.9

1.6

6.6

73.4

4.9

0 20 40 60 80 100



 169 

問 35 現在、あなたが経済的に困っていることについてお答えください。 

（最大３つまで○） 

「生活費」の割合が 43.6％と最も高く、次いで

「仕事の収入」の割合が 34.8％、「子の教育費」

の割合が 34.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 365 ％

住居費

生活費

医療費

子の教育費

家族の介護費

仕事の収入

その他

特にない

無回答

16.4

43.6

10.4

34.0

2.2

34.8

5.2

28.2

2.2

0 20 40 60 80 100
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（16）満足度、自由意見等について 

問 36 豊岡市における、ここまで質問してきた子育ての環境や支援への満足度について

お答えください。（１つだけ○） 

「３」の割合が40.3％と最も高く、次いで「２」

の割合が 31.0％、「１ 満足度が低い」の割合が

14.8％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

１ 

満
足
度
が
低
い 

２ ３ ４ ５ 

満
足
度
が
高
い 

無
回
答 

全  体 365 14.8 31.0 40.3 9.6 1.1 3.3 

豊岡 223 12.1 30.9 42.2 11.7 0.9 2.2 

城崎 11 9.1 36.4 54.5 － － － 

竹野 13 15.4 38.5 23.1 15.4 － 7.7 

日高 75 17.3 29.3 40.0 8.0 1.3 4.0 

出石 36 25.0 33.3 27.8 2.8 2.8 8.3 

但東 6 33.3 16.7 50.0 － － － 

 

  

本調査

（回答者数 = 365）

前回調査

（回答者数 = 857）

％

１　満足度が低い

２

３

４

５　満足度が高い

無回答

14.8

31.0

40.3

9.6

1.1

3.3

11.9

26.8

44.3

12.6

1.6

2.7

0 20 40 60 80 100
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２ 小学生保護者 

（１）お住まいの地域について 

問１ お住まいの地区はどちらですか。（１つだけ○） 

「豊岡（港地区を除く）」の割合が 53.8％と最

も高く、次いで「日高」の割合が 21.1％、「出石」

の割合が 10.9％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

豊岡（港地区を除く）

城崎（港地区を含む）

竹野

日高

出石

但東

無回答

53.8

5.2

4.2

21.1

10.9

4.2

0.5

50.2

5.8

4.1

23.8

12.8

3.2

0.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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問２ お住まいの小学校区はどちらですか。（１つだけ○） 

「五荘」の割合が 19.4％と最も高く、次いで

「豊岡」の割合が 11.7％、「日高」の割合が 10.4％

となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「豊岡」は「豊岡（めぐみ幼稚園区）」と「豊岡（ひかり幼稚園区）」に分かれていました。 

※前回調査では、「港」は「港西」と「港東」に分かれていました。 

  

％

豊岡

八条

三江

田鶴野

五荘

新田

中筋

神美

港

城崎

竹野

府中

八代

日高

三方

清滝

弘道

福住

寺坂

小坂

小野

資母

合橋

無回答

11.7

5.2

3.0

3.7

19.4

4.7

1.0

4.2

2.5

2.7

4.2

5.2

0.7

10.4

3.2

2.2

4.2

2.2

0.0

2.7

2.0

1.7

2.5

0.5

10.4

7.3

3.8

3.4

16.2

3.3

2.3

1.9

2.4

3.5

2.5

4.7

0.8

11.5

3.5

1.9

6.3

2.1

0.7

2.4

1.5

1.7

1.1

0.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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（２）お子さんとご家族の状況について 

問３ お子さんの生年月をご記入ください。（数字は□内に１つずつ） 

「５年生」の割合が 19.9％と最も高く、次いで

「３年生」の割合が 16.6％、「１年生」の割合が

16.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「５年生」の割合が増

加しています。一方、「１年生」「２年生」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

１
年
生 

２
年
生 

３
年
生 

４
年
生 

５
年
生 

６
年
生 

無
回
答 

全  体 403 16.1 13.6 16.6 14.1 19.9 15.6 4.0 

豊岡 217 16.1 13.8 17.1 15.2 20.3 12.9 4.6 

城崎 21 19.0 9.5 14.3 14.3 23.8 19.0 － 

竹野 17 23.5 11.8 11.8 5.9 23.5 17.6 5.9 

日高 85 17.6 14.1 15.3 12.9 18.8 18.8 2.4 

出石 44 13.6 11.4 20.5 11.4 15.9 20.5 6.8 

但東 17 5.9 17.6 17.6 23.5 23.5 11.8 － 

 

  

％

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

16.1

13.6

16.6

14.1

19.9

15.6

4.0

22.5

21.4

16.3

15.3

10.9

11.1

2.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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問４ この調査票にご回答いただく方は、お子さんからみてどなたですか。 

（１つだけ○） 

「父親」の割合が 19.9％、「母親」の割合が

79.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「父親」の割合が増加

しています。一方、「母親」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

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

（１つだけ○） 

「配偶者がいる」の割合が 88.6％、「配偶者は

いない」の割合が 10.9％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

配
偶
者
が
い
る 

配
偶
者
は
い
な
い 

無
回
答 

全  体 403 88.6 10.9 0.5 

豊岡 217 88.5 10.6 0.9 

城崎 21 85.7 14.3 － 

竹野 17 88.2 11.8 － 

日高 85 92.9 7.1 － 

出石 44 81.8 18.2 － 

但東 17 88.2 11.8 － 

 

  

％

父親

母親

その他

無回答

19.9

79.9

0.0

0.2

12.2

87.2

0.6

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）

％

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

88.6

10.9

0.5

90.5

9.3

0.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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問６ お子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている方は、お子さんからみてどな

たですか。（１つだけ○） 

「父母ともに」の割合が 62.3％と最も高く、次

いで「主に母親」の割合が34.7％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

父
母
と
も
に 

主
に
父
親 

主
に
母
親 

主
に
祖
父
母 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 403 62.3 1.0 34.7 0.5 0.7 0.7 

豊岡 217 59.0 1.4 37.3 0.9 － 1.4 

城崎 21 61.9 － 38.1 － － － 

竹野 17 76.5 － 23.5 － － － 

日高 85 68.2 － 29.4 － 2.4 － 

出石 44 61.4 2.3 34.1 － 2.3 － 

但東 17 64.7 － 35.3 － － － 

 

  

％

父母ともに

主に父親

主に母親

主に祖父母

その他

無回答

62.3

1.0

34.7

0.5

0.7

0.7

58.6

1.5

36.7

1.7

0.9

0.6

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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（３）お子さんの保護者の就労状況について 

問７ お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えくださ

い。（（１）父親、（２）母親について、それぞれ１つだけ○） 

（１）父親 

「フルタイムで就労している」の割合が98.1％

と最も高くなっています。 

前回調査と比較すると、「フルタイムで就労し

ている」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、日高で「パート・アルバイト等で就労している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い

る フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い

る
が
⺯
産
休
・
育
休
・
介
護
休

業
中
で
あ
る 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で
就

労
し
て
い
る 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で
就

労
し
て
い
る
が
⺯
産
休
・
育
休
・

介
護
休
業
中
で
あ
る 

以
前
は
就
労
し
て
い
た
が
⺯
現

在
は
就
労
し
て
い
な
い 

こ
れ
ま
で
就
労
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 364 98.1 － 0.5 － － － 1.4 

豊岡 197 98.5 － － － － － 1.5 

城崎 18 100.0 － － － － － － 

竹野 15 100.0 － － － － － － 

日高 79 96.2 － 2.5 － － － 1.3 

出石 37 100.0 － － － － － － 

但東 16 100.0 － － － － － － 

 

  

％

フルタイムで就労している

フルタイムで就労している
が、産休・育休・介護休業
中である

パート・アルバイト等で就
労している

パート・アルバイト等で就
労しているが、産休・育
休・介護休業中である

以前は就労していたが、現
在は就労していない

これまで就労したことがな
い

無回答

98.1

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

1.4

89.1

0.3

0.5

0.0

0.3

0.0

9.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 364）

前回調査

（回答者数 = 875）
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（２）母親 

「フルタイムで就労している」の割合が45.2％

と最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就

労している」の割合が 38.4％、「以前は就労して

いたが、現在は就労していない」の割合が 10.6％

となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、日高で「パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中

である」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い
る 

フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い
る

が
⺯
産
休
・
育
休
・
介
護
休
業

中
で
あ
る 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で
就

労
し
て
い
る 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で
就

労
し
て
い
る
が
⺯
産
休
・
育
休
・

介
護
休
業
中
で
あ
る 

以
前
は
就
労
し
て
い
た
が
⺯
現

在
は
就
労
し
て
い
な
い 

こ
れ
ま
で
就
労
し
た
こ
と
が
な

い 無
回
答 

全  体 398 45.2 2.8 38.4 1.5 10.6 0.3 1.3 

豊岡 214 47.7 2.8 34.1 0.5 13.6 － 1.4 

城崎 21 33.3 － 57.1 － 9.5 － － 

竹野 17 35.3 5.9 52.9 － 5.9 － － 

日高 85 40.0 3.5 42.4 4.7 7.1 1.2 1.2 

出石 43 46.5 2.3 39.5 2.3 9.3 － － 

但東 16 62.5 － 31.3 － － － 6.3 

 

  

％

フルタイムで就労している

フルタイムで就労している
が、産休・育休・介護休業
中である

パート・アルバイト等で就
労している

パート・アルバイト等で就
労しているが、産休・育
休・介護休業中である

以前は就労していたが、現
在は就労していない

これまで就労したことがな
い

無回答

45.2

2.8

38.4

1.5

10.6

0.3

1.3

45.1

1.6

37.1

0.6

12.7

0.6

2.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 398）

前回調査

（回答者数 = 875）
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問７で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

問７－１ 就労日数、就労時間をお答えください。 

（数字は□内に１つずつ。時間は 08 時～18 時のように 24 時間制。） 

（１）父親 

週あたり就労日数 

「５日」の割合が 60.4％と最も高く、次いで

「６日」の割合が 32.3％となっています。 

前回調査と比較すると、「５日」の割合が増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、日高で「３日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

無
回
答 

全  体 359 0.8 － 1.9 0.6 60.4 32.3 2.2 1.7 

豊岡 194 1.5 － 1.5 0.5 62.9 29.4 1.5 2.6 

城崎 18 － － － － 50.0 38.9 5.6 5.6 

竹野 15 － － － － 66.7 33.3 － － 

日高 78 － － 5.1 － 57.7 33.3 3.8 － 

出石 37 － － － － 62.2 37.8 － － 

但東 16 － － － 6.3 43.8 43.8 6.3 － 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.8

0.0

1.9

0.6

60.4

32.3

2.2

1.7

0.1

0.4

0.4

1.0

54.4

36.7

4.8

2.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 359）

前回調査

（回答者数 = 787）
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１日あたり就労時間 

「８時間」の割合が 35.4％と最も高く、次いで

「11 時間以上」の割合が 19.5％、「10 時間」の割

合が 18.9％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

３
時
間
未
満 

３
時
間 

４
時
間 

５
時
間 

６
時
間 

７
時
間 

８
時
間 

９
時
間 

10
時
間 

 

11
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 359 － － － － － 2.2 35.4 18.7 18.9 19.5 5.3 

豊岡 194 － － － － － 1.5 32.5 19.1 21.6 17.5 7.7 

城崎 18 － － － － － － 61.1 22.2 － 11.1 5.6 

竹野 15 － － － － － 6.7 46.7 6.7 20.0 13.3 6.7 

日高 78 － － － － － 3.8 37.2 17.9 15.4 23.1 2.6 

出石 37 － － － － － － 35.1 21.6 24.3 18.9 － 

但東 16 － － － － － 6.3 18.8 18.8 12.5 43.8 － 

 

  

本調査

（回答者数 = 359）

前回調査

（回答者数 = 787）

％

３時間未満

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

35.4

18.7

18.9

19.5

5.3

0.0

0.0

0.0

0.1

0.4

1.3

34.6

14.5

23.1

22.0

4.1

0 20 40 60 80 100
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家を出る時刻 

「７時頃」の割合が 51.8％と最も高く、次いで

「８時頃」の割合が 29.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「７時頃」の割合が増

加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 359）

前回調査

（回答者数 = 787）

％

６時より前

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時以降

無回答

3.1

7.5

51.8

29.2

4.2

0.8

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

1.7

8.9

46.1

30.2

4.1

0.6

0.3

0.8

0.4

0.1

0.4

0.1

0.4

0.0

0.1

0.4

0.4

0.0

5.1

0 20 40 60 80 100
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帰宅時刻 

「18 時頃」の割合が 29.8％と最も高く、次い

で「19 時頃」の割合が 25.1％、「20 時頃」の割合

が 17.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「18 時頃」の割合が増

加しています。一方、「20 時頃」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 359）

前回調査

（回答者数 = 787）

％

６時より前

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時以降

無回答

0.3

0.0

2.2

1.9

1.7

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.6

0.3

5.3

29.8

25.1

17.0

7.5

3.9

3.3

1.4

0.1

0.3

0.5

0.1

0.6

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

3.8

21.2

24.7

22.6

12.5

6.0

5.1

0 20 40 60 80 100
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（２）母親 

週あたり就労日数 

「５日」の割合が 68.9％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 13.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「４日」の割合が増加

しています。一方、「６日」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、出石で「７日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

無
回
答 

全  体 350 0.9 1.1 7.7 13.1 68.9 6.6 0.3 1.4 

豊岡 182 1.6 － 8.2 12.1 68.1 7.7 － 2.2 

城崎 19 － 5.3 5.3 21.1 57.9 10.5 － － 

竹野 16 － － 12.5 31.3 56.3 － － － 

日高 77 － 3.9 9.1 9.1 72.7 3.9 － 1.3 

出石 39 － － 5.1 15.4 71.8 5.1 2.6 － 

但東 15 － － － 6.7 80.0 13.3 － － 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.9

1.1

7.7

13.1

68.9

6.6

0.3

1.4

0.7

1.6

4.2

7.4

70.1

13.8

1.6

0.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 350）

前回調査

（回答者数 = 739）
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１日あたり就労時間 

「８時間」の割合が 33.4％と最も高く、次いで

「７時間」の割合が 15.7％、「５時間」の割合が

12.3％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

３
時
間
未
満 

３
時
間 

４
時
間 

５
時
間 

６
時
間 

７
時
間 

８
時
間 

９
時
間 

10
時
間 

 

11
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 350 － 2.0 8.3 12.3 11.1 15.7 33.4 6.9 4.0 4.0 2.3 

豊岡 182 － 1.6 8.2 9.3 9.9 17.6 37.4 4.9 3.8 3.8 3.3 

城崎 19 － 10.5 5.3 5.3 5.3 21.1 36.8 10.5 － － 5.3 

竹野 16 － 6.3 － 37.5 12.5 6.3 25.0 6.3 6.3 － － 

日高 77 － － 7.8 13.0 16.9 14.3 24.7 10.4 3.9 7.8 1.3 

出石 39 － － 12.8 17.9 12.8 7.7 30.8 7.7 7.7 2.6 － 

但東 15 － 6.7 13.3 6.7 － 26.7 40.0 6.7 － － － 

 

  

本調査

（回答者数 = 350）

前回調査

（回答者数 = 739）

％

３時間未満

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間以上

無回答

0.0

2.0

8.3

12.3

11.1

15.7

33.4

6.9

4.0

4.0

2.3

0.0

3.9

8.3

11.9

11.2

12.4

33.8

6.2

6.6

3.8

1.8

0 20 40 60 80 100
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家を出る時刻 

「８時頃」の割合が 52.9％と最も高く、次いで

「７時頃」の割合が 19.1％、「９時頃」の割合が

18.6％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 350）

前回調査

（回答者数 = 739）

％

６時より前

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時以降

無回答

0.6

1.7

19.1

52.9

18.6

2.3

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

4.0

0.5

0.4

21.1

50.3

17.7

3.0

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.1

0.0

4.9

0 20 40 60 80 100
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帰宅時刻 

「18 時頃」の割合が 31.7％と最も高く、次い

で「17 時頃」の割合が 18.9％、「15 時頃」、「16 時

頃」の割合が 11.7％となっています。 

前回調査と比較すると、「19 時頃」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 350）

前回調査

（回答者数 = 739）

％

６時より前

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時以降

無回答

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.3

3.4

11.7

11.7

18.9

31.7

8.3

3.7

1.1

0.6

4.3

0.5

0.1

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

1.5

4.1

5.5

7.2

11.1

14.7

30.3

13.4

4.6

1.1

0.5

4.9

0 20 40 60 80 100
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問７で「３.４.」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

問８ フルタイム勤務の希望はありますか。 

（（１）父親、（２）母親について、それぞれ１つだけ○） 

（１）父親 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを

希望」が２件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム勤務の希望があ
り、実現できる見込みがあ
る

フルタイム勤務の希望はあ
るが、実現できる見込みは
ない

パート・アルバイト等の就
労を続けることを希望

パート・アルバイト等をや
めて子育てや家事に専念し
たい

無回答

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

50.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 2）

前回調査

（回答者数 = 4）
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（２）母親 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを

希望」の割合が 47.2％と最も高く、次いで「フル

タイム勤務の希望はあるが、実現できる見込みは

ない」の割合が 34.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「フルタイム勤務の希

望はあるが、実現できる見込みはない」の割合が

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の

希
望
が
あ
り
⺯
実
現
で

き
る
見
込
み
が
あ
る 

フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の

希
望
は
あ
る
が
⺯
実
現

で
き
る
見
込
み
は
な

い パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

等
の
就
労
を
続
け
る

こ
と
を
希
望 

パ
⺳
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

等
を
や
め
て
子
育
て

や
家
事
に
専
念
し
た

い 無
回
答 

全  体 159 9.4 34.0 47.2 3.8 5.7 

豊岡 74 6.8 40.5 40.5 5.4 6.8 

城崎 12 8.3 16.7 66.7 8.3 － 

竹野 9 22.2 22.2 44.4 － 11.1 

日高 40 7.5 37.5 50.0 2.5 2.5 

出石 18 11.1 16.7 61.1 － 11.1 

但東 5 40.0 40.0 20.0 － － 

 

  

％

フルタイム勤務の希望があ
り、実現できる見込みがあ
る

フルタイム勤務の希望はあ
るが、実現できる見込みは
ない

パート・アルバイト等の就
労を続けることを希望

パート・アルバイト等をや
めて子育てや家事に専念し
たい

無回答

9.4

34.0

47.2

3.8

5.7

10.0

24.5

51.5

3.6

10.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 159）

前回調査

（回答者数 = 330）
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問７で「５.６.」（就労していない等）に○をつけた方にうかがいます。 

問９ 就労したいという希望はありますか。 

（（１）父親、（２）母親について、それぞれ１つだけ○。数字は□内に１つずつ。） 

（１）父親 

有効回答がありませんでした。 

 

 

（２）母親 

「子育てや家事などに専念したい（就労の予定

はない）」の割合が 44.2％と最も高く、次いで「す

ぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割

合が 25.6％、「１年より先、一番下の子どもが何

歳になったころに就労したい」の割合が20.9％と

なっています。 

前回調査と比較すると、「子育てや家事などに

専念したい（就労の予定はない）」の割合が増加

しています。一方、「すぐにでも、もしくは１年以

内に就労したい」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

子どもが何歳になったら働きたいか 

「11 歳以上」が５件となっています。「３歳」、

「７歳」、「10 歳」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子育てや家事などに専念し
たい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子ど
もが何歳になったころに就
労したい

すぐにでも、もしくは１年
以内に就労したい

無回答

44.2

20.9

25.6

9.3

25.0

24.1

40.5

10.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 43）

前回調査

（回答者数 = 116）

％

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳以上

無回答

0.0

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

11.1

0.0

0.0

11.1

55.6

11.1

3.6

3.6

10.7

17.9

0.0

10.7

14.3

0.0

0.0

10.7

25.0

3.6

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 9）

前回調査

（回答者数 = 28）
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希望する就労形態 

「フルタイム」の割合が 27.3％、「パートタイ

ム、アルバイト等」の割合が 72.7％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「フルタイム」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

希望する就労日数 

「３日」が４件となっています。「５日」が３件、

「２日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する１日あたり就労時間 

「５時間」が４件となっています。「４時間」が

２件、「３時間」、「６時間」が１件となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム

パートタイム、アルバイト
等

無回答

27.3

72.7

0.0

21.3

76.6

2.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 11）

前回調査

（回答者数 = 47）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

12.5

50.0

0.0

37.5

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

30.6

16.7

44.4

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 8）

前回調査

（回答者数 = 36）

本調査

（回答者数 = 8）

前回調査

（回答者数 = 36）

％

３時間未満

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間以上

無回答

0.0

12.5

25.0

50.0

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.6

33.3

44.4

11.1

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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（４）お子さんの病気の際の対応について 

問 10 お子さんが病気やケガで学校を休んだことはありますか。（１つだけ○） 

「あった」の割合が 83.9％、「なかった」の割

合が 14.6％となっています。 

前回調査と比較すると、「あった」の割合が増

加しています。一方、「なかった」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

あ
⻒
た 

な
か
⻒
た 

無
回
答 

全  体 403 83.9 14.6 1.5 

豊岡 217 84.3 14.7 0.9 

城崎 21 76.2 19.0 4.8 

竹野 17 76.5 17.6 5.9 

日高 85 85.9 14.1 － 

出石 44 84.1 13.6 2.3 

但東 17 88.2 5.9 5.9 

 

  

％

あった

なかった

無回答

83.9

14.6

1.5

64.2

33.4

2.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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問 10－１ お子さんが病気やけがで学校を休んだ場合に、この１年間に行った対処方法

をお答えください。 

（いくつでも○。また、それぞれの日数も□内にご記入ください。） 

※半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。 

「母親が休んだ」の割合が75.7％と最も高く、

次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみ

てもらった」の割合が 31.1％、「父親が休んだ」

の割合が 23.7％となっています。 

前回調査と比較すると、「父親が休んだ」「母親

が休んだ」の割合が増加しています。一方、「（同

居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」

「父親又は母親のうち就労していない方が子ど

もをみた」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、豊岡で「父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた」の割合が高

くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

父
親
が
休
ん
だ 

母
親
が
休
ん
だ 

⺺
同
居
者
を
含
む
⺻
親

族
・
知
人
に
子
ど
も
を

み
て
も
ら
⻒
た 

父
親
又
は
母
親
の
う

ち
就
労
し
て
い
な
い

方
が
子
ど
も
を
み
た 

病
児
・
病
後
児
の
保
育

を
利
用
し
た 

仕
方
な
く
子
ど
も
だ

け
で
留
守
番
を
さ
せ

た そ
の
他 

無
回
答 

全  体 338 23.7 75.7 31.1 11.5 1.8 10.9 3.6 2.7 

豊岡 183 25.7 71.6 31.1 16.4 2.7 13.1 2.2 3.3 

城崎 16 12.5 75.0 37.5 6.3 － 6.3 6.3 － 

竹野 13 15.4 76.9 23.1 － － 7.7 15.4 － 

日高 73 24.7 80.8 30.1 11.0 － 8.2 5.5 1.4 

出石 37 21.6 81.1 40.5 － 2.7 8.1 － 5.4 

但東 15 20.0 86.7 13.3 － － 13.3 6.7 － 

 

  

％

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知
人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労し
ていない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用
した

仕方なく子どもだけで留守
番をさせた

その他

無回答

23.7

75.7

31.1

11.5

1.8

10.9

3.6

2.7

12.6

61.7

39.5

16.5

0.9

9.8

3.9

2.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 338）

前回調査

（回答者数 = 562）
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ア．父親が休んだ 

「１日」の割合が 38.8％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 16.3％、「２日」、「３日」の割

合が 15.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「３日」「５日」の割合

が増加しています。一方、「２日」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51日～

無回答

38.8

15.0

15.0

2.5

16.3

0.0

2.5

1.3

0.0

3.8

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

43.7

38.0

7.0

1.4

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

5.6

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 80）

前回調査

（回答者数 = 71）
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イ．母親が休んだ 

「５日」の割合が 22.3％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 12.9％、「10 日」の割合が 12.5％

となっています。 

前回調査と比較すると、「５日」「10 日」の割合

が増加しています。一方、「１日」「２日」「３日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51日～

無回答

11.3

12.9

11.3

5.5

22.3

4.7

4.3

1.6

0.0

12.5

3.5

2.3

2.3

1.2

0.4

3.9

27.7

25.6

17.0

6.1

11.5

0.0

2.6

1.2

0.0

2.0

0.9

0.3

0.6

0.3

0.0

4.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 256）

前回調査

（回答者数 = 347）
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ウ．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 

「３日」の割合が 21.0％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 20.0％、「５日」の割合が 17.1％

となっています。 

前回調査と比較すると、「５日」「10 日」の割合

が増加しています。一方、「１日」「２日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51日～

無回答

16.2

20.0

21.0

2.9

17.1

0.0

1.9

0.0

0.0

8.6

2.9

2.9

0.0

0.0

1.0

5.7

31.1

25.2

20.7

7.2

7.2

0.5

2.3

0.0

0.0

1.8

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

3.2

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 105）

前回調査

（回答者数 = 222）
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エ．父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 

「10 日」の割合が 25.6％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 23.1％、「１日」、「11～15 日」

の割合が 12.8％となっています。 

前回調査と比較すると、「５日」「10 日」「11～

15 日」の割合が増加しています。一方、「２日」

「３日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51日～

無回答

12.8

7.7

2.6

0.0

23.1

5.1

2.6

0.0

0.0

25.6

12.8

0.0

0.0

0.0

2.6

5.1

17.2

24.7

17.2

3.2

11.8

3.2

4.3

1.1

0.0

2.2

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

14.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 39）

前回調査

（回答者数 = 93）
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オ．病児・病後児の保育を利用した（保育所（園）で実施しているサービスを含む） 

「５日」が２件となっています。「１日」、「４

日」、「７日」、「11～15日」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51日～

無回答

16.7

0.0

0.0

16.7

33.3

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

40.0

0.0

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 6）

前回調査

（回答者数 = 5）
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カ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

「１日」の割合が 40.5％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 21.6％、「５日」の割合が 13.5％

となっています。 

前回調査と比較すると、「５日」の割合が増加

しています。一方、「１日」「２日」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51日～

無回答

40.5

21.6

10.8

0.0

13.5

2.7

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

2.7

49.1

29.1

10.9

1.8

7.3

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 37）

前回調査

（回答者数 = 55）
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キ．その他 

「３日」の割合が25.0％と最も高くなっていま

す。 

前回調査と比較すると、「６日」「11～15 日」「16

～20 日」「51 日～」の割合が増加しています。一

方、「１日」「２日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11～15日

16～20日

21～30日

31～50日

51日～

無回答

8.3

0.0

25.0

8.3

0.0

8.3

8.3

0.0

0.0

8.3

8.3

8.3

0.0

0.0

8.3

8.3

18.2

13.6

22.7

4.5

0.0

0.0

4.5

0.0

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 12）

前回調査

（回答者数 = 22）
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問 10－１で「ア.」「イ.」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

問 10－２ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思わ

れましたか。（１つだけ○。また、利用したい日数も□内にご記入ください。） 

なお、病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前に

かかりつけ医の受診が必要となります。 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用した

い」の割合が14.7％、「利用したいとは思わない」

の割合が 80.4％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

で
き
れ
ば
病
児
・
病
後

児
保
育
施
設
等
を
利

用
し
た
い 

利
用
し
た
い
と
は
思

わ
な
い 

無
回
答 

全  体 265 14.7 80.4 4.9 

豊岡 138 16.7 77.5 5.8 

城崎 12 － 100.0 － 

竹野 10 10.0 90.0 － 

日高 60 10.0 85.0 5.0 

出石 31 19.4 77.4 3.2 

但東 13 23.1 69.2 7.7 

 

 

  

％

できれば病児・病後児保育
施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

14.7

80.4

4.9

14.2

79.4

6.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 265）

前回調査

（回答者数 = 359）
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病児・病後児の保育施設等の希望する利用日数 

「５日」の割合が 25.6％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 17.9％、「３日」の割合が 15.4％

となっています。 

前回調査と比較すると、「５日」「10 日」の割合

が増加しています。一方、「１日」「２日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

無回答

2.6

17.9

15.4

2.6

25.6

0.0

5.1

0.0

0.0

12.8

17.9

15.7

23.5

19.6

2.0

19.6

0.0

3.9

0.0

0.0

5.9

9.8

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 39）

前回調査

（回答者数 = 51）
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問 10－２で「２．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 10－３ そう思われる理由についてお答えください。（いくつでも○） 

「親が仕事を休んで対応する」の割合が48.4％

と最も高く、次いで「病児・病後児を他人に看て

もらうのは不安」の割合が 41.3％、「利用料がか

かる・高い」の割合が 32.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「利用料がかかる・高

い」「利用方法や利用料がわからない」の割合が

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「利用方法や利用料がわからない」の選択肢は「利用料がわからない」となっていました。 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、豊岡で「地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない」

の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

病
児
・
病
後
児
を
他
人
に
看

て
も
ら
う
の
は
不
安 

地
域
の
事
業
の
質
に
不
安
が

あ
る 

地
域
の
事
業
の
利
便
性
⺺
立

地
や
利
用
可
能
時
間
・
日
数

な
ど
⺻
が
よ
く
な
い 

利
用
料
が
か
か
る
・
高
い 

利
用
方
法
や
利
用
料
が
わ
か

ら
な
い 

親
が
仕
事
を
休
ん
で
対
応
す

る そ
の
他 

無
回
答 

全  体 213 41.3 3.3 14.1 32.9 22.5 48.4 10.8 0.9 

豊岡 107 42.1 2.8 7.5 31.8 23.4 47.7 14.0 － 

城崎 12 33.3 － 16.7 33.3 16.7 66.7 16.7 － 

竹野 9 33.3 － 33.3 44.4 33.3 33.3 － － 

日高 51 39.2 5.9 23.5 35.3 19.6 47.1 9.8 2.0 

出石 24 50.0 4.2 16.7 33.3 25.0 41.7 4.2 4.2 

但東 9 44.4 － 11.1 22.2 22.2 66.7 － － 

  

％

病児・病後児を他人に看て
もらうのは不安

地域の事業の質に不安があ
る

地域の事業の利便性（立地
や利用可能時間・日数な
ど）がよくない

利用料がかかる・高い

利用方法や利用料がわから
ない

親が仕事を休んで対応する

その他

無回答

41.3

3.3

14.1

32.9

22.5

48.4

10.8

0.9

45.6

6.7

14.0

24.2

15.8

53.3

19.3

0.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 213）

前回調査

（回答者数 = 285）
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（５）不定期の宿泊を伴う一時預かり等の状況について 

問 11 お子さんについて、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族（兄弟姉妹含む）の

育児疲れや育児不安、病気など）により、泊りがけで年間何日くらい家族以外に預

ける必要があると思いますか。短期入所生活援助事業（ショートステイ）（児童養護

施設等で一定期間、子どもを保護する事業）の利用希望の有無について○（いくつ

でも）。また、利用したい泊数も□内にご記入ください。 

なお事業の利用に当たっては、一定の利用料がかかります。 

「利用したい」の割合が 11.4％、「利用する必

要はない」の割合が 83.9％となっています。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な

い 無
回
答 

全  体 403 11.4 83.9 4.7 

豊岡 217 11.5 84.3 4.1 

城崎 21 － 95.2 4.8 

竹野 17 11.8 82.4 5.9 

日高 85 12.9 81.2 5.9 

出石 44 11.4 86.4 2.3 

但東 17 17.6 70.6 11.8 

 

 

 

利用したい理由 

「保護者や家族の病気」の割合が91.3％と最も

高く、次いで「冠婚葬祭」の割合が 34.8％、「保

護者や家族の育児疲れ・不安」の割合が 32.6％と

なっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 403 ％

利用したい

利用する必要はない

無回答

11.4

83.9

4.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 46 ％

冠婚葬祭

保護者や家族の育児疲れ・
不安

保護者や家族の病気

その他

無回答

34.8

32.6

91.3

13.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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希望泊数 合計 

「２泊」の割合が 13.0％と最も高く、次いで

「３泊」の割合が 10.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 46 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

2.2

13.0

10.9

2.2

8.7

4.3

4.3

2.2

0.0

4.3

0.0

0.0

4.3

4.3

39.1

0 20 40 60 80 100
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ア．冠婚葬祭 

「１泊」、「２泊」の割合が 25.0％と最も高く、

次いで「３泊」の割合が 18.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 16 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

25.0

25.0

18.8

0.0

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0 20 40 60 80 100
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イ．保護者や家族の育児疲れ・不安 

「２泊」の割合が 26.7％と最も高く、次いで

「１泊」の割合が 20.0％、「５泊」の割合が 13.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 15 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

20.0

26.7

6.7

0.0

13.3

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

20.0

0 20 40 60 80 100



 206 

ウ．保護者や家族の病気 

「２泊」の割合が 31.0％と最も高く、次いで

「３泊」の割合が 16.7％、「５泊」の割合が 14.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 42 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

11.9

31.0

16.7

0.0

14.3

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

4.8

2.4

11.9

0 20 40 60 80 100
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エ．その他 

「１泊」、「２泊」、「３泊」が２件となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 6 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊

７泊

８泊

９泊

10泊

11～15泊

16～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

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

0.0

0 20 40 60 80 100
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（６）お子さんの放課後の過ごし方について 

問 12 お子さんは、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごして

いますか。 

（いくつでも○。また、それぞれの日数等も□内にご記入ください。） 

「自宅」の割合が 68.5％と最も高く、次いで

「習い事」の割合が 33.3％、「市が行っている放

課後児童クラブ」の割合が 26.6％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「習い事」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知

人
宅 

習
い
事 

市
が
行
⻒
て
い
る
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ 

民
間
で
実
施
し
て
い

る
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ 放
課
後
子
ど
も
教
室 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 403 68.5 12.4 33.3 26.6 7.2 2.7 6.5 1.0 

豊岡 217 67.7 11.5 37.3 24.9 10.1 1.8 7.8 1.8 

城崎 21 71.4 23.8 23.8 28.6 － － 9.5 － 

竹野 17 64.7 11.8 17.6 23.5 － － － － 

日高 85 74.1 15.3 36.5 23.5 5.9 4.7 8.2 － 

出石 44 61.4 6.8 29.5 36.4 4.5 4.5 － － 

但東 17 64.7 5.9 5.9 41.2 － 5.9 － － 

 

  

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

市が行っている放課後児童
クラブ

民間で実施している放課後
児童クラブ

放課後子ども教室

その他

無回答

68.5

12.4

33.3

26.6

7.2

2.7

6.5

1.0

66.5

17.0

40.0

27.4

4.8

3.8

9.5

0.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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１．自宅 

「週５日くらい」の割合が43.8％と最も高く、

次いで「週３日くらい」の割合が 14.1％、「週６

日以上」の割合が 13.8％となっています。 

前回調査と比較すると、「週６日以上」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．祖父母宅や友人・知人宅 

「週１日くらい」の割合が40.0％と最も高く、

次いで「週５日くらい」の割合が 24.0％、「週２

日くらい」の割合が 20.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「週５日くらい」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

「週２日くらい」の割合が43.3％と最も高く、

次いで「週１日くらい」の割合が 28.4％、「週３

日くらい」の割合が 17.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「週２日くらい」の割

合が増加しています。一方、「週１日くらい」の割

合が減少しています。 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 276）

前回調査

（回答者数 = 582）

本調査

（回答者数 = 50）

前回調査

（回答者数 = 149）

本調査

（回答者数 = 134）

前回調査

（回答者数 = 350）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

6.2

10.1

14.1

7.6

43.8

13.8

4.3

8.8

11.5

12.7

10.8

47.4

6.0

2.7

0 20 40 60 80 100

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

40.0

20.0

6.0

2.0

24.0

2.0

6.0

40.3

24.2

7.4

6.7

17.4

2.7

1.3

0 20 40 60 80 100

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

28.4

43.3

17.2

6.7

3.0

0.0

1.5

33.4

35.4

21.1

7.1

1.7

0.3

0.9

0 20 40 60 80 100
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４．市が行っている放課後児童クラブ 

「週５日くらい」の割合が61.7％と最も高く、

次いで「週４日くらい」の割合が 19.6％となって

います。 

前回調査と比較すると、「週５日くらい」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用の希望終了時間 

「17 時まで」の割合が 46.7％と最も高く、次

いで「18 時まで」の割合が 40.2％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「17 時まで」の割合が

増加しています。一方、「18 時まで」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 107）

前回調査

（回答者数 = 240）

％

下校時から14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

22時まで

無回答

0.0

0.0

7.5

46.7

40.2

0.9

0.0

0.0

0.0

4.7

0.0

0.0

11.7

37.5

46.7

2.9

0.0

0.0

0.0

1.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 107）

前回調査

（回答者数 = 240）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

2.8

2.8

9.3

19.6

61.7

3.7

0.0

0.4

3.3

6.7

17.9

68.3

3.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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５．民間で実施している放課後児童クラブ 

「週５日くらい」の割合が69.0％と最も高く、

次いで「週４日くらい」の割合が 10.3％となって

います。 

前回調査と比較すると、「週５日くらい」の割

合が増加しています。一方、「週３日くらい」「週

６日以上」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用の希望終了時間 

「18 時まで」の割合が 62.1％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 24.1％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「18 時まで」の割合が

増加しています。一方、「17 時まで」「19 時まで」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 29）

前回調査

（回答者数 = 42）

％

下校時から14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

22時まで

無回答

3.4

0.0

6.9

24.1

62.1

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

0.0

4.8

33.3

47.6

11.9

0.0

0.0

0.0

2.4

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 29）

前回調査

（回答者数 = 42）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

3.4

3.4

3.4

10.3

69.0

3.4

6.9

2.4

7.1

11.9

11.9

54.8

9.5

2.4

0 20 40 60 80 100
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６．放課後子ども教室（地域の方の協力を得て、放課後や週末に地区コミュニティセンター等で、 

スポーツや文化活動などをする事業） 

「週３日くらい」、「週４日くらい」の割合が

27.3％と最も高く、次いで「週２日くらい」、「週

５日くらい」の割合が 18.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「週３日くらい」「週４

日くらい」「週５日くらい」の割合が増加してい

ます。一方、「週１日くらい」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．その他（公園、図書館、放課後等デイサービスなど） 

「週１日くらい」の割合が53.8％と最も高く、

次いで「週２日くらい」の割合が 23.1％、「週５

日くらい」の割合が 11.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「週１日くらい」「週５

日くらい」の割合が増加しています。一方、「週３

日くらい」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 11）

前回調査

（回答者数 = 33）

本調査

（回答者数 = 26）

前回調査

（回答者数 = 83）

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

9.1

18.2

27.3

27.3

18.2

0.0

0.0

39.4

21.2

18.2

9.1

12.1

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

週１日くらい

週２日くらい

週３日くらい

週４日くらい

週５日くらい

週６日以上

無回答

53.8

23.1

7.7

3.8

11.5

0.0

0.0

47.0

22.9

16.9

6.0

4.8

0.0

2.4

0 20 40 60 80 100
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問 13 お子さんについて、放課後児童クラブを利用したいと思いますか。 

（次の（１）～（４）の項目別に、①小学校低学年、②小学校高学年のそれぞれに

ついて１つだけ○。また、「１」に○をつけた場合は利用したい時間帯も□内にご記

入ください。） 

（１）平日の放課後 

①小学校低学年（１～３年生） 

「利用したい」の割合が 36.7％、「利用する必

要はない」の割合が 26.6％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な

い 無
回
答 

全  体 403 36.7 26.6 36.7 

豊岡 217 34.6 28.1 37.3 

城崎 21 28.6 47.6 23.8 

竹野 17 29.4 23.5 47.1 

日高 85 42.4 22.4 35.3 

出石 44 47.7 18.2 34.1 

但東 17 29.4 23.5 47.1 

 

週あたりの希望日数 

「週５日」の割合が 75.7％と最も高く、次いで

「週４日」の割合が 11.5％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

36.7

26.6

36.7

34.3

30.7

35.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）

本調査

（回答者数 = 148）

前回調査

（回答者数 = 300）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日以上

無回答

0.0

2.7

4.1

11.5

75.7

4.1

2.0

1.3

2.3

7.7

7.0

74.3

4.7

2.7

0 20 40 60 80 100
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利用の希望終了時間 

「18 時まで」の割合が 45.9％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 33.8％、「19 時まで」

の割合が 10.8％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小学校高学年（４～６年生） 

「利用したい」の割合が 27.0％、「利用する必

要はない」の割合が 59.6％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な

い 無
回
答 

全  体 403 27.0 59.6 13.4 

豊岡 217 27.6 59.4 12.9 

城崎 21 19.0 71.4 9.5 

竹野 17 23.5 52.9 23.5 

日高 85 24.7 61.2 14.1 

出石 44 31.8 56.8 11.4 

但東 17 35.3 52.9 11.8 

  

％

下校時から14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

22時まで

無回答

0.0

0.0

4.7

33.8

45.9

10.8

0.7

0.0

0.0

4.1

0.3

0.3

4.7

33.0

47.3

11.3

0.3

0.3

0.0

2.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 148）

前回調査

（回答者数 = 300）

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

27.0

59.6

13.4

27.8

58.5

13.7

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）



 215 

週あたりの希望日数 

「週５日」の割合が 66.1％と最も高く、次いで

「週４日」の割合が 13.8％、「週３日」の割合が

10.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「週４日」の割合が増

加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用の希望終了時間 

「18 時まで」の割合が 49.5％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 32.1％、「19 時まで」

の割合が 11.0％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 109）

前回調査

（回答者数 = 243）

％

下校時から14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

22時まで

無回答

0.0

0.0

4.6

32.1

49.5

11.0

0.9

0.0

0.0

1.8

0.4

0.0

2.5

30.9

51.0

11.1

0.4

0.4

0.0

3.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 109）

前回調査

（回答者数 = 243）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日以上

無回答

0.0

3.7

10.1

13.8

66.1

3.7

2.8

0.4

8.2

11.5

7.4

65.4

2.9

4.1

0 20 40 60 80 100
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（２）土曜日 

①小学校低学年（１～３年生） 

「利用したい」の割合が 8.4％、「利用する必要

はない」の割合が 54.3％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な

い 無
回
答 

全  体 403 8.4 54.3 37.2 

豊岡 217 8.3 53.9 37.8 

城崎 21 14.3 61.9 23.8 

竹野 17 5.9 47.1 47.1 

日高 85 8.2 55.3 36.5 

出石 44 6.8 56.8 36.4 

但東 17 11.8 47.1 41.2 

 

 

  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

8.4

54.3

37.2

9.1

55.3

35.5

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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利用の希望開始時間 

「８時から」の割合が 58.8％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 26.5％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用の希望終了時間 

「18 時まで」の割合が 44.1％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 17.6％、「16 時まで」、

「19 時まで」の割合が 11.8％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 34）

前回調査

（回答者数 = 80）

％

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

21時以降

無回答

0.0

2.9

2.9

0.0

11.8

17.6

44.1

11.8

0.0

0.0

0.0

8.8

3.8

3.8

2.5

2.5

11.3

18.8

40.0

10.0

0.0

1.3

0.0

6.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 34）

前回調査

（回答者数 = 80）

％

６時より前

６時から

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時以降

無回答

0.0

0.0

5.9

58.8

26.5

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.9

1.3

0.0

7.5

57.5

22.5

2.5

1.3

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

0.0

6.3

0 20 40 60 80 100
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②小学校高学年（４～６年生） 

「利用したい」の割合が 4.7％、「利用する必要

はない」の割合が 79.7％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な
い 

無
回
答 

全  体 403 4.7 79.7 15.6 

豊岡 217 6.0 77.9 16.1 

城崎 21 4.8 85.7 9.5 

竹野 17 － 70.6 29.4 

日高 85 3.5 83.5 12.9 

出石 44 － 84.1 15.9 

但東 17 11.8 76.5 11.8 

 

  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

4.7

79.7

15.6

5.6

79.4

15.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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利用の希望開始時間 

「８時から」の割合が 68.4％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 26.3％となっています。 

前回調査と比較すると、「８時から」の割合が

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用の希望終了時間 

「18 時まで」の割合が 52.6％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 26.3％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「18 時まで」の割合が

増加しています。一方、「12 時まで」「14 時まで」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 49）

％

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

21時以降

無回答

0.0

5.3

0.0

5.3

5.3

26.3

52.6

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

4.1

6.1

10.2

6.1

24.5

30.6

6.1

0.0

2.0

0.0

4.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 19）

前回調査

（回答者数 = 49）

６時より前

６時から

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時から

14時から

15時から

16時から

17時以降

無回答

0.0

0.0

5.3

68.4

26.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

51.0

28.6

2.0

0.0

2.0

4.1

0.0

2.0

2.0

0.0

4.1

0 20 40 60 80 100
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（３）日曜・祝日 

①小学校低学年（１～３年生） 

「利用したい」の割合が 3.0％、「利用する必要

はない」の割合が 60.0％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な

い 無
回
答 

全  体 403 3.0 60.0 37.0 

豊岡 217 2.3 58.5 39.2 

城崎 21 4.8 71.4 23.8 

竹野 17 5.9 47.1 47.1 

日高 85 4.7 61.2 34.1 

出石 44 2.3 65.9 31.8 

但東 17 － 58.8 41.2 

 

  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

3.0

60.0

37.0

4.6

59.4

36.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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利用の希望開始時間 

「８時から」の割合が 50.0％と最も高く、次い

で「９時から」の割合が 25.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「８時から」の割合が

増加しています。一方、「７時から」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用の希望終了時間 

「18 時まで」の割合が 41.7％と最も高く、次

いで「19 時まで」の割合が 25.0％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、「14 時まで」「15 時ま

で」「19 時まで」の割合が増加しています。一方、

「16 時まで」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 12）

前回調査

（回答者数 = 40）

％

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

無回答

0.0

0.0

8.3

8.3

0.0

8.3

41.7

25.0

0.0

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

2.5

15.0

10.0

37.5

17.5

2.5

0.0

15.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 12）

前回調査

（回答者数 = 40）

％

６時より前

６時から

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時以降

無回答

0.0

0.0

8.3

50.0

25.0

8.3

0.0

0.0

0.0

8.3

0.0

0.0

15.0

40.0

25.0

5.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0 20 40 60 80 100
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②小学校高学年（４～６年生） 

「利用したい」の割合が 1.7％、「利用する必要

はない」の割合が 82.4％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な

い 無
回
答 

全  体 403 1.7 82.4 15.9 

豊岡 217 1.4 82.0 16.6 

城崎 21 － 90.5 9.5 

竹野 17 － 70.6 29.4 

日高 85 2.4 83.5 14.1 

出石 44 2.3 84.1 13.6 

但東 17 5.9 82.4 11.8 

 

  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

1.7

82.4

15.9

3.3

81.4

15.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）
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利用の希望開始時間 

「８時から」が４件となっています。「９時か

ら」が２件、「７時から」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用の希望終了時間 

「18 時まで」が５件となっています。「17 時ま

で」、「19 時まで」が１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 7）

前回調査

（回答者数 = 29）

％

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

71.4

14.3

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

0.0

6.9

17.2

17.2

27.6

10.3

3.4

0.0

10.3

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 7）

前回調査

（回答者数 = 29）

％

６時より前

６時から

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時以降

無回答

0.0

0.0

14.3

57.1

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.8

31.0

31.0

10.3

0.0

3.4

0.0

10.3

0 20 40 60 80 100
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（４）長期休業中（夏休み・冬休み等） 

①小学校低学年（１～３年生） 

「利用したい」の割合が 38.7％、「利用する必

要はない」の割合が 23.6％となっています。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な
い 

無
回
答 

全  体 403 38.7 23.6 37.7 

豊岡 217 38.2 22.6 39.2 

城崎 21 42.9 33.3 23.8 

竹野 17 23.5 23.5 52.9 

日高 85 41.2 23.5 35.3 

出石 44 50.0 18.2 31.8 

但東 17 17.6 35.3 47.1 

 

 

週あたりの希望日数 

「週５日」の割合が75.0％と最も高くなってい

ます。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

38.7

23.6

37.7

41.0

23.0

36.0

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）

本調査

（回答者数 = 156）

前回調査

（回答者数 = 359）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日以上

無回答

0.6

1.9

7.1

7.1

75.0

3.2

5.1

0.0

1.1

7.8

5.8

77.2

5.3

2.8

0 20 40 60 80 100
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利用の希望開始時間 

「７時から」の割合が 64.7％と最も高く、次い

で「８時から」の割合が 14.1％、「６時から」の

割合が 13.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「６時から」「７時から」

の割合が増加しています。一方、「８時から」「９

時から」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用の希望終了時間 

「18 時まで」の割合が 40.4％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 31.4％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 156）

前回調査

（回答者数 = 359）

％

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

7.7

31.4

40.4

9.0

0.6

0.0

7.1

0.0

0.6

0.3

1.4

3.9

9.7

30.9

37.9

8.9

0.3

0.0

6.1

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 156）

前回調査

（回答者数 = 359）

％

６時より前

６時から

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時以降

無回答

0.0

13.5

64.7

14.1

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

0.0

12.0

64.9

15.9

1.1

0.0

0.0

0.0

6.1

0 20 40 60 80 100
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②小学校高学年（４～６年生） 

「利用したい」の割合が 33.3％、「利用する必

要はない」の割合が 52.1％となっています。 

前回調査と比較すると、「利用する必要はない」

の割合が増加しています。一方、「利用したい」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要
は
な
い 

無
回
答 

全  体 403 33.3 52.1 14.6 

豊岡 217 34.1 50.7 15.2 

城崎 21 28.6 61.9 9.5 

竹野 17 35.3 41.2 23.5 

日高 85 28.2 57.6 14.1 

出石 44 40.9 47.7 11.4 

但東 17 35.3 52.9 11.8 

 

 

 

週あたりの希望日数 

「週５日」の割合が78.4％と最も高くなってい

ます。 

前回調査と比較すると、「週５日」の割合が増

加しています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

33.3

52.1

14.6

38.9

46.5

14.6

0 20 40 60 80 100

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）

本調査

（回答者数 = 134）

前回調査

（回答者数 = 340）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日以上

無回答

0.0

2.2

9.7

5.2

78.4

3.0

1.5

0.3

3.2

10.6

6.5

72.1

4.1

3.2

0 20 40 60 80 100
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利用の希望開始時間 

「７時から」の割合が 64.2％と最も高く、次い

で「６時から」の割合が 14.9％、「８時から」の

割合が 12.7％となっています。 

前回調査と比較すると、「６時から」「７時から」

の割合が増加しています。一方、「８時から」「９

時から」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用の希望終了時間 

「18 時まで」の割合が 40.3％と最も高く、次

いで「17 時まで」の割合が 31.3％となっていま

す。 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本調査

（回答者数 = 134）

前回調査

（回答者数 = 340）

本調査

（回答者数 = 134）

前回調査

（回答者数 = 340）

％

11時まで

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

無回答

0.0

0.7

0.7

0.7

3.0

7.5

31.3

40.3

8.2

0.7

0.0

6.7

0.3

2.1

0.3

1.2

3.5

7.9

31.2

38.2

8.8

0.3

0.0

6.2

0 20 40 60 80 100

％

６時より前

６時から

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

13時以降

無回答

0.0

14.9

64.2

12.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

0.0

10.9

65.6

15.6

1.8

0.0

0.0

0.0

6.2

0 20 40 60 80 100
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ここからは、主に「豊岡市こども計画」を策定するための設問です。 

（７）こどもの権利について 

問 14 あなたは、「こどもの権利」を知っていますか。（１つだけ○） 

「知っている」の割合が 42.4％、「知らない」

の割合が 56.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 15 こどもの権利の中で特に大切だと思うことはどれですか。（３つまで○） 

「暴力や言葉で傷つけないこと」の割合が

63.3％と最も高く、次いで「自分の考えを自由に

言えること」の割合が 40.7％、「人と違う自分ら

しさが認められること」の割合が39.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 403 ％

知っている

知らない

無回答

42.4

56.3

1.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 403 ％

人種や性別、宗教などで差
別されないこと

障がいのある子が差別され
ないこと

こどもが知りたいことを隠
さないこと

暴力や言葉で傷つけないこ
と

家族が仲良く一緒に過ごす
時間をもつこと

自分の考えを自由に言える
こと

人と違う自分らしさが認め
られること

自分の秘密が守られること

自分のことは自分で決めら
れること

自由な時間をもつこと

自由な呼び掛けでグループ
を作り集まれること

必要な情報を知ることや、
参加する手助けを受けられ
る

無回答

29.0

33.5

5.2

63.3

30.5

40.7

39.0

4.7

16.6

6.0

0.2

8.9

4.5

0 20 40 60 80 100
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（８）理想の子ども数について 

問 16 あなたは、子どもは何人くらいほしいですか。（１つだけ○） 

「３人」の割合が 45.4％と最も高く、次いで

「２人」の割合が 37.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 あなたは、何人の子どもをもとうとお考えですか。（１つだけ○） 

「２人」の割合が 50.1％と最も高く、次いで

「３人」の割合が 28.3％、「１人」の割合が 12.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 403 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

4.2

37.7

45.4

7.4

1.7

3.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 403 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

12.9

50.1

28.3

4.0

0.5

4.2

0 20 40 60 80 100
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問 18 もともとお考えの子どもの数が、理想とする子どもの数より少ない方に伺いま

す。もともとお考えの子どもの数が、理想とする子どもの数より少ないのはどうし

てですか。（いくつでも○） 

「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」の

割合が 75.2％と最も高く、次いで「高年齢で産む

のはいやだから」の割合が 38.8％、「自分の仕事

（勤めや家業）に差し支えるから」の割合が

32.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 129 ％

子育てや教育にお金がかか
りすぎるから

家が狭いから

自分の仕事（勤めや家業）
に差し支えるから

高年齢で産むのはいやだか
ら

健康上の理由から

不妊・不育のため

育児の心理的、肉体的負担
に耐えられないから

周囲の家事・育児への協力
が得られないから

パートナーが望まないから

子どもがのびのび育つ環境
ではないから

自分や夫婦の生活を大切に
したいから

その他

無回答

75.2

13.2

32.6

38.8

14.0

12.4

20.9

13.2

10.1

6.2

4.7

12.4

0.8

0 20 40 60 80 100



 231 

（９）くらしの状況について 

問 19 昨年１年間（2023 年１月～2023 年 12 月）の家族全員の総収入額はいくらです

か。※健康保険料や住民税などが引かれる前の金額でお答えください。ボーナス等

の臨時収入、児童手当、年金等も含めます。（１つだけ○） 

「500 万円～700 万円未満」の割合が 25.1％と

最も高く、次いで「700 万円～1,000 万円未満」

の割合が 23.6％、「400 万円～500 万円未満」の割

合が 16.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 403 ％

200万円未満

200万円～300万円未満

300万円～400万円未満

400万円～500万円未満

500万円～700万円未満

700万円～1,000万円未満

1,000 万円以上

無回答

5.7

8.7

10.2

16.6

25.1

23.6

7.9

2.2

0 20 40 60 80 100
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問 20 あなたの世帯では、経済的な理由で、次のような経験をされたことがあります

か。おおむね直近１年の間でお答えください。（いくつでも○） 

「あてはまるものはない」の割合が67.0％と最

も高く、次いで「医療機関の受診を控えた」の割

合が 14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 403 ％

家族が必要とする食材を買
えなかった

医療機関の受診を控えた

税金や保険料（医療・年
金）の支払いが遅れた

家賃やローンの支払いが遅
れた

電話代やインターネット通
信料の支払いが遅れた

家族が必要とする衣服や靴
などを買えなかった（高価
な衣服や貴金属、宝飾品を
除く）

電気料金の支払いが遅れた

ガス料金の支払いが遅れた

水道料金の支払いが遅れた

保育料や授業料、給食費な
どの支払いが遅れた

生活費のため、金融機関や
親せき・知り合いに借金を
した

あてはまるものはない

無回答

8.7

14.9

8.4

5.0

3.5

8.9

3.0

2.2

2.0

4.2

7.2

67.0

4.7

0 20 40 60 80 100
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問 21 現在、あなたが経済的に困っていることについてお答えください。 

（最大３つまで○） 

「子の教育費」の割合が 44.2％と最も高く、次

いで「生活費」の割合が 41.2％、「仕事の収入」

の割合が 31.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 403 ％

住居費

生活費

医療費

子の教育費

家族の介護費

仕事の収入

その他

特にない

無回答

16.4

41.2

13.2

44.2

3.5

31.0

4.0

25.6

1.7

0 20 40 60 80 100
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（10）子どもの育ちをめぐる環境について 

問 22 日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。（いくつでも○） 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」の割合が50.9％と最も高く、

次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」

の割合が 41.2％、「緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる」の割合

が 10.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

日
常
的
に
祖
父
母
等

の
親
族
に
み
て
も
ら

え
る 

緊
急
時
も
し
く
は
用

事
の
際
に
は
祖
父
母

等
の
親
族
に
み
て
も

ら
え
る 

日
常
的
に
子
ど
も
を

み
て
も
ら
え
る
友
人
・

知
人
が
い
る 

緊
急
時
も
し
く
は
用

事
の
際
に
は
子
ど
も

を
み
て
も
ら
え
る
友

人
・
知
人
が
い
る 

い
ず
れ
も
い
な
い 

無
回
答 

全  体 403 41.2 50.9 2.7 10.7 10.2 0.2 

豊岡 217 41.0 51.6 2.8 7.8 11.1 0.5 

城崎 21 57.1 42.9 4.8 19.0 4.8 － 

竹野 17 47.1 47.1 － 29.4 － － 

日高 85 32.9 52.9 3.5 15.3 9.4 － 

出石 44 45.5 47.7 2.3 6.8 11.4 － 

但東 17 41.2 52.9 － － 17.6 － 

 

  

回答者数 = 403 ％

日常的に祖父母等の親族に
みてもらえる

緊急時もしくは用事の際に
は祖父母等の親族にみても
らえる

日常的に子どもをみてもら
える友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際に
は子どもをみてもらえる友
人・知人がいる

いずれもいない

無回答

41.2

50.9

2.7

10.7

10.2

0.2

0 20 40 60 80 100
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（11）満足度、自由意見等について 

問 23 豊岡市における、ここまで質問してきた子育ての環境や支援への満足度について

お答えください。（１つだけ○） 

「３」の割合が39.2％と最も高く、次いで「２」

の割合が 34.2％、「１満足度が低い」の割合が

19.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「１満足度が低い」「２」

の割合が増加しています。一方、「３」「４」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、有意な差はみられませんでした。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
⺺
件
⺻ 

１
満
足
度
が
低
い 

２ ３ ４ ５
満
足
度
が
高
い 

無
回
答 

全  体 403 19.9 34.2 39.2 5.0 1.2 0.5 

豊岡 217 20.7 35.5 36.9 4.1 1.8 0.9 

城崎 21 19.0 28.6 42.9 9.5 － － 

竹野 17 5.9 41.2 52.9 － － － 

日高 85 16.5 34.1 42.4 7.1 － － 

出石 44 27.3 25.0 40.9 6.8 － － 

但東 17 17.6 47.1 29.4 － 5.9 － 

 

  

本調査

（回答者数 = 403）

前回調査

（回答者数 = 875）

％

１満足度が低い

２

３

４

５満足度が高い

無回答

19.9

34.2

39.2

5.0

1.2

0.5

9.4

24.5

48.0

12.6

1.9

3.7

0 20 40 60 80 100
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Ⅲ 自由回答 

１ 就学前保護者 

※（ ）は意見数 

項目 主な意見（要約） 

１．お住まいの地域やご家族、ご家庭
の状況について(８) 

・芝生の走り回れるような遊ぶ場所がない。アイティーに、Ｗａｃｃｕ
や相談できる場所があり、とても良いのに、どうしてアイティーに西
松屋やアカチャンホンポやしまむらが無い。一ヶ所で買い物ができな
い。不便も不便。飲食店に、子供が座れる、お座敷がある場所がほぼ
ない。子供イスには、ベルトがついてないため、１才までの子はゆっ
くり座れない。もっと都会の子供に優しい施設を見ならってほしい。
トイレも広いし、授乳室もキレイ。豊岡病院の授乳室、もっと改善し
てほしい（１階入り口）市全体が赤ちゃんに優しくない。一部の施設
しか結局よくなってない。 

・私は、子どもとの時間を大切にしたいという気持ちが強く、現在は子
育てと家事に専念させてもらっている。子どもと過ごすこの時間は、
一生に一度しかないかけがえのないもの。とても難しいことだが、共
働きをしなければならないし、そのために子どもを保育所等にどうし
ても預かってもらうしかない等といった現実を、私のように子どもと
の時間を大切にしたい、一緒に過ごしたいと考えている親御さん達
が、子どもと一緒にいられるような環境になってほしい。私も経済的
な理由により今後共働きをする予定なので、本当は幼稚園や学校に行
くまでの間は、一緒に過ごしてもっともっと親からの愛情をたくさん
注ぎたい。 

・環境整備されようとしているのは理解する。市の財政状況では、難し
いと思うが、公園、民間のこども建設費、学校芸術、スポーツあらゆ
る子供が体験する際の選択肢が都市部と比較し、そもそも少なくあら
ゆる経験値が不足と考えてしまう。 

・また、地域にまんべんなく天候に関係なく土日や祝日にりようできる
遊び場があればよい。 

２．子育てをめぐる環境について(33) 

・子どもの遊ぶ公園（ＳＬ公園のようなもの）を自宅近くにあれば良い
なと思う。 

・自然豊かでのびのびと子育てできる環境で感謝している。子育て世帯
によって、もう少し充実してほしいなと思う点は、「子供のあそび場
（公園や広場など）」と「子連れに優しいお店（飲食店）の増加」ｗａ
ｃｃｕとよおかは利用料金をもう少し下げてほしい。毎回お金がかか
るとかなりの負担であまり利用したいと思わない。遊び場や親子の交
流の場をもう少し低価格でつくってほしい。豊劇さんのＵ18 チケット
や、ビアドリットさんのハンバーグ無料などはとてもありがたくて毎
度利用させていただき、感謝。おしゃれなカフェなども多いが、若者
をターゲットにしている。子連れは来てほしくないだろうなと思って
しまうお店が多いので、そういう所も見直してもらえたらとってもう
れしい（切実）母や父、祖父母がリラックス、楽しめる場が増えると
より楽しく子育てできると思う。 
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２．子育てをめぐる環境について(33) 

・２年前に他市から転入してきましたが、豊岡市の運動あそび、非認知
能力の育成に力を入れているところは非常に魅力的に思う。“運動遊
び通信”も毎回楽しみにしていて、家族で取り組んでいる。ぜひ、今
後も教育委員会のリーダーシップのもと、取組を継続してほしいの
と、各家庭に情報が届くよう、ＬＩＮＥ等で積極的に情報発信してほ
しい。同じく市内に住む祖父母にも、ぜひ知ってもらいたい内容。こ
れからの時代を力強く生き抜く子どもを育てるために、豊岡市の教育
には非常に期待している。よろしく。 

・約２年の子育て期間を経てお願いしたいことが３点ある。１点目は父
親が産前から知識として子育てを学ぶ場を作ってほしいということ。
私の夫は子育て総合センターの先生の講座を受けてきた日、感動して
帰ってきた。母親と新生児を一番近くでサポートしなければならない
父親が、産前に父親になる準備ができるような講座などを整えてほし
い。関心のある父親だけではなく、父親になる全ての人が平等に受け
るべきだと思う。このスタートがきっと虐待や母親の産後うつなどの
未然防止に繋がると思う。そして産後も子ども達の成長に合わせて父
親同士が学び交流する場があると、父親も安心して子育てできるは
ず。２点目は豊岡市産後ケア事業の通所型と訪問型のサービスが現状
では産後１年未満となっているが、期間を延ばしてほしい。私の周り
には母乳育児を１年以上続けている人が多くいる。子育て総合センタ
ーで「母乳のはなし」という先生の講座を受けた時には母乳育児を長
く続けるメリットを教えていただいた。断乳、卒乳の時に安心して助
産師の方に乳房ケアをしていただけるように、できる限り期間を延ば
していただきたい。希望としては、産後３年未満。多くの母親の安心
に繋がると思う。 

・子育てがしやすいように市でもがんばっていただいているが、まだま
だ子どもがのびのび遊んだりするにはたりてない部分もある気がす
る。山陰地方は冬場は特に外で遊びずらく、室内施設がもっと行きや
すいように充実すればいいのになと思う。 

３．保護者の就労状況について(13) 

・平日、仕事をしていて、子供の熱等で仕事を休まなくてはいけないの
で、育児相談等をしたくても、休みをとるだけの有給等の余裕がなく、
相談がしづらい。土日でも相談ができるような環境があれば助かる。 

・豊岡市は仕事も少ないし、給料も低いように感じる。考えが古い所も
多く、働きにくい。子供にいろんな事をしてやりたいけど、親の所得
を考えるとなかなかしてやりにくい。でも働けばまた税金。税金、税
金で生活自体が不安。 

・育休終了後、時短勤務で職場復帰しても定時では全く帰れず残業の
日々。小学生になると同時に時短勤務が利用できなくなるため、出勤
の時間や学童を利用したとしても残業で子どもだけにしてしまうこ
とへの不安がある。仕事をしながらでも子育てができる環境を整えて
ほしいと思う。 

・国の制度に対してだが、コロナが５類になった現在、１年中コロナが
流行っていて、子供がかかって仕事を休まないといけない事が増えた
(昔インフルエンザは冬の時期だけ流行するので、かかったとしても
仕事を休むのはそこまで有休に影響がなかった)現在は１年中いつ仕
事を休まないといけないかヒヤヒヤしている。有休も去年は全て使っ
てしまったので(ほぼ子供の病欠で)、有休の繰越しもなく今年はとて
も少ない。子供の病欠などで休む場合、有休を使わなくても子育て世
帯は補助のような制度があればいいのにと常々思っている。 

・男性の育休について、大企業や公務員は人員に余裕があったり臨時採
用があったりで、取りやすいように思う。中小企業は育休中だけ採用
することは現実的ではなく、具体的な案は思いつかないが何か会社に
対する支援があればいいなと思う。 
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４．保育園や幼稚園などの利用状況や 
意向について(45) 

・産前産後の保育が終わると退園するというのが子どもの成長にも親に
も負担が大きすぎる。もう少し産後保育を長くしてほしい。保育料が高
く預けるのにためらう人が周りにたくさんいる。やはり、他市とくらべ
てしまう。 

・土曜日に保育園を利用したら平日１日休んでくださいはむずかしい家
庭もあるのではと思う。すごく心理的に負担があるから。また、保育園
の給食で汁ものがほとんどないというか、栄養的に足りているかすご
く心配になる。メニューにウィンナーソテーと野菜いためとしか書い
てない日は特に、これで何の栄養がとれているのかと思う。転勤で何度
か転園しているが、豊岡市の給食が１番貧素。また、ごはんも持参で、
冷たいごはんを毎日食べているのがかわいそう、夏は食中毒も心配。改
善した方がいいのではと思う。 

・子どもが３歳（年少）になったら、保育園に入園させて働きたかった
が、空きが無くて断念した。難しいとは思うが、働きたいと思った時
に子どもを預けて働くことのできるように保育園の空きが増えてほ
しい。 

・１番、改善してほしいのは、解熱後の 24 時間ルール。はたらいている
両親にとって、元気なのに保育園に行かせられないのは本当に困る。
すぐにでも廃止してほしい。また、保育士さんの熱を測るタイミング、
頻度について。あまりに熱を図り 37.7 度などで仕事中に呼び出しが
かかるのは本当に困る。働いている最中の電話は緊急を要するものだ
けにし、その他は保健室で様子を見るなど、もう少し園で対応しても
らえるように改善をお願いしたい。働く両親にとって、子どもが大切
なのも分かるが、途中で仕事を抜け、他の人たちに迷惑がかかること
への恐怖も考慮していただきたい。市全体から改善していただき、気
持ちよく働きに出られよう、子どもたちと園との関係がさらによくな
るよう、改善していただきたい。 

・祝日の保育園がほしい。 

５．土曜・休日や長期休暇中の教育・ 
保育事業の利用希望について(５) 

・長期休みの間だけ、子どもを預ける先があれば、働きやすい。学童は
長期休みだけ利用することができない。 

・日曜、祝日に利用できる保育施設があればうれしい。放課後児童クラ
ブの施設環境の改良、利用料金等を見直し検討してほしい。 

・放課後児童クラブの利用について、長期休暇期間のみ利用可能にして
いただきたいと思う。普段は放課後児童クラブを利用せずに下校でき
るが、長期休暇中の午前中に一人家で留守番をさせたくない。また、
他市では利用日数に応じた金額を請求されると聞いたし、おやつ時間
までに迎えに行くと、おやつ代は支払わなくても良いとも聞いてい
る。長期休暇の為だけに毎月支払わなくてはならないのはおかしい
し、親の負担にもなる。検討していただきたい。 

・ワック豊岡を市内在住の人は、無料にしてほしい。市立図書館の子供
預かりを土日もしてほしい。 

・就労時間にかかわらず月に１～２回土曜に保育園に預けられたら助か
る。 

６．お子さんの病気の際の対応に 
ついて(25) 

・病児保育がもっと利用しやすいとありがたい。 

・小児科が２つしかなく、いつもかなり待つのは仕方ないことかと思う
が。 

・自家用車での移動前提であることが多くて困る（私がペーパードライ
バーの為）たとえば、病院でも熱がある場合は車で待機になる（子ど
もを病院に連れて行く時）バスや電車が少ないので、行ける範囲が限
られてしまう。 

・子どもが病弱で医療機関の受診が多いが、乳幼児医療の適用外になっ
てしまった。ある程度の収入があるが、受診を躊躇してしまう。 

・健康診断の時間を午前も選べるようにしてほしい。 
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７．不定期の教育・保育事業や一時 
預かり事業などの利用について
(５) 

・学童だけでなく、一時的に利用できる場所がほしい。 

・子供の一時預かりも、なかなか保育園側との日程と合いにくく、ファ
ミリーサポートも人伝ではあるが利用のハードルが高いときいた。今
現在は、パートタイムで働いているが、他の保護者等をみていてもや
はり、夫、祖父母の協力ありきで何とかしている家庭が多いなと思っ
た。“女性も社会進出を”とよくテレビ等できくが、女性の負担が大き
すぎると、出産してからつくづく思う日々。 

・子供を預かる制度はありがたいが現場の負担が増えるのは避けたい。
安全管理のためにも、預かりを増やすのであれば必ず人員を増やして
現場にゆとりのある状態にしてほしい。保護者の便利さ、快適さが先
生方の負担によって成り立つのは間違っている。タダ働きでなくきち
んとお金を使って制度を整えてほしい。 

・３歳未満の子どもに対して、通園してなくても一時保育などをより柔
軟にかつ安く利用できたら、子どもが小さいうちの育児をそばにいて
楽しみながら仕事にも打ち込めて嬉しい。 

・もっと気軽に子どもを預けられる場所がほしい。一時預かり保育も空
いていなかったりするので。わっく豊岡こども広場の大人利用料を無
料にしてほしい。無料が無理なら、年間パスなどでお得に利用できれ
ばいいなと思う。お金が都度かかるとどうしても頻繁に行けない。 

８．地域子育て支援拠点事業の 
利用状況について(17) 

・子育て支援センター利用させて頂いていてとても助かっている。 

・豊岡の夏は暑く、冬は寒さや雪があり外で遊べないことが多いが、遊
びに行く場所が少ない。他県から移住してきたので不便に感じる。ワ
ックや子育てセンターに行くが、子育てセンターは日曜、祝日が休み
で非常に辛い。ワックも毎週となると子が飽きる。子育てセンターが
していない時は、体育館やコミュニティセンター、公民館（但馬ドー
ム）など解放するようにしてほしい。子育てセンターも９時から開け
てもらえると助かる。例えば日高コミュニティセンターの２Ｆ活動室
はおもちゃもある。冬の時期こそイベントがあると助かるが、イベン
トが少ない。但馬ドームや体育館で運動会のようなことや室内でお祭
りや手作り体験など様々なことをして、子どもが楽しめるようにして
ほしい。 

・子育て総合センター、子どもの健診、保健師さんの相談など平日だけ
でなく、土日に開催してくれると平日に仕事を休まなくてもよくなる
ので、土日も実施してほしい。公共の施設のトイレにオムツを捨てて
もよいようになると負担が軽減されると思う。 

・子育て情報共有アプリｉＤＯが全く機能していない。（子どもをいろ
んな場所やイベントに連れていけない）アイティ内に、子育てセンタ
ーやＷＡＣＣＵがあり、とても良いが、たくさんの子育て世帯が利用
するのだから、アイティ内に子ども用品専門店があれば嬉しい。 

・児童館などもう少し気軽に行ける施設がほしい。 
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９．豊岡市の子育て環境や支援対策に
ついて(89) 

・保育料免除、医療費免除など、助かる事もあるが、所得制限があるも
のも多く、子供の人数が多くても恩恵が十分あるようには感じられな
い。子供の数が深刻に減少しているのだから、せめて小学生（できれ
ば中学生）までの間は全員平等に免除や減額にしてほしい。 

・母子家庭、住民税非課税世帯、低所得子育て世帯ばかり生活支援をし
ている。子育て世帯はみんな大変。経済的に大変。豊岡市は子育てし
やすい町とは思えない。県でも子育て支援している市はたくさんあ
る。なぜ豊岡はできないのか（保育料金、給食費、医りょう費など）
第３子の数えもなくしてほしい（第１子が高校を卒業すると第３子が
第２子になる。） 

・産後ヘルパーさんが家に来てくれる制度はかなり助かった。 

・子どもの教育費にお金がかかりすぎる。大学まで進学させようと思っ
たら何千万とかかるのに、国は老後の為に一人 2,000 万はためるよう
に言っている。無理だと思わないか。教育費に対する支援があれば４
人でも５人でも子供を産みたかった。共働きでないと大学進学を考え
ると子供を育てていけない。仕事をフルタイムでしながらの子育ては
とても体力がいるし大変。 

・最近は、物価高対策で、補助金や今回もギフトカードをいただいた。
それも、ありがたいことで感謝しているが、給食費の無償化を、強く
望む。物価高対策としての給食費の補助金が今後なくなり段階的に値
上がりと記事を見たが、子育て世帯の支援と逆行していると感じた。
あと、なぜ今回はＶＩＳＡのカードはないのか。利用しやすさを考え
ると、券でよかったのではと理由が気になった。 

10．その他(３) 

・こういうアンケートは、だいたい「両親がいる」前提で話を進めてい
るため今の私にはあまり必要性を感じられない。 

・住民税を低くしてほしい。 

・お茶をこぼして汚れてしまった。すみません。 
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２ 小学生保護者 

※（ ）は意見数 

項目 主な意見（要約） 

１．お住まいの地域やご家族、ご家庭
の状況について(33) 

・小学校の統廃合を加速してほしい。スクールバスも活用して幅広い地
域から子どもを集め、競い合える環境を作ってほしい。学年が上がっ
てもクラスメイトの顔ぶりが変わらないのは、学童期の成長にとって
もったいないと思う。 

・小学校で担任不在や（学期途中から）変更などはなくなる様に（公教
育時代に合ってない）先生を支えるようにしてほしい。それが子ども
達の安定にもつながる。 

・豊岡市の大人（特に男性）は、子育てに興味がないのか関わりたくな
いのか、あまり子どもと一緒に過ごしている所を見ない。子育ては女
性が！！と思っている人がまだまだ多い気がする。男性の意識が変わ
るような施策をお願いしたい。子どもが中心となって取り組むことの
できる行事を増やしてあげてほしい。楽しみが少ない。 

・豊岡は、何かあれば祖父母の協力がないと厳しいと感じる。同居世帯
ではなく核家族が多い時代に沿った援助を希望する。 

・北中学校の福田側の坂道除雪を生徒が登校するまでにしてほしい。国
道 178 号線ジュンテンドーから北中下のバス停までの歩道が狭く危
険。雨や雪の日はすぐそばを通る車が水を跳ね上げ、狭くて逃げ場の
ない歩道上を登下校する小学生の肩から下くらいが、ずぶ濡れになる
事も多々ある。歩道を広げる等の工事が進んではいるようだが、近々
に着工できないならせめて車道の整備をし、水が溜まるような凹凸が
できた場合は早急に舗装工事をしてほしい。 

２．子育てをめぐる環境について(34) 

・大型の複合遊具の公園をもっと作っていただきたい。 

・たくさんの人が利用できる公園をつくってほしい。 

・子どもが雨の日でも遊べる施設がほしい（体を動かして遊べる体育館
的な所。） 

・小学生の子どもたちが自由に集まり遊べる施設が少ない。またはある
にはあるが、手続きや有料であったりして子どもたちだけでは使えな
い。校区のはなれた子どもたちは集まりやすい場所まで行くことがで
きず、集団的な遊びができない。 

・通学の際に、地区で小学生が１人しかいません。家からバス停まで２
Ｋｍあり、その間１人で往復するのが心配。スクールバスを手配して
頂けると非常に安心できる。 

３．保護者の就労状況について(９) 

・学級閉鎖になると仕事を休まないといけないから苦しい。 

・病児病後は医師の診断書が必要なのがネックである。結局利用する際
に受診が伴うのであれば、その日１日親が休むことで対応しているの
が現状。 

・市の放課後児童クラブは、朝８時からの開設では８時 30 分からのフ
ルタイム勤務には間に合わない。そのために時短にしたり、転職した
り仕事をセーブしている母親が多くいる。柔軟に対応していただける
とありがたい。 

・給料の水準も低いので、フルタイムで働きたいが、子育て中は働けな
いのが現状である。 

・自営業だという事もあるが、仕事を頑張らないと家計は安定しない。
でも子育てもできる限りの事をしてあげたい。その両方を叶える事が
難しい環境だと感じる事がある。 
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４．保育園や幼稚園などの利用状況や 
意向について(７) 

・子どもを３人産んだが、上の子が小３、年長。末っ子を保育園に入所
する時には２番目が小学校に上がり、保育料は一人目扱いとなり満額
支払わないといけなくなる。上の子の学童代、保育料でパートへ行っ
ても全てそっちに取られてしまう。かといってフルタイムで働くのは
夫も朝早く、帰りも遅いので難しい。多子世帯で年が離れた子の保育
料を何とかしてもらいたい。上が小学校に行ったらカウントされない
のはおかしいと思う。 

・とにかく保育料がかかりすぎる。また、産休に入ると仕事を辞めなけ
ればならない環境、それに伴い社会復帰が遅れるため収入に不安があ
る。仕事をしようにも産後３ヶ月で退園する決まりがある中で職探し
に充てる時間が無い。兄弟がいるなら、保育料無料とまではならずと
も上の子の年齢上限なしで割引をしてほしい。また、３子以降など取
り決めて出産時にお祝い金が出るようなら物入りなのでありがたい。
物資が高騰しているので、低所得の子供のいる世帯だけを優遇するの
ではなく全世帯に補償してほしい。 

・保育の枠を増やすべき！なぜ目の前の保育園に入れないのか！！ 

・希望する保育園へ入所できるように配慮していただくか、漏れてしま
った際、年度途中でも空きができ次第優先的に入所できるようなタイ
ムリーな対応を希望する。 

・幼稚園も給食にしてほしい。 

５．土曜・休日や長期休暇中の教育・ 
保育事業の利用希望について(９) 

・長期休業(夏休み等)だけでも児童クラブが利用できるようになれば有
り難い。祖父母も高齢のため、体力的にも辛いようだ。日に日に増す
嫌味に、こちらの精神がもたない。 

・夏休みや、冬休み、春休みのみ、仕事をしている家庭は、児童クラブ
を利用したい人が、たくさんいると思う。一ヶ月単位ではなく、夏休
み期間でいくらと料金を決めてほしい。もう少し、利用しやすい環境
を作ってほしい。 

・土日の保育園の充実を希望する。観光産業は特に土日に人手が必要。
子育て中の親子さんは働く環境において土日休みを希望するが、働い
てほしい日に保育での受け入れがあればもっと幅が広がると思う。 

・夏休み期間中など市役所等の使用していない部屋をクールスポットや
自習室に開放してほしい。 

・お昼ご飯を配達してもらえるところがあったらとてもありがたい。土
日や学校が長い休みの日。放課後も大切だが、長期の休みを預かる場
所（学校など）の家から近い所で見てほしい。 

６．お子さんの病気の際の対応に 
ついて(15) 

・小児科が少なく不便。 

・小児科の数が少ない。利用が集中するため早い時間で診察が終わって
しまったり、待ち時間長い。小児科病院の拡充は子育て支援にかなり
重要だと思う。病児保育を増やしてほしい。利用したくても空きがな
いことも多々ある。また、利用時の助成を増やしてほしい。 

・医療費がかさむので、子ども医療を見直してほしい。 

・最低でも中学卒業までは医療費負担をなくしてほしい。 

・小学生の子を病気の時にもっと気軽に見てもらえる施設があったらい
いのにと思う。 

７．不定期の教育・保育事業や一時 
預かり事業などの利用について
(２) 

・子どもが小さい時一時保育もいっぱいで利用できない（プレゼントで
いただいたチケットも使用できず）。ファミサポも予約制、もっと気軽
に利用できると良い。自分が体調不良の時しんどかったのでママのプ
レゼント券。 

・緊急時に子どもを安心して預けられるような施設があればありがた
い。 
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８．地域子育て支援拠点事業の 
利用状況について(５) 

・千葉県に住んでいた時はもっとたくさん子育て中の親子が自由に遊べ
る施設があり大変助かった。アイティ５階の遊べる施設も時間指定、
事前予約のうえは使いづらい。小さな子どもが時間通りに家を出られ
るなんて事はめったにない。もっと思い立った時、今しんどいなとい
う時に気軽に使えないと意味が無い。 

・児童クラブに行っていない高学年の子ども達が放課後に集まれる児童
館のような無料の施設があれば良いと思う。また、長期休みには、宿
題や勉強に利用できるよう会議室などを開放してほしい。図書館は高
校生が利用しており、なかなか空きがないので、アイティや市役所の
庁舎、コミュニティセンターなどをもっと子ども達が利用できるよう
開放してもらえると有り難い。積極的に他校の子ども達と出会える
場、関われる時間をつくれる環境があればいいなと思う。子どもの野
生復帰事業や、コウノトリキッズクラブなどで沢山の貴重な経験をさ
せて頂いた。このような事業は今後も継続して頂きたい。ありがとう。 

・小さい子向けの子育てセンターだけではなく小学生も利用しやすい無
料施設があるといいなと思う。(ホールなど雨の日でも体が動かせる
ような) 

・子育てセンターの様に、小学高学年や中学生が放課後などに利用でき
る公的だけど自由な場があればいいなと思う。 

・未来を担う子ども達なのに、区やコミュニティセンターでの対応が子
どもに優しくないと感じる。区民みんなが使える施設であるのに、必
要以上に行動を制限されたり、じっとしていられない年頃の子どもを
仕方なく会議につれていく（留守番されられない）と、バタバタする
な、うるさいと言われたりした。子どもが小さい頃にはファミサポに
年中お世話になった。ファミサポがなければ、うちの子どもは幼稚園
に通う事はできなかったと思う。あんなに私にとっては欠かせないの
に、職員の方が臨時採用の方だと聞き、驚いていた。臨時採用の方に
任せられない、とかではなく、場合によっては大きな責任をおう可能
性があるのに、正規職員ではないのだな、と思うからである。子ども
を大切にする、と言うなら子どもに関わる人へお金を使うべきだと思
う。 

９．小学校就学後の放課後の過ごし方
について(44) 

・学童の開所 19：00 まで、日曜祝日も開所を希望する。 

・学童の開く時間を早くしてほしい。 

・放課後児童クラブについて料金の日割り、長期休みだけの利用をでき
るようにしてほしい。長期休み利用するために毎月支払うのは厳し
い。養父市は日割りできると聞いた。 

・今は利用していないが、放課後児童クラブの料金が高すぎる。 

・放課後児童クラブで長期休みの際、お弁当の支給をお願いしたいのと
仕事の関係から開所時間を７時からにしてほしい。 

10．子どもの権利について(１) 
・豊岡市ではなく国かもしれないが、教育は全員の子供が平等に受ける

権利を与えられるよう、各家庭にお金が配られるとかではなく、教育
の無償化や学習塾等への助成などが充実してほしい。 

11．豊岡市の子育て環境や支援対策に
ついて(116) 

・医療費の無償化をしてほしい。 

・医療費を高校卒業するまで無料にしていただきたい。 

・給食費の無償化や子どもの習い事、予防接種代（インフルエンザ）の
補助があれば助かる。 

・保育料と給食費を無料にしてほしい。 

・子供にかかる費用をもう少し市で負担するなど軽減してほしい。低所
得世帯ばかりが重要視されているように思う。低所得世帯にギリギリ
ひっかからない世帯はいろんな面でやっていくのが難しいと思う。 

12．その他(２) 
・引っ越して来て１年５ヶ月。まだ豊岡市の事がよく分からない。 

・妊婦健診の上限を無くしてほしい。 
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