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第２期南丹市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査報告書（概要版） 

Ⅰ 調査概要 

１．調査の目的 

 

本調査は、2020～2024 年度を計画期間とする「第２期南丹市子ども・子育て支援事業計画」

策定の基礎資料とするため、ご家庭の子育ての状況や市の取り組みへのご意見をお聞かせいただ

くことを目的として実施したものです。 

 

２．調査の種類と実施方法 

 

本調査においては、対象者別に次の２種類のアンケート調査を実施しました。 

 

調査の種類 調査の対象（母集団） 調査期間 実施方法 

就学前児童アンケート 

市内の就学前児童 

（0～５歳）の保護者 

平成 30 年 

12 月 11 日～12 月 28 日 

郵送による 

配布・回収 

小学生アンケート 

市内の就学児童 

（小学 1～４年生）の保護者 

平成 30 年 

12 月 14 日～12 月 28 日 

※調査基準日：平成 30 年 11 月 30 日 

 

３．配布と回収状況 

 

調査票の配布と回収の状況は次のとおりです。 

 

 配布数 回収数 回収率 

就学前児童アンケート 

今回 1,006 票 

498 票 

（うち白票１） 

49.5％ 

【参考】前回 1,113 票 560 票 50.3％ 

小学生アンケート 

今回 810 票 

355 票 

（うち白票２） 

43.8％ 

【参考】前回 1,141 票 

551 票 

48.3％ 

 ※小学生アンケートは、今回は小学 1 年生～4 年生を対象として実施、前回は小学 1 年生～6

年生を対象として実施しています。 

 

 

資料２ 
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４．調査結果の見方 

 

◇ 設問ごとにその設問内容を示すタイトルを付けています。 

◇ タイトルの横には、質問形態を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

◇ 各グラフの“ｎ”は、当該設問に回答すべき方（回答対象者）の人数を示しています。 

◇ 集計結果のグラフ・表における“無回答”は、当該設問への無回答の他、回答規則違反

（例えば、単数回答の設問における複数回答など）の件数（票数）を示しています。 

◇ グラフ・表には、原則として各集計数の総回答対象者数に対する比率を表示しています。 

◇ 集計は、小数点以下を四捨五入して算出しているため、合計が 100％にならない場合

があります。 

◇ 各設問の選択肢等について、その意味を損なわない程度に表現を簡略化している場合が

あります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ＳＡ＝単数回答：「１つに○」「主なもの１つに○印」など選択肢を１つ選ぶ質問形態 

ＭＡ＝複数回答：「あてはまるものすべてに○」など２つ以上の選択を選ぶ質問形態 

ＦＡ＝文字記述回答 

ＮＡ＝数量回答：日数や時間、回数などの数値・数量を記入してもらう質問形態 
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Ⅱ 調査結果概要 

１．お子さんと家族の状況について 

 

配偶関係（ＳＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 5555））））】】】】    

○「配偶者がいる」が 89.9％で最も割合が高く、「配偶者はいない」（＝ひとり親世帯）は 6.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 5555））））】】】】    

○「配偶者がいる」が 88.4％で最も割合が高く、「配偶者はいない」（＝ひとり親世帯）は 8.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.9%

6.4%

0.0%

3.6%

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

配偶者がいる

配偶者はいない

その他

無回答

(n=497)

88.4%

8.5%

0.0%

3.1%

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

配偶者がいる

配偶者はいない

その他

無回答

(n=353)
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子育てを主に行っている方（ＳＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 6666））））】】】】    

・「主に母親」が 53.5％で最も割合が高く、次いで「父母ともに」が 36.6％となっています。 

・「主に父親」については 0.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 6666））））】】】】    

・「主に母親」が 49.0％で最も割合が高く、次いで「父母ともに」が 41.9％となっています。 

 

 

 

 

  

36.6%

53.5%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

8.2%

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

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父

主に祖母

その他

無回答

(n=497)

41.9%

49.0%

1.7%

0.0%

0.3%

0.0%

7.1%

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

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父

主に祖母

その他

無回答

(n=353)
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２．子どもの育ちをめぐる環境について 
 

子育ての感想（ＳＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 7777））））】】】】    

・「とても楽しい」「楽しい」を合わせた“楽しい”は 75.4％、「不安又は負担を感じる」「とて

も不安又は負担を感じる」を合わせた“不安・負担を感じる”は 11.5％となっています。 

・前回の調査と比較すると、「とても楽しい」は 3.2 ポイント増加し、“楽しい”は 5.4

ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 7777））））】】】】    

・「とても楽しい」「楽しい」を合わせた“楽しい”は 73.0％、「不安又は負担を感じる」「とて

も不安又は負担を感じる」を合わせた“不安・負担を感じる”は 12.7％となっています。 

・前回の調査と比較すると、「楽しい」が 7.7 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.5%

50.9%

10.7%

0.8%

8.9%

4.2%

21.3%

56.3%

8.8%

0.9%

11.4%

1.4%

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

とても楽しい

楽しい

不安又は負担を感じる

とても不安又は負担を感じる

どちらともいえない

無回答

今回（n=497）

前回（n=560）

17.8%

55.2%

11.3%

1.4%

12.2%

2.0%

18.1%

47.5%

12.7%

1.8%

14.5%

5.3%

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

とても楽しい

楽しい

不安又は負担を感じる

とても不安又は負担を感じる

どちらともいえない

無回答

今回(n=353)

前回(n=551)
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子育ての悩みや不安（ＭＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 8888））））】】】】    

・「子どもの教育や将来の教育費」が 48.1％で最も割合が高く、次いで「子どものしつけ」が

47.3％となっています。 

・前回の調査と比較すると、「子育てによる身体の疲れ」が 6.4 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.8%

34.2%

23.7%

47.3%

17.7%

14.7%

48.1%

20.9%

14.7%

30.6%

11.9%

7.0%

11.3%

25.8%

13.5%

2.6%

4.4%

24.1%

14.1%

5.0%

13.3%

5.2%

7.6%

33.6%

30.9%

22.9%

48.4%

12.3%

13.4%

42.9%

18.4%

12.5%

27.9%

12.5%

7.5%

16.4%

27.9%

12.9%

2.5%

6.3%

17.7%

9.3%

6.6%

12.5%

5.4%

3.4%

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

病気や発育・発達

食事や栄養

育児の方法

子どものしつけ

子どもとの接し方

子どもの遊び

子どもの教育や将来の教育費

子育てで出費がかさむ

子どもの生活リズムの乱れ

仕事や自分のやりたいことができない

配偶者・パートナーの協力が少ない

話し相手や相談相手、協力者がいない（少ない）

保護者同士の交流・つきあいが難しい

子どもを叱りすぎているような気がする

子育てのことでストレスがある

子どもに手をあげたり、

世話をしなかったりしてしまう

地域の子育て支援事業の内容や利用・

申し込み方法がよくわからない

子育てによる身体の疲れ

夫婦で楽しむ時間がない

家族の中での子育て方針の違い

住居が狭い

その他

無回答

今回（n=497）

前回（n=560）

保

護

者

の

こ

と

 

お

子

さ

ん

の

こ

と
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【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 8888））））】】】】    

・「子どもの教育や将来の教育費」が 56.4％で最も割合が高く、次いで「子どものしつけ」が

51.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.2%

16.4%

13.3%

51.0%

22.7%

11.6%

56.4%

26.1%

13.6%

24.6%

13.6%

5.9%

15.0%

38.0%

17.0%

2.3%

2.5%

11.6%

10.5%

8.2%

9.6%

5.4%

5.4%

20.3%

14.5%

9.8%

45.6%

17.1%

13.8%

52.6%

20.7%

14.7%

15.6%

13.2%

6.0%

16.2%

34.5%

12.9%

2.0%

2.0%

7.8%

4.7%

6.2%

9.8%

6.2%

7.6%

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

病気や発育・発達

食事や栄養

育児の方法

子どものしつけ

子どもとの接し方

子どもの遊び

子どもの教育や将来の教育費

子育てで出費がかさむ

子どもの生活リズムの乱れ

仕事や自分のやりたいことができない

配偶者・パートナーの協力が少ない

話し相手や相談相手、

協力者がいない（少ない）

保護者同士の交流・つきあいが難しい

子どもを叱りすぎているような気がする

子育てのことでストレスがある

子どもに手をあげたり

、

世話をしなかったりしてしまう

地域の子育て支援事業の内容や利用・

申し込み方法がよくわからない

子育てによる身体の疲れ

夫婦で楽しむ時間がない

家族の中での子育て方針の違い

住居が狭い

その他

無回答

今回(n=353)

前回(n=551)

保

護

者

の

こ

と

 

お

子

さ

ん

の

こ

と
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子育てに関して気軽に相談できる先（ＭＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 9999----1111））））】】】】    

問９で「いる／ある」を選択した方限定 

・「友人や知人」が 81.8％で最も割合が高く、次いで「親族（祖父母・おじ・おば等）」が 78.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78.8%

81.8%

19.1%

17.5%

27.8%

11.4%

0.5%

0.0%

6.8%

5.9%

2.1%

0.0%

0.0%

0.9%

0.0%

2.5%

0.2%

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

親族（祖父母・おじ・おば等）

友人や

知人

近所の人

子育てサークル・NPO・子育て支援施設

（子育てすこやかセンター、児童館等）

保育所（保育士）

幼稚園（幼稚園教諭）

認定こども園

民生児童委員（主任児童委員を含む）

かかりつけの医師

市役所保健医療課（保健師・栄養士）

市役所家庭児童相談担当課

（子育て支援課）

母子・父子自立支援員

児童相談所

（京都府家庭支援総合

センター）

京都府南丹保健所

民間の電話相談

その他

無回答

(n=439)
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【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 9999----1111））））】】】】    

問９で「いる／ある」を選択した方限定 

・「友人や知人」が 85.6％で最も割合が高く、次いで「親族（祖父母・おじ・おば等）」が 74.9％

となっています。 

・住まいの地区別にみると、“美山地区”では他の地区と比較して「近所の人」の割合がやや高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74.9%

85.6%

16.6%

28.8%

0.6%

3.4%

0.6%

1.6%

0.3%

0.3%

0.0%

0.0%

4.4%

0.3%

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

親族（祖父母・おじ・おば等）

友人や知人

近所の人

学校の先生

民生児童委員

（主任児童委員を含む）

かかりつけの医師

市役所保健医療課

（保健師・栄養士）

市役所家庭児童相談担当課

（子育て支援課）

母子・父子自立支援員

児童相談所

（京都府家庭支援総合センター）

京都府南丹保健所

民間の電話相談

その他

無回答

(n=319)
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遊び場で困ること・困ったこと（ＭＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 13131313））））】】】】    

・「雨の日に遊べる場所がない」が 45.9％で最も割合が高く、次いで「遊具等の種類が充実して

いない」が 37.6％となっています。 

・前回の調査と比較すると、「雨の日に遊べる場所がない」が 7.5 ポイント増加している一方で、

「遊び場周辺の道路が危険である」の割合が 6.8 ポイント、「遊び場に同じ歳くらいの遊び仲

間がいない」の割合が 5.2 ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.9%

25.4%

8.2%

11.1%

10.3%

37.6%

17.3%

14.9%

20.5%

15.7%

5.0%

14.3%

6.0%

38.4%

22.5%

8.4%

17.9%

6.8%

33.9%

17.0%

12.3%

25.7%

18.2%

7.0%

17.7%

3.6%

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

雨の日に遊べる

場所がない

近くに遊び場がない

遊び場や周辺環境が悪く、

安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険である

思い切り遊ぶための十分な広さがない

遊具等の種類が充実していない

遊具等の設備が古くて危険である

トイレ等が不衛生である

遊び場に同じ歳くらいの遊び仲間がいない

いつも閑散としていて寂しい感じがする

その他

特に困ること・困ったことはない

無回答

今回（n=497）

前回（n=560）
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児童虐待の防止に重要なこと（ＭＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 17171717））））】】】】    

・「配偶者や家族の育児への協力」が 66.8％で最も割合が高く、次いで「子育てを支援する施設

やサービス等の充実」が 36.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【小学生小学生小学生小学生（問（問（問（問 13131313））））】】】】    

・「配偶者や家族の育児への協力」が 63.2％で最も割合が高く、次いで「子育てを支援する施設

やサービス等の充実」が 40.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.6%

36.2%

17.5%

14.5%

26.2%

3.8%

8.7%

66.8%

5.4%

11.7%

0% 20% 40% 60% 80%

地域における子育て家庭の見守りの強化

子育てを支援する施設やサービス等の充実

児童相談所や市職員等による訪問相談の充実

子育てに関する相談窓口

の充実

子育てをする親同士の交流の場づくり

子育てに関する講座等の開催

子育てに関する情報発信の強化

配偶者や家族の育児への協力

その他

無回答

(n=497)

35.1%

40.2%

15.3%

17.6%

30.0%

2.5%

7.9%

63.2%

4.0%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80%

地域における子育て家庭の

見守りの強化

子育てを支援

する施設や

サービス等の充実

児童相談所や市職員等による

訪問相談の充実

子育てに関する相談窓口の充実

子育てをする親同士の

交流の場づくり

子育てに関する講座等の開催

子育てに関する情報発信の強化

配偶者や家族の育児への協力

その

他

無回答

(n=353)
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３．両親の就労状況について 
 

母親の就労状況（ＳＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 18181818（（（（1111））））））））】】】】    

・現在、１年後ともに「フルタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）」が最も割合が高く、

次いで、「就労していない」となっています。 

・現在と 1 年後の就業率を比較すると、現在は 67.7％、1 年後は 72.9％で 5.2 ポイント増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 14141414（（（（1111））））））））】】】】    

・現在は「フルタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）」「パートタイム就労（産休・育休・

介護休業中も含む）就業時間：月当たり 48 時間以上 120 時間未満」がそれぞれ 30.9％と

最も割合が高くなっています。 

・1 年後は「フルタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）」が 32.0％と最も割合が高く、

次いで「パートタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）就業時間：月当たり 48時間以

上 120時間未満」が 30.3％となっています。 

・現在と 1 年後の就業率を比較すると、現在は 83.3％、1 年後は 85.5％で 2.2 ポイント増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.4%

7.6%

21.3%

7.4%

27.6%

4.6%

33.2%

10.1%

20.3%

9.3%

20.5%

6.6%

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）

パートタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり120時間以上

パートタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり48時間以上120時間未満

パートタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり48時間未満

就労していない

無回答

現在 １年後

（n=497）

30.9%

11.3%

30.9%

10.2%

13.9%

2.8%

32.0%

11.3%

30.3%

11.9%

9.3%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）

パートタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり120時間以上

パートタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり48時間以上120時間未満

パートタイム就労（産休・育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり48時間未満

就労していない

無回答

現在 １年後

(n=353)



- 13 - 

父親の就労状況（ＳＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 18181818（（（（2222））））））））】】】】    

・現在、1 年後ともに「フルタイム就労（育休・介護休業中も含む）」の割合が最も高くなって

おり、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 14141414（２））（２））（２））（２））】】】】    

・現在、1 年後ともに「フルタイム就労（育休・介護休業中も含む）」の割合が最も高くなって

おり、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87.3%

2.2%

0.6%

0.2%

0.6%

9.1%

86.1%

1.4%

0.6%

0.2%

0.4%

11.3%

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

フルタイム就労（育休・介護休業中も含む）

パートタイム就労（育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり120時間以上

パートタイム就労（育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり48時間以上120時間未満

パートタイム就労（育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり48時間未満

就労していない

無回答

現在 １年後

（n=497）

89.2%

2.0%

0.6%

0.3%

0.6%

7.4%

87.8%

1.7%

0.6%

0.3%

0.0%

9.6%

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

フルタイム就労（育休・介護休業中も含む）

パートタイム就労（育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり120時間以上

パートタイム就労（育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり48時間以上120時間未満

パートタイム就労（育休・介護休業中も含む）

就業時間：月当たり48時間未満

就労していない

無回答

現在 １年後

(n=353)
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４．平日の定期的な教育・保育の利用状況について 
 

お子さんが定期的に利用している事業（ＳＡ）/利用していない理由（ＳＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 23232323----1a1a1a1a））））】】】】    

問 23 で「利用している」を選択した方限定 

・「認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で、都道府県等の認可を受けたもの）」が

60.1％で最も割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 23232323----2222））））】】】】    

問 23 で「利用していない」を選択した方限定 

・「父母のいずれかがみているため、利用する必要がない」が 62.0％で最も割合が高く、次いで

「子どもがまだ小さいため（□□歳くらいになったら利用しようと考えている）」が 60.4％、

となっています。 

 

 

 

 

   

8.4%

7.4%

60.1%

3.4%

1.4%

0.0%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

16.6%

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園（通常の就園時間の利用で、

預かり保育の利用なし）

幼稚園（通常の就園時間

に加え、

預かり保育を定期的

に利用）

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で、

都道府県等の認可を受けたもの）

認定子ども園（保育施設と幼稚園の機能を

あわせもつ施設）

小規模な保育施設（市町村の認可を受けた

定員が概ね６～19人の施設）

家庭的保育（保育者の家庭等で子どもを保育する

事業で、定員は５人以下）

事業所内保育所・院内保育所（企業や病院等が

主に従業員用に運営する施設）

その他の認可外の保育施設

ベビーシッター等の居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

（地域住民等が子どもを預かる事業）

その他

無回答

(n=296)

62.0%

60.4%

8.3%

0.0%

9.9%

2.6%

0.5%

3.6%

5.2%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

父母のいずれかがみているため、

利用する必要がない

子どもがまだ小さいため（（ ）歳くらいに

なったら利用しようと考えている）

子どもの祖父母等親族がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、幼稚園や

保育所等に空きがない

利用したいが、経済的な理由で利用できない

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、内容や場所等、

納得できるところがない

その

他

無回答

(n=192)
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定期的に利用したい事業（ＳＡ） 

【就学前【就学前【就学前【就学前（問（問（問（問 24242424））））】】】】    

・第１希望は、「認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で、都道府県等の認可を受け

たもの）」が 52.7％で最も割合が高く、次いで「幼稚園（通常の就園時間に加え、預かり保育

を定期的に利用）」が 18.5％となっています。 

・第２希望、第３希望は「幼稚園（通常の就園時間に加え、預かり保育を定期的に利用）」の割

合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.7%

18.5%

52.7%

7.2%

0.8%

0.0%

0.6%

0.0%

0.0%

0.2%

0.6%

9.7%

4.0%

11.7%

6.6%

8.9%

2.2%

0.4%

0.8%

0.0%

0.0%

0.8%

0.0%

64.6%

2.4%

4.6%

4.2%

3.8%

1.8%

0.6%

0.8%

0.0%

0.2%

1.0%

0.0%

80.5%

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

幼稚園（通常の就園時間の利用で、

預かり保育の利用なし）

幼稚園（通常の就園時間に加え、

預かり保育を定期的に利用）

認可保育所（国が定める最低基準に適合した

施設で、都道府県等の認可を受けたもの）

認定子ども園（保育施設と幼稚園の機能を

あわせもつ施設）

小規模な保育施設（市町村の認可を受けた

定員が概ね６～19人の施設）

家庭的保育（保育者の家庭等で子どもを

保育する事業で、定員は５人以下）

事業所内保育所・院内保育所（企業や

病院等が主に従業員用に運営する施設）

その他の認可外の保育施設

ベビーシッター等の居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

（地域住民等が子どもを預かる事業）

その他

無回答

第1希望

第2希望

第3希望

（n=497）
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５．放課後の過ごし方について 
 

放課後の時間を過ごしている場所（ＭＡ） 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 15151515））））】】】】    

・「自宅」が 76.5％で最も割合が高く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾

等）」が 43.3％、「放課後児童クラブ（学童保育）」が 31.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.5%

22.7%

43.3%

2.0%

31.2%

1.7%

2.8%

0.3%

11.9%

1.7%

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

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、学習塾等）

児童館（八木東部児童館、

日吉興風児童館）

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後子ども教室

放課後つどいの場

（ぽこぽこくらぶ八木

「シードベース」）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園等）

無回答

(n=353)
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放課後児童クラブに対しての要望（ＳＡ） 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 15151515----2222））））】】】】    

問 15 で「放課後児童クラブ」を選択した方限定 

・「現在のままでよい」が 40.0％で最も割合が高く、次いで「利用時間を延長してほしい」が

28.2％、「その他」が 21.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の放課後の過ごし方（ＭＡ） 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 18181818））））】】】】    

・「放課後児童クラブを利用したい」が 35.7％で最も割合が高く、次いで「利用を希望する事業

は特にない」が 29.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.7%

28.2%

19.1%

11.8%

14.5%

21.8%

40.0%

2.7%

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

定員を増やしてほしい

利用時間を延長してほしい

施設・設備を改善

してほしい

支援員の増員等、指導体制を

充実してほしい

指導内容を工夫してほしい

その他

現在のままでよい

無回答

(n=110)

35.7%

12.5%

4.2%

28.0%

29.7%

7.1%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40%

放課後児童クラブを利用したい

放課後の居場所として

放課後子ども教室を利用したい

放課後つどいの場（ぽこぽこくらぶ八木

「シードベース」）を利用したい

クラブ活動／習い事をさせたい

利用を希望する事業は特にない

その他

無回答

(n=353)
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６．子育て支援対策全般について 
 

南丹市の子育て環境や支援への満足度（ＳＡ） 

【【【【就学前（問就学前（問就学前（問就学前（問 36363636））））】】】】    

・「３」が 38.0％で最も割合が高く、次いで「４」が 32.6％となっており、全体の平均値が

3.21 となっています。 

・前回の調査と比較すると、「１」「２」「３」「５」の割合が減少し、「４」の割合が増加してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 21212121））））】】】】    

・「３」が 46.7％で最も割合が高く、次いで「４」が 28.9％となっており、全体の平均値が

3.25 となっています。 

・前回の調査と比較すると、満足度が低い「１」「２」の割合が減少し、比較的満足度が高い「３」

「４」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.6%

15.5%

38.0%

32.6%

5.0%

5.2%

8.2%

17.9%

38.9%

26.6%

5.4%

3.0%

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

満足度

が低い

１

２

３

４

満足度が高い ５

無回答

今回（n=497）

前回（n=560）

2.5%

10.5%

46.7%

28.9%

5.1%

6.2%

9.1%

16.7%

43.0%

22.5%

5.3%

3.4%

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

満足度が低い １

２

３

４

満足度が高い ５

無回答

今回(n=353)

前回(n=551)
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望ましい子育て支援施策（ＭＡ） 

【【【【就学前（問就学前（問就学前（問就学前（問 37373737））））】】】】    

・「子育てにおける経済的負担の軽減」が 63.6％で最も割合が高く、次いで「仕事と家庭の両立

支援と働き方の見直しの促進」が 50.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 22222222））））】】】】    

・「子育てにおける経済的負担の軽減」が 64.6％で最も割合が高く、次いで「仕事と家庭の両立

支援と働き方の見直しの促進」が 47.9％、「子育てのための安心、安全な環境整備」が 47.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.3%

63.6%

45.7%

7.6%

1.0%

33.4%

11.5%

2.8%

5.4%

0.4%

0.6%

12.5%

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

仕事と家庭の両立支援と

働き方の見直しの促進

子育てにおける経済的負担の軽減

子育てのための安心、安全な環境整備

地域住民のサークル・団体等による

子育て支援

妊娠・出産に関する学習機会等の充実

子どもの将来の自立につながる

教育・保育の推進

乳幼児健診等子どもの健康の支援

生命の大切さ、家庭の役割についての

理解を深める施策

その他

特にない

わからない

無回答

(n=497)

47.9%

64.6%

47.0%

7.4%

1.7%

32.9%

5.1%

7.6%

5.4%

2.5%

1.1%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80%

仕事と家庭の両立支援と

働き方の見直しの促進

子育てにおける

経済的負担の軽減

子育てのための安心、

安全な環境整備

地域住民のサークル・

団体等による子育て支援

妊娠・出産に関する

学習機会等の充実

子どもの将来の自立につながる

教育・保育の推進

乳幼児健診等子どもの

健康の支援

生命の大切さ、家庭の役割に

ついての理解を深める施策

その他

特にない

わからない

無回答

(n=353)
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子育てに必要な情報の入手方法（ＭＡ） 

【【【【就学前（問就学前（問就学前（問就学前（問 38383838））））】】】】    

・「友人・知人」が 49.9％で最も割合が高く、次いで「インターネット（ホームページ、ブログ、

ツイッター・フェイスブック等のＳＮＳ）」が 48.1％、「保育所、幼稚園、学校」が 40.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.1%

9.3%

48.1%

9.7%

9.1%

49.9%

5.2%

3.2%

40.8%

11.7%

0.2%

0.0%

0.4%

14.5%

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

市役所の窓口や広報紙・パンフレット

市役所保健医療課（保健師・栄養士）

インターネット（ホームページ、ブログ、

ツイッター・フェイスブック

等のＳＮＳ）

子育て雑誌・育児書

テレビ、ラジオ、新聞

友人・知人

隣近所・地域の人

子育てサークルの仲間

保育所、幼稚園、学校

子育てすこやかセンター・ぽこぽこくらぶ

その他

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

無回答

(n=497)
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【【【【小学生（問小学生（問小学生（問小学生（問 23232323））））】】】】    

・「友人・知人」が 55.0％で最も割合が高く、「インターネット（ホームページ、ブログ、ツイ

ッター・フェイスブック等のＳＮＳ）」が 48.2％、「保育所、幼稚園、学校」が 45.0％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

34.0%

4.0%

48.2%

5.1%

13.0%

55.0%

8.2%

0.6%

45.0%

2.0%

1.4%

0.3%

0.8%

8.5%

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

市役所の窓口や広報紙・

パンフレット

市役所保健医療課

（保健師・栄養士）

インターネット（ホームページ、ブログ、

ツイッター・フェイスブック等のＳＮＳ）

子育て雑誌

・育児書

テレビ、ラジオ、新聞

友人・知人

隣近所・地域の人

子育てサークルの仲間

保育所、幼稚園、学校

子育てすこやかセンター・

ぽこぽこくらぶ

その他

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

無回答

(n=353)


