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Ⅰ 調査の実施について                                          

 

（１）調査目的 

   本市では、平成 27年度から本格施行が予定されている「子ども・子育て支援新制度」に向けて、

「奈良市子ども・子育て会議」を設置し、（仮称）奈良市子ども・子育て支援事業計画の策定をは

じめとして、新制度に向けた準備を進めているところです。 

   この度、事業計画策定に係る基礎資料として、就学前児童及び小学生の保護者の方を対象に、子

育てに関する現状や、教育・保育、地域の子育て支援事業の利用状況及び今後の希望等を把握する

ことを目的として、アンケート調査を実施しました。 

 

（２）調査概要 

調査地域  奈良市全域 

 調査対象  奈良市内在住の０歳～２歳児のいる世帯・保護者 1,500人 

 奈良市内在住の３歳～５歳児のいる世帯・保護者 1,500人 

 奈良市内在住の小学生のいる世帯・保護者    2,000人 

 調査方法  住民基本台帳から対象児童のいる世帯を無作為抽出、郵送法による 

 調査期間  平成 25年９月 27日から 10月 17日まで 

 

（３）回収結果 

 配布数 回答数 回収率 

０～２歳児 1,500通    908通     60.5％     

３～５歳児 1,500通    815通     54.3％     

小 学 生 2,000通    1,151通     57.6％     

 

（４）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。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網か

けをしています（無回答を除く）。 
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Ⅱ 調査結果 

１ 就学前児童（０～２歳、３～５歳） 

（１）お住まいの地域について 

問１ お住まいの中学校区はどこですか。当てはまる番号１つに○をつけてください。

中学校区がわからない場合は、お住まいの町名・番地を回答欄の最後にある

（   ）内にご記入ください。 

０～２歳、３～５歳ともに、「伏見」の割合が最も高く、次いで「三笠」、「富雄」となってい

ます。 

 

 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

春日

三笠

若草

伏見

富雄

都南

田原

柳生

興東

登美ヶ丘

平城西

二名

京西

富雄南

平城

飛鳥

登美ヶ丘北

都跡

平城東

月ヶ瀬

都祁

富雄第三

無回答

5.6

9.8

3.7

10.3

7.5

5.5

1.7

1.8

1.8

4.8

3.7

5.9

5.3

6.7

5.8

3.6

4.0

2.5

2.7

1.7

2.0

2.9

0.6

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

春日

三笠

若草

伏見

富雄

都南

田原

柳生

興東

登美ヶ丘

平城西

二名

京西

富雄南

平城

飛鳥

登美ヶ丘北

都跡

平城東

月ヶ瀬

都祁

富雄第三

無回答

5.9

9.9

3.2

11.8

8.5

5.1

1.0

1.2

1.2

4.7

2.9

5.3

6.4

5.8

5.6

3.0

3.2

3.0

2.8

1.4

2.3

2.4

3.4

0 20 40 60 80 100
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（２）子どもと家族の状況について 

問２ あて名のお子さんの生年月を（  ）内に数字でご記入ください。 

０～２歳については、「０歳」の割合が 36.1％と最も高く、次いで「１歳」の割合が 33.3％、

「２歳」の割合が 29.6％となっています。 

３～５歳については、「３歳」の割合が 35.0％と最も高く、次いで「５歳」の割合が 33.0％、

「４歳」の割合が 30.9％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

問３ あて名のお子さんを含めて、ご家族にお子さんは何人いますか。お２人以上のお

子さんがいる場合は、一番年下のお子さんの生年月をご記入ください。 

０～２歳のお子さんの人数については、「１人」の割合が 78.0％と最も高く、次いで「２人」

の割合が 18.1％となっています。末子の年齢は、「０歳」の割合が 52.1％と最も高く、次いで「１

歳」の割合が 18.1％、「２歳」の割合が 11.2％となっています。 

 

 お子さんの人数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 末子の年齢 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

N = 815 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

30.6

55.6

12.3

0.7

0.5

0.4

0 20 40 60 80 100

N = 815 ％

３歳

４歳

５歳

無回答

35.0

30.9

33.0

1.1

0 20 40 60 80 100

N = 563 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

34.1

26.3

15.8

10.8

4.6

6.4

2.0

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

０歳

１歳

２歳

無回答

36.1

33.3

29.6

1.0

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

78.0

18.1

2.3

0.1

0.2

1.3

0 20 40 60 80 100

N = 188 ％

０歳

１歳

２歳

無回答

52.1

18.1

11.2

18.6

0 20 40 60 80 100
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問４ このアンケートにご回答いただく方はどなたですか。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

０～２歳については、「お子さんの母親」の割合が 91.1％、「お子さんの父親」の割合が 7.7％

となっています。 

３～５歳については、「お子さんの母親」の割合が 92.9％、「お子さんの父親」の割合が 6.3％

となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

問５ あて名のお子さんと同居されている親族等（きょうだい以外）をお答えください。

当てはまる番号すべてに○をつけてください。※父親または母親が単身赴任等の仕

事の都合で別居している場合は、同居しているものとしてお答えください。 

０～２歳については、「父親」の割合が 93.8％と最も高く、次いで「母親」の割合が 86.6％、

「祖母」の割合が 14.5％となっています。 

３～５歳については、「母親」の割合が 93.1％と最も高く、次いで「父親」の割合が 91.9％、

「祖母」の割合が 16.3％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 ひとり親家庭の状況 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

お子さんの母親

お子さんの父親

その他

無回答

92.9

6.3

0.5

0.4

0 20 40 60 80 100

N = 815 ％

父親

母親

祖父

祖母

その他の親族等

無回答

91.9

93.1

13.6

16.3

4.5

0.9

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

お子さんの母親

お子さんの父親

その他

無回答

91.1

7.7

0.4

0.8

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

父親

母親

祖父

祖母

その他の親族等

無回答

93.8

86.6

10.7

14.5

4.4

0.7

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

父子家庭

母子家庭

その他の家庭

4.3

95.5

0 20 40 60 80 100

0.2

N = 815 ％

父子家庭

母子家庭

その他の家庭

0.5

6.3

93.3

0 20 40 60 80 100
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問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。

お子さんからみた関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

０～２歳については、「主に母親」の割合が 50.2％と最も高く、次いで「父母ともに」の割合

が 47.5％となっています。 

３～５歳については、「主に母親」の割合が 50.6％と最も高く、次いで「父母ともに」の割合

が 47.5％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番

号すべてに○をつけてください。 

０～２歳については、「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 62.4％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 32.6％、「い

ずれもいない」の割合が 10.7％となっています。 

３～５歳については、「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 64.9％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 28.2％、「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 18.9％となってい

ます。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

47.5

50.6

0.2

0.9

0.6

0.2

0 20 40 60 80 100

N = 815 ％

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

28.2

64.9

2.8

18.9

8.1

0.5

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

47.5

50.2

0.0

1.3

0.3

0.7

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

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

32.6

62.4

1.9

6.4

10.7

0.3

0 20 40 60 80 100
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問７－１ 問７で「１．」～「４．」に○をつけた方にうかがいます。 

祖父母等の親族や知人にあて名のお子さんをみてもらっている状況についてお答

えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

０～２歳については、「安心して子どもをみてもらえる」の割合が 56.8％と最も高く、次いで

「自分たち保護者の立場として、負担をかけていることが心苦しい」の割合が 23.5％、「身体的

負担が大きく心配である」の割合が 16.1％となっています。 

３～５歳については、「安心して子どもをみてもらえる」の割合が 52.2％と最も高く、次いで

「自分たち保護者の立場として、負担をかけていることが心苦しい」の割合が 29.8％、「身体的

負担が大きく心配である」の割合が 17.9％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 745 ％

安心して子どもをみてもらえ
る

身体的負担が大きく心配で
ある

時間的制約や精神的な負担
が大きく心配である

自分たち保護者の立場とし
て、負担をかけていることが
心苦しい

子どもの教育や発達にとって
ふさわしい環境であるか、少
し不安がある

その他

無回答

52.2

17.9

12.3

29.8

6.8

2.8

0.5

0 20 40 60 80 100

N = 808 ％

安心して子どもをみてもらえ
る

身体的負担が大きく心配であ
る

時間的制約や精神的な負担
が大きく心配である

自分たち保護者の立場とし
て、負担をかけていることが
心苦しい

子どもの教育や発達にとって
ふさわしい環境であるか、少
し不安がある

その他

無回答

56.8

16.1

11.3

23.5

6.2

4.0

1.5

0 20 40 60 80 100
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（３）保護者の就労状況について 

問８～問 10は、あて名のお子さんの母親についてうかがいます。【父子家庭の場合は

記入は不要です】 

問８ 母親の就労状況について、当てはまる番号１つに○をつけてください。 

０～２歳については、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が 52.8％と最

も高く、次いで「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない」の割合が 18.9％、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の

就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」の割合が 11.8％となっています。 

３～５歳については、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が 47.7％と最

も高く、次いで「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない」の割合が 20.2％、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就

労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合が 18.2％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 811 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）で就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）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（「フルタ
イム」以外の就労）で就労し
ており、産休・育休・介護休
業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外の就労）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

20.2

5.4

18.2

1.5

47.7

5.1

1.8

0 20 40 60 80 100

N = 906 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）で就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）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（「フルタ
イム」以外の就労）で就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外の就労）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

18.9

11.8

10.0

2.0

52.8

2.3

2.2

0 20 40 60 80 100
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【参考：前回調査結果】  

前回調査（平成 20 年度実施、奈良市次

世代育成支援に関するニーズ調査）では、

「以前は就労していたが、現在は就労して

いない」が 57.0％と今回より多くなってい

ます（前回調査では０～２歳、３～５歳と

して分けずに一括して調査しています）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =1148 ％

就労している（フルタイム：育
休・介護休業中は含まない）

就労している（フルタイムだ
が育休・介護休業中）

就労している（パートタイム、
アルバイト等）

以前は就労していたが、現在
は就労していない

これまでに就労したことがな
い

無回答

15.3

3.6

17.0

57.0

6.1

1.0

0 20 40 60 80 100
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問９ 問８で「３.」、「４.」（パート・アルバイト等で就労している）のいずれかに○

をつけた方にうかがいます。 

フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてくださ

い。 

０～２歳については、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希

望」の割合が 58.7％と最も高く、次いで「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」の割合が 23.9％、「フルタイム（１週５日程

度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある」の割合が 12.8％と

なっています。 

３～５歳については、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希

望」の割合が 57.5％と最も高く、次いで「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」の割合が 28.1％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 160 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）への転
換希望があり、実現できる見
込みがある

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）への転
換希望はあるが、実現できる
見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外）の就労を続ける
ことを希望

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外）をやめて子育て
や家事に専念したい

無回答

6.9

28.1

57.5

3.1

4.4

0 20 40 60 80 100

N = 109 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）への転
換希望があり、実現できる見
込みがある

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）への転
換希望はあるが、実現できる
見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外）の就労を続けるこ
とを希望

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外）をやめて子育て
や家事に専念したい

無回答

12.8

23.9

58.7

1.8

2.8

0 20 40 60 80 100
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問 10 問８で「５.以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６.これ

まで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。 

今後、就労したい希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけ、該当する

（  ）内には数字をご記入ください。 

０～２歳の就労希望については、「1年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労

したい」の割合が 46.1％と最も高く、次いで「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はな

い）」の割合が 23.2％、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が 15.6％となっ

ています。 

一番下の子どもが何歳になったころに就労したいかについては、「２歳～３歳」の割合が 35.7％

と最も高く、次いで「６歳～７歳」の割合が 24.8％、「４歳～５歳」の割合が 20.9％となってい

ます。 

希望する就労形態は、「パートタイム，アルバイト等」の割合が 67.9％、「フルタイム（１週５

日程度・１日８時間程度の就労）」の割合が 29.5％となっています。 

パートタイム、アルバイト等の１週当たり就労日数は、「３日」の割合が 37.7％と最も高く、

次いで「４日」の割合が 26.4％、「５日」の割合が 18.9％となっています。 

１日当たり就労時間は、「５時間」の割合が 35.8％と最も高く、次いで「６時間」の割合が 24.5％、

「４時間」の割合が 15.1％となっています。 

３～５歳の就労希望については、「1 年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就

労したい」の割合が 47.9％と最も高く、次いで「子育てや家事などに専念したい（就労の予定は

ない）」の割合が 22.2％、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が 15.0％とな

っています。 

一番下の子どもが何歳になったころに就労したいかについては、「６歳～７歳」の割合が 50.2％

と最も高く、次いで「４歳～５歳」の割合が 14.6％、「２歳～３歳」の割合が 13.2％となってい

ます。 

希望する就労形態は、「パートタイム，アルバイト等」の割合が 89.1％、「フルタイム（１週５

日程度・１日８時間程度の就労）」の割合が 6.3％となっています。 

パートタイム、アルバイト等の１週当たり就労日数は、「３日」の割合が 42.1％と最も高く、

次いで「４日」の割合が 28.1％、「５日」の割合が 12.3％となっています。 

１日当たり就労時間は、「６時間」の割合が 31.6％と最も高く、次いで「４時間」の割合が 26.3％、

「５時間」の割合が 19.3％となっています。 
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 就労希望 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １年より先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 希望する就労形態 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

N = 428 ％

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（　　　）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

就労したいが仕事が無い

就労したいが子どもの預け
先が無いためできない

無回答

22.2

47.9

15.0

3.5

8.2

3.3

0 20 40 60 80 100

N = 205 ％

０歳～１歳

２歳～３歳

４歳～５歳

６歳～７歳

８歳～９歳

10歳～11歳

12歳～13歳

14歳～15歳

16歳～17歳

18歳以上

無回答

1.0

13.2

14.6

50.2

4.9

7.8

1.0

0.0

0.5

0.0

6.8

0 20 40 60 80 100

N = 64 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）

パートタイム，アルバイト等

無回答

6.3

89.1

4.7

0 20 40 60 80 100

N = 499 ％

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（　　　）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

就労したいが仕事が無い

就労したいが子どもの預け先
が無いためできない

無回答

23.2

46.1

15.6

1.0

11.4

2.6

0 20 40 60 80 100

N = 230 ％

０歳～１歳

２歳～３歳

４歳～５歳

６歳～７歳

８歳～９歳

10歳～11歳

12歳～13歳

14歳～15歳

16歳～17歳

18歳以上

無回答

4.3

35.7

20.9

24.8

1.7

0.9

2.2

0.0

0.0

0.0

9.6

0 20 40 60 80 100

N = 78 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）

パートタイム，アルバイト等

無回答

29.5

67.9

2.6

0 20 40 60 80 100
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 パートタイム，アルバイト等の１週当たり就労日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パートタイム，アルバイト等 １日当たり就労時間 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 57 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.8

5.3

42.1

28.1

12.3

0.0

0.0

10.5

0 20 40 60 80 100

N = 57 ％

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

無回答

1.8

0.0

7.0

26.3

19.3

31.6

0.0

3.5

10.5

0 20 40 60 80 100

N = 53 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

5.7

37.7

26.4

18.9

0.0

0.0

11.3

0 20 40 60 80 100

N = 53 ％

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

無回答

0.0

0.0

7.5

15.1

35.8

24.5

3.8

0.0

13.2

0 20 40 60 80 100
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問 11～問 13は、あて名のお子さんの父親についてうかがいます。【母子家庭の場合は

記入は不要です】 

問 11 父親の就労状況について、当てはまる番号１つに○をつけてください。 

０～２歳については、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない」の割合が 94.4％と最も高くなっています。 

３～５歳については、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない」の割合が 95.9％と最も高くなっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 764 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）で就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）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（「フルタ
イム」以外の就労）で就労し
ており、産休・育休・介護休
業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外の就労）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

95.9

0.1

0.7

0.0

1.7

0.0

1.6

0 20 40 60 80 100

N = 869 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）で就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）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（「フルタ
イム」以外の就労）で就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外の就労）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

0.2

1.3

0.1

1.5

0.3

2.2

94.4

0 20 40 60 80 100
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問 12 問 11で「３.」、「４.」（パート・アルバイト等で就労している）のいずれかに

○をつけた方にうかがいます。 

フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてくださ

い。 

０～２歳については、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望が

あり、実現できる見込みがある」の割合が 58.3％と最も高く、次いで「フルタイム（１週５日程

度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」の割合が 16.7％

となっています。 

３～５歳については、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望は

あるが、実現できる見込みはない」が 2 件、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就

労）への転換希望があり、実現できる見込みがある」、「パート・アルバイト等（「フルタイム」

以外）の就労を続けることを希望」が 1件となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 5 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）への転
換希望があり、実現できる見
込みがある

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）への転
換希望はあるが、実現できる
見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外）の就労を続ける
ことを希望

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外）をやめて子育て
や家事に専念したい

無回答

20.0

40.0

20.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100

N = 12 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）への転
換希望があり、実現できる見
込みがある

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）への転
換希望はあるが、実現できる
見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外）の就労を続けるこ
とを希望

パート・アルバイト等（「フルタ
イム」以外）をやめて子育て
や家事に専念したい

無回答

58.3

16.7

8.3

8.3

8.3

0 20 40 60 80 100
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問 13 問 11で「５.以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６.これ

まで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。 

今後、就労したい希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけ、該当する

（  ）内には数字をご記入ください。 

０～２歳の就労希望については、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が

62.5％と最も高くなっています。 

一番下の子どもが何歳になったころに就労したいかについては、「２歳～３歳」が 1 件となっ

ています。 

希望する就労形態については、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）」の割合

が 90.0％、「パートタイム，アルバイト等」の割合が 10.0％となっています。１週当たりの就労

日数は、「３日」が 1件となっています。また、１日当たりの就労時間は、「５時間」が 1件とな

っています。 

３～５歳については、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が 46.2％と最も

高く、次いで「就労したいが仕事が無い」の割合が 15.4％となっています。 

一番下の子どもが何歳になったころに就労したいかについては、有効回答はありません。 

希望する就労形態については、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）」が 5件、

「パートタイム，アルバイト等」が 1件となっています。１週当たりの就労日数は、「５日」が 1

件となっています。また、１日当たりの就労時間は、「６時間」が 1件となっています。 

 

 就労希望 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 希望する就労形態 

【０～２歳】 

 

 

 

 

N = 13 ％

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（　　　）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

就労したいが仕事が無い

就労したいが子どもの預け
先が無いためできない

無回答

0.0

0.0

46.2

15.4

0.0

38.5

0 20 40 60 80 100

N = 16 ％

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（　　　）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

就労したいが仕事が無い

就労したいが子どもの預け先
が無いためできない

無回答

6.3

6.3

62.5

6.3

0.0

18.8

0 20 40 60 80 100

N = 10 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）

パートタイム，アルバイト等

無回答

90.0

10.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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（４）平日の定期的な教育･保育事業の利用状況について 

問 14 あて名のお子さんは現在、保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用

していますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

０～２歳については、「利用する必要がない」の割合が 46.1％と最も高く、次いで「奈良市内

で利用している」の割合が 33.3％、「利用したいが利用できない」の割合が 15.7％となっていま

す。 

３～５歳については、「奈良市内で利用している」の割合が 87.6％と最も高くなっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

問 14－１～問 14－６は、問 14で「１.奈良市内で利用している」または「２．奈良市

以外で利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

問 14－１ あて名のお子さんは、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。当てはまる

番号すべてに○をつけてください。 

０～２歳については、「認可保育園」の割合が 75.2％と最も高くなっています。 

３～５歳については、「幼稚園」の割合が 50.7％と最も高く、次いで「認可保育園」の割合が

38.5％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

奈良市内で利用している

奈良市以外で利用している

利用したいが利用できない

利用する必要がない

無回答

87.6

4.5

3.2

4.5

0.1

0 20 40 60 80 100

N = 751 ％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育園

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施
設

その他の認可外の保育施設

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

50.7

9.9

38.5

5.3

0.1

0.5

1.1

1.7

0.0

0.1

1.5

1.3

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

奈良市内で利用している

奈良市以外で利用している

利用したいが利用できない

利用する必要がない

無回答

33.3

3.1

15.7

46.1

1.8

0 20 40 60 80 100

N = 330 ％

認可保育園

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施
設

その他の認可外の保育施設

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

75.2

4.2

1.2

3.9

3.6

6.1

0.0

0.9

6.7

2.4

0 20 40 60 80 100
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【参考：前回調査結果】  

前回調査（平成 20年度実施、奈良市次世

代育成支援に関するニーズ調査）では、「認

可保育所」が 59.4％で最も多く、次いで「幼

稚園（通常の就園時間）」が 31.8％となっ

ています（前回調査では０～２歳、３～５

歳として分けずに一括して調査していま

す）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 525 ％

認可保育所

家庭的な保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施
設

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

その他の保育施設

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園の預かり保育

ベビーシッター

ファミリーサポートセンター

59.4

0.4

1.3

3.4

1.9

0.6

3.0

31.8

6.7

0.8

1.5

0 20 40 60 80 100
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問 15 問 15～問 15－２は、すべての方にうかがいます。 

現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの

平日の教育・保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお

答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。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。例えば、認可保育

園の場合、世帯収入に応じた利用料が設定されています。 

０～２歳については、「認可保育園」の割合が 53.1％と最も高く、次いで「幼稚園」の割合が

51.4％、「認定こども園」の割合が 43.4％となっています。 

３～５歳については、「幼稚園」の割合が 51.4％と最も高く、次いで「認可保育園」の割合が

38.3％、「幼稚園の預かり保育」の割合が 37.1％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育園

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

自治体の認証・認定保育施
設

その他の認可外の保育施設

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

51.4

37.1

38.3

34.6

7.6

2.7

5.4

2.7

0.7

3.3

7.1

1.1

3.6

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育園

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

自治体の認証・認定保育施
設

その他の認可外の保育施設

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

51.4

32.6

53.1

43.4

12.4

3.6

8.3

6.9

1.8

3.0

7.6

2.1

3.4

0 20 40 60 80 100
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【参考：前回調査結果】  

前回調査（平成 20年度実施、奈良市次世

代育成支援に関するニーズ調査）では、「認

可保育所」や「幼稚園の預かり保育」の希

望が多いものの、今回調査に比べると割合

は低くなっています（前回調査では０～２

歳、３～５歳として分けずに一括して調査

しています）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1148 ％

認可保育所

家庭的な保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施
設

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

その他の保育施設

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園の預かり保育

延長保育

ベビーシッター

ファミリーサポートセンター

一時預かり

病児・病後児保育

特にない

27.6

6.3

11.1

7.0

7.6

13.6

1.8

15.8

27.0

23.3

3.0

6.8

18.8

24.7

15.3

0 20 40 60 80 100
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［家庭類型別：０～２歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
園 

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 

ひとり親家庭 41  34.1  26.8  68.3  36.6  17.1  7.3  9.8  

共働き 244  15.2  20.1  76.2  42.2  9.0  2.5  11.9  

フルタイム×パートタイム（長時間） 72  33.3  33.3  68.1  37.5  18.1  8.3  6.9  

フルタイム×パートタイム（短時間） 26  65.4  34.6  30.8  34.6  7.7  7.7  － 

専業主婦（夫） 484  73.1  38.6  40.1  45.5  13.4  3.3  7.4  

パートタイム×パートタイム（長時間） 1  － 100.0  100.0  － － － － 

パートタイム×パートタイム（短時間） 1  － － 100.0  － － － － 

その他 7  57.1  14.3  28.6  71.4  14.3  － － 

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
治
体
の
認
証
・
認
定

保
育
施
設 

そ
の
他
の
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 

ひとり親家庭 41  7.3  2.4  7.3  9.8  2.4  12.2  

共働き 244  5.7  2.0  4.5  10.2  2.9  2.0  

フルタイム×パートタイム（長時間） 72  9.7  1.4  4.2  8.3  1.4  4.2  

フルタイム×パートタイム（短時間） 26  － － 3.8  7.7  － 7.7  

専業主婦（夫） 484  7.4  1.7  1.9  6.6  2.1  2.3  

パートタイム×パートタイム（長時間） 1  － － － － － － 

パートタイム×パートタイム（短時間） 1  － － － － － － 

その他 7  14.3  － － － － － 
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［家庭類型別：３～５歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
園 

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 

ひとり親家庭 55  21.8  21.8  63.6  32.7  7.3  1.8  7.3  

共働き 177  13.0  16.4  73.4  33.9  9.6  3.4  10.2  

フルタイム×パートタイム（長時間） 105  15.2  13.3  68.6  31.4  8.6  1.0  3.8  

フルタイム×パートタイム（短時間） 43  67.4  55.8  18.6  23.3  4.7  4.7  2.3  

専業主婦（夫） 402  78.6  51.7  13.7  37.8  7.2  3.0  4.2  

パートタイム×パートタイム（長時間） 0 － － － － － － － 

パートタイム×パートタイム（短時間） 1  100.0  100.0  － － － － － 

その他 7  85.7  57.1  28.6  28.6  － － － 

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
治
体
の
認
証
・
認
定

保
育
施
設 

そ
の
他
の
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 

ひとり親家庭 55  3.6  － 5.5  5.5  － 7.3  

共働き 177  4.0  1.1  5.6  11.3  0.6  2.3  

フルタイム×パートタイム（長時間） 105  1.9  － 1.9  10.5  1.0  6.7  

フルタイム×パートタイム（短時間） 43  2.3  － 2.3  4.7  － 2.3  

専業主婦（夫） 402  2.2  0.7  2.7  5.5  1.7  2.7  

パートタイム×パートタイム（長時間） 0 － － － － － － 

パートタイム×パートタイム（短時間） 1  － － － － － － 

その他 7  － － － － － － 
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［母親の就労状況別：０～２歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
園 

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 

フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない 
171  19.9  25.1  64.9  38.0  6.4  2.3  13.5  

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 
107  14.0  15.9  89.7  45.8  15.0  4.7  11.2  

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない 
91  30.8  30.8  59.3  35.2  12.1  4.4  2.2  

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 
18  66.7  50.0  72.2  38.9  22.2  16.7  5.6  

以前は就労していたが、現在は就労し

ていない 
478  73.2  38.3  40.4  46.7  13.6  3.6  7.5  

これまで就労したことがない 21  71.4  38.1  42.9  42.9  23.8  － － 

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
治
体
の
認
証
・
認
定

保
育
施
設 

そ
の
他
の
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 

フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない 
171  4.1  1.8  7.0  11.1  4.1  4.7  

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 
107  9.3  2.8  1.9  8.4  0.9  0.9  

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない 
91  5.5  － 3.3  7.7  1.1  7.7  

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 
18  16.7  5.6  5.6  16.7  － － 

以前は就労していたが、現在は就労し

ていない 
478  6.9  1.7  1.9  6.3  2.1  2.5  

これまで就労したことがない 21  14.3  4.8  － 4.8  － － 
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［母親の就労状況別：３～５歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
園 

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 

フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない 
164  11.0  12.8  75.6  32.3  9.1  2.4  8.5  

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 
44  22.7  27.3  63.6  36.4  9.1  4.5  15.9  

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない 
148  29.1  24.3  54.1  28.4  8.1  2.7  3.4  

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 
12  50.0  58.3  50.0  33.3  － － － 

以前は就労していたが、現在は就労し

ていない 
387  77.5  51.9  15.0  38.8  7.0  3.1  3.9  

これまで就労したことがない 41  70.7  39.0  22.0  26.8  7.3  － 7.3  

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
治
体
の
認
証
・
認
定

保
育
施
設 

そ
の
他
の
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 

フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない 
164  3.7  1.2  4.9  10.4  0.6  2.4  

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 
44  4.5  － 9.1  13.6  － 2.3  

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない 
148  2.0  － 2.0  8.1  0.7  6.1  

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 
12  － － 8.3  8.3  － － 

以前は就労していたが、現在は就労し

ていない 
387  2.3  0.8  2.6  5.2  1.8  3.1  

これまで就労したことがない 41  2.4  － 2.4  4.9  － 4.9  
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問 15－２ 今後、新たに幼稚園や保育園等を選ぶことを想定した場合、重視すること

はどのようなことですか。当てはまる番号を３つまで選んで○をつけてく

ださい。 

０～２歳については、「通園距離や立地条件」の割合が 80.0％と最も高く、次いで「教育方針

や保育方針の内容」の割合が 50.4％、「保育に伴うサービス（預かり時間・バス送迎・課外教室

等）」の割合が 36.3％となっています。 

３～５歳については、「通園距離や立地条件」の割合が 75.3％と最も高く、次いで「教育方針

や保育方針の内容」の割合が 48.5％、「保育に伴うサービス（預かり時間・バス送迎・課外教室

等）」の割合が 41.8％となっています。 
 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

通園距離や立地条件

教育方針や保育方針の内容

保育に伴うサービス（預かり
時間・バス送迎・課外教室
等）

施設・設備

園内で調理する手作りの給
食の提供

保育料・その他経費

きょうだいや知人の子どもが
通っている（通っていた）

近所や知人の評判

公立

私立

認可された幼稚園・保育園で
あること

その他

無回答

75.3

48.5

41.8

14.5

14.0

29.0

4.0

9.4

8.6

1.2

16.2

1.5

8.1

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

通園距離や立地条件

教育方針や保育方針の内容

保育に伴うサービス（預かり
時間・バス送迎・課外教室
等）

施設・設備

園内で調理する手作りの給
食の提供

保育料・その他経費

きょうだいや知人の子どもが
通っている（通っていた）

近所や知人の評判

公立

私立

認可された幼稚園・保育園で
あること

その他

無回答

80.0

50.4

36.3

16.9

10.5

32.0

3.2

11.5

7.9

0.9

19.9

1.9

5.7

0 20 40 60 80 100
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（５）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 

（３～５歳のみ） 

「幼稚園」を利用している方にうかがいます。 

問 17 「幼稚園の預かり保育」を平日に定期的に利用していますか。当てはまる番号

１つに○をつけてください。 

３～５歳については、「はい」の割合が 25.7％、

「いいえ」の割合が 68.9％となっています。 

 

 

 

 

（３～５歳のみ）問 17－１ 問 17で、「１．はい」に○をつけた方にうかがいます。 

「幼稚園の預かり保育」を平日に定期的に利用している理由は何ですか。当てはまる

番号すべてに○をつけてください。 

３～５歳については、「自分の時間をつくりた

いため」の割合が 50.0％と最も高く、次いで「就

労しているため」の割合が 20.0％、「親族や知人

に負担をかけたくないため」の割合が 15.0％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 389 ％

はい

いいえ

無回答

25.7

68.9

5.4

0 20 40 60 80 100

N = 100 ％

就労しているため

学生であるため

介護等をしているため

病気や障がいがあるため

自分の時間をつくりたいため

親族や知人に負担をかけたく
ないため

保育園に空きがなかったため

保育園ではなく、幼稚園に通
わせたいため

保育園よりも利用料が安いた
め

送迎バスがあるため

その他

無回答

20.0

1.0

5.0

3.0

50.0

15.0

1.0

11.0

13.0

0.0

36.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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（３～５歳のみ） 

問 17－２ あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の預か

り保育の利用を希望しますか。希望がある場合は、利用したい時間帯を、(例)９

時～18時のように 24時間制でご記入ください。なお、預かり保育の利用には、一

定の利用者負担が発生します。 

３～５歳については、「休みの期間中、週に数

日利用したい」の割合が 52.7％と最も高く、次

いで「利用する必要はない」の割合が 30.1％、

「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」の割合

が 11.1％となっています。 

利用開始時間は、「９時台」の割合が 82.7％と

最も高くなっています。 

利用終了時間は、「17時台」の割合が 29.8％と最も高く、次いで「15時台」の割合が 23.8％、

「16時台」の割合が 21.4％となっています。 

 

利用開始時刻     利用終了時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 389 ％

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

30.1

11.1

52.7

6.2

0 20 40 60 80 100

N = 248 ％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.4

2.4

8.9

82.7

4.4

0.0

0.0

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100
N = 248 ％

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

1.2

0.4

12.9

23.8

21.4

29.8

7.7

1.6

0.0

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100
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（６）病気の際の対応について 

問 17 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた方（問 14で「１.」

または「２.」に○をつけた方）にうかがいます。利用していない方は、【問 18】

へお進みください。 

この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかった

ことはありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

０～２歳については、「あった」の割合が 79.7％、「なかった」の割合が 12.4％となっていま

す。 

３～５歳については、「あった」の割合が 69.1％、「なかった」の割合が 24.9％となっていま

す。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

N = 751 ％

あった

なかった

無回答

69.1

24.9

6.0

0 20 40 60 80 100
N = 330 ％

あった

なかった

無回答

79.7

12.4

7.9

0 20 40 60 80 100
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問 17－１ あて名のお子さんが病気やケガで普段利用している教育・保育の事業が利

用できなかった場合に、この１年間の対応として当てはまる番号すべてに○をつ

け、それぞれの日数も（  ）内に数字でご記入ください（半日程度の対応の場

合も１日とカウントしてください。）。 

０～２歳については、「母親が休んだ」の割合が 81.7％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 52.9％、「父親が休んだ」の割合が 31.6％となっ

ています。 

父親が休んだ日数は、「２～３日」の割合が 36.1％と最も高く、次いで「１日」の割合が 20.5％、

「４～５日」の割合が 13.3％となっています。 

母親が休んだ日数は、「10～19日」の割合が 33.0％と最も高く、次いで「２～３日」の割合が

19.1％、「20日以上」の割合が 14.0％となっています。 

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった日数は、「10～19日」の割合が 23.0％と

最も高く、次いで「２～３日」の割合が 21.6％、「４～５日」の割合が 18.0％となっています。 

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は、「４～５日」の割合が 25.9％と

最も高く、次いで「２～３日」の割合が 18.5％、「１日」の割合が 14.8％となっています。 

病児・病後児の保育を利用した日数は、「２～３日」の割合が 25.0％と最も高く、次いで「１

日」、「４～５日」、「10～19日」の割合が 16.7％となっています。 

ベビーシッターを利用した日数、ファミリー・サポート・センターを利用した日数、仕方なく

子どもだけで留守番をさせた日数は、有効回答はありません。 

その他の日数は、「１日」が 3件、「２～３日」が 1件となっています。 

３～５歳については、「母親が休んだ」の割合が 52.2％と最も高く、次いで「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 37.0％、「（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 32.9％となっています。 

父親が休んだ日数は、「２～３日」の割合が 41.7％と最も高く、次いで「１日」の割合が 19.8％、

「４～５日」の割合が 13.5％となっています。 

母親が休んだ日数は、「２～３日」の割合が 29.9％と最も高く、次いで「10～19日」の割合が

21.4％、「４～５日」の割合が 13.7％となっています。 

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった日数は、「２～３日」の割合が 24.6％と

最も高く、次いで「４～５日」の割合が 17.5％、「10～19日」の割合が 17.0％となっています。 

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は、「２～３日」の割合が 26.0％と

最も高く、次いで「10～19日」の割合が 18.2％、「４～５日」の割合が 16.1％となっています。 

病児・病後児の保育を利用した日数は、「２～３日」の割合が 40.0％と最も高く、次いで「１

日」、「４～５日」の割合が 20.0％となっています。 

ベビーシッターを利用した日数、ファミリー・サポート・センターを利用した日数は、有効回

答はありません。 

仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数は、「４～５日」が 1件となっています。 

その他の日数は、「４～５日」の割合が 29.4％と最も高く、次いで「１日」の割合が 23.5％、

「２～３日」の割合が 11.8％となっています。 
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 １年間の対応 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［母親の就労状況別：０～２歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
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 

フルタイムで就労してお

り、産休・育休・介護休業

中ではない 

144  36.1  86.1  61.8  6.3  5.6  1.4  1.4  1.4  0.7  2.1  

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 

28  50.0  85.7  60.7  7.1  － － － － － 7.1  

パート・アルバイト等で就

労しており、産休・育休・

介護休業中ではない 

57  24.6  93.0  43.9  7.0  7.0  － － － 3.5  1.8  

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 

4  50.0  75.0  50.0  25.0  － － － － － 25.0  

以前は就労していたが、

現在は就労していない 
21  － 28.6  9.5  42.9  － － － － 19.0  9.5  

これまで就労したことが

ない 
2  － － － 100.0  － － － － － － 

N = 519 ％

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

ベビーシッターを利用した

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

18.5

52.2

32.9

37.0

2.9

0.2

0.2

0.4

3.3

3.1

0 20 40 60 80 100
N = 263 ％

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

ベビーシッターを利用した

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

31.6

81.7

52.9

10.3

4.6

0.8

0.8

0.8

3.0

3.4

0 20 40 60 80 100
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［母親の就労状況別：３～５歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
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 

フルタイムで就労してお

り、産休・育休・介護休業

中ではない 

142  41.5  83.8  67.6  4.9  9.2  0.7  0.7  0.7  2.1  2.8  

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 

37  24.3  64.9  45.9  27.0  2.7  － － － 5.4  2.7  

パート・アルバイト等で就

労しており、産休・育休・

介護休業中ではない 

113  11.5  80.5  32.7  8.8  － － － － 3.5  3.5  

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 

8  － 75.0  37.5  37.5  － － － － － － 

以前は就労していたが、

現在は就労していない 
185  5.9  13.0  6.5  77.3  0.5  － － － 3.2  2.7  

これまで就労したことが

ない 
20  － 20.0  － 70.0  － － － － 5.0  5.0  
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［家庭類型別：０～２歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
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 

ひとり親家庭 21  － 61.9  66.7  4.8  4.8  － － － 4.8  4.8  

共働き 154  41.6  88.3  61.0  7.1  4.5  1.3  1.3  1.3  0.6  2.6  

フルタイム 

×パートタイム（長時間） 
49  24.5  91.8  46.9  8.2  8.2  － － － 2.0  2.0  

フルタイム 

×パートタイム（短時間） 
6  50.0  100.0  16.7  － － － － － － － 

専業主婦（夫） 23  8.7  30.4  13.0  43.5  － － － － 17.4  8.7  

パートタイム 

×パートタイム（長時間） 
1  100.0  100.0  － － － － － － － － 

パートタイム 

×パートタイム（短時間） 
1  － 100.0  － 100.0  － － － － － － 

その他 0 － － － － － － － － － － 

 

［家庭類型別：３～５歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
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 

ひとり親家庭 37  5.4  59.5  64.9  10.8  2.7  － － － 5.4  － 

共働き 154  44.2  81.2  61.7  10.4  7.8  0.6  0.6  0.6  2.6  2.6  

フルタイム 

×パートタイム（長時間） 
83  13.3  89.2  34.9  4.8  － － － － 2.4  3.6  

フルタイム 

×パートタイム（短時間） 
30  6.7  53.3  26.7  26.7  － － － － 3.3  6.7  

専業主婦（夫） 195  4.6  15.4  5.6  76.9  1.0  － － － 3.6  2.1  

パートタイム 

×パートタイム（長時間） 
0 － － － － － － － － － － 

パートタイム 

×パートタイム（短時間） 
1  － － － 100.0  － － － － － － 

その他 7  14.3  － － 57.1  － － － － － 28.6  
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 父親が休んだ日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 母親が休んだ日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

N = 96 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

19.8

41.7

13.5

7.3

10.4

1.0

6.3

0 20 40 60 80 100

N = 271 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

10.0

29.9

13.7

9.2

21.4

8.5

7.4

0 20 40 60 80 100

N = 171 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

12.9

24.6

17.5

5.8

17.0

9.4

12.9

0 20 40 60 80 100

N = 83 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

20.5

36.1

13.3

8.4

10.8

3.6

7.2

0 20 40 60 80 100

N = 215 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

5.6

19.1

12.6

7.9

33.0

14.0

7.9

0 20 40 60 80 100

N = 139 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

5.8

21.6

18.0

9.4

23.0

13.7

8.6

0 20 40 60 80 100
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 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 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 病児・病後児の保育を利用した日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

N = 192 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

9.9

26.0

16.1

9.9

18.2

7.8

12.0

0 20 40 60 80 100

N = 15 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

20.0

40.0

20.0

6.7

6.7

0.0

6.7

0 20 40 60 80 100

N = 17 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

23.5

11.8

29.4

0.0

5.9

5.9

23.5

0 20 40 60 80 100

N = 27 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

14.8

18.5

25.9

11.1

11.1

3.7

14.8

0 20 40 60 80 100

N = 12 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

16.7

25.0

16.7

8.3

16.7

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

N = 8 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

37.5

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100
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問 17－２ 問 17－１で「１．父親が休んだ」、「２．母親が休んだ」のいずれかに○を

つけた方にうかがいます。 

その際、「できれば病児・病後児を預かってくれる保育施設等を利用したい」

と思いましたか。当てはまる番号１つに○をつけ、日数についても（  ）

内に数字でご記入ください。なお、病児・病後児のための保育施設等の利

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。 

０～２歳については、「できれば利用したかった」の割合が 42.9％、「利用したいとは思わなか

った」の割合が 56.2％となっています。 

「できれば利用したかった」と回答した人が利用したかった日数は、「４～５日」の割合が

23.7％と最も高く、次いで「２～３日」、「10～19日」の割合が 21.5％となっています。 

３～５歳については、「利用したいとは思わなかった」の割合が 60.0％、「できれば利用したか

った」の割合が 38.3％となっています。 

「できれば利用したかった」と回答した人が利用したかった日数は、「２～３日」の割合が

31.5％と最も高く、次いで「４～５日」、「10～19日」の割合が 16.2％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 利用したかった日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 290 ％

できれば利用したかった

利用したいとは思わなかった

無回答

38.3

60.0

1.7

0 20 40 60 80 100

N = 111 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

14.4

31.5

16.2

7.2

16.2

4.5

9.9

0 20 40 60 80 100

N = 217 ％

できれば利用したかった

利用したいとは思わなかった

無回答

42.9

56.2

0.9

0 20 40 60 80 100

N = 93 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

15.1

21.5

23.7

2.2

21.5

5.4

10.8

0 20 40 60 80 100
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問 17－４ 問 17－２で「２．利用したいとは思わなかった」に○をつけた方にうかが

います。 

そう思う理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

０～２歳については、「病児・病後児を他人にみてもらうのは不安」の割合が 63.9％と最も高

く、次いで「親が仕事を休んで対応する」の割合が 57.4％、「質に不安がある」の割合が 23.0％

となっています。 

３～５歳については、「病児・病後児を他人にみてもらうのは不安」の割合が 60.3％と最も高

く、次いで「親が仕事を休んで対応する」の割合が 45.4％、「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 15.5％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 174 ％

病児・病後児を他人にみても
らうのは不安

質に不安がある

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

60.3

11.5

15.5

12.6

13.8

45.4

20.7

4.0

0 20 40 60 80 100
N = 122 ％

病児・病後児を他人にみても
らうのは不安

質に不安がある

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

63.9

23.0

21.3

19.7

16.4

57.4

16.4

4.1

0 20 40 60 80 100
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（７）地域の子育て支援事業の利用状況について 

問 18 奈良市では、地域の子育て支援のために次のような事業を行っていますが、知

っているものすべてに○をつけてください。 

０～２歳については、「地域子育て支援センター」の割合が 84.0％と最も高く、次いで「つど

いの広場」の割合が 66.7％、「子育てスポット」の割合が 57.4％となっています。 

３～５歳については、「地域子育て支援センター」の割合が 68.8％と最も高く、次いで「つど

いの広場」の割合が 56.9％、「子育てスポット」の割合が 51.5％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

問 19 あて名のお子さんは、現在、「地域子育て支援センター」、「つどいの広場」、「子

育てスポット」を利用していますか。次の中から、利用しているものすべてに○

をつけてください。また、おおよその利用回数（頻度）を（  ）内に数字でご

記入ください。 

０～２歳の利用している事業については、「利用していない」の割合が 52.6％と最も高く、次

いで「地域子育て支援センター」の割合が 30.8％、「つどいの広場」の割合が 22.5％となってい

ます。 

地域子育て支援センターの１週当たりの利用日数は、「１日」の割合が 19.6％と最も高くなっ

ています。また、１ヶ月当たりの利用日数は、「１日」の割合が 36.8％と最も高く、次いで「２

日」の割合が 17.1％となっています。 

つどいの広場の１週当たりの利用日数は、「１日」の割合が 17.2％と最も高くなっています。

また、１ヶ月当たりの利用日数は、「１日」の割合が 33.8％と最も高く、次いで「２日」の割合

が 18.6％となっています。 

子育てスポットの１週当たりの利用日数は、「１日」の割合が 10.5％と最も高くなっています。

また、１ヶ月当たりの利用日数は、「１日」の割合が 40.1％と最も高く、次いで「２日」の割合

が 30.9％となっています。 

３～５歳の利用している事業については、「利用していない」の割合が 85.3％と最も高くなっ

ています。 

地域子育て支援センターの１週当たりの利用日数については、「１日」の割合が 13.2％と最も

高くなっています。また、１ヶ月当たりの利用日数については、「１日」の割合が 47.4％と最も

高く、次いで「２日」の割合が 13.2％となっています。 

つどいの広場の１週当たりの利用日数は、「１日」の割合が 14.3％と最も高くなっています。

また、１ヶ月当たりの利用日数は、「１日」の割合が 51.4％と最も高く、次いで「２日」の割合

が 14.3％となっています。 

N = 815 ％

地域子育て支援センター

つどいの広場

子育てスポット

ひとつも知らない

無回答

68.8

56.9

51.5

16.6

2.0

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

地域子育て支援センター

つどいの広場

子育てスポット

ひとつも知らない

無回答

84.0

66.7

57.4

7.2

0.7

0 20 40 60 80 100
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子育てスポットの１週当たりの利用日数は、「１日」の割合が 4.4％となっています。また、１

ヶ月当たりの利用日数は、「１日」の割合が 51.1％と最も高く、次いで「２日」の割合が 20.0％

となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：前回調査結果】 

前回調査（平成 20 年度実施、奈良市次

世代育成支援に関するニーズ調査）では、

「利用していない」が 89.1％と今回より多

くなっています（前回調査では０～２歳、

３～５歳として分けずに一括して調査し

ています）。 

 

 

 

 

 地域子育て支援センター １週あたり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

地域子育て支援センター

つどいの広場

子育てスポット

利用していない

無回答

4.7

4.3

5.5

85.3

5.6

0 20 40 60 80 100

N = 38 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

13.2

0.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

81.6

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

地域子育て支援センター

つどいの広場

子育てスポット

利用していない

無回答

30.8

22.5

17.8

52.6

4.0

0 20 40 60 80 100

N = 280 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

19.6

7.9

3.9

0.7

0.0

0.0

0.0

67.9

0 20 40 60 80 100

N = 1148 ％

地域子育て支援センター

つどいの広場

子育てスポット

利用していない

3.0

1.7

5.7

89.1

0 20 40 60 80 100
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 地域子育て支援センター １ヶ月あたり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 つどいの広場 １週あたり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 つどいの広場 １ヶ月あたり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子育てスポット １週あたり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

N = 38 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

47.4

13.2

5.3

2.6

0.0

0.0

2.6

28.9

0 20 40 60 80 100

N = 35 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

14.3

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

82.9

0 20 40 60 80 100

N = 35 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

51.4

14.3

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

31.4

0 20 40 60 80 100

N = 45 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

95.6

0 20 40 60 80 100

N = 280 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

36.8

17.1

7.1

2.9

2.1

0.4

0.7

32.9

0 20 40 60 80 100

N = 204 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

17.2

9.3

3.4

0.5

0.5

0.0

0.0

69.1

0 20 40 60 80 100

N = 204 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

33.8

18.6

3.9

4.4

1.0

0.5

1.5

36.3

0 20 40 60 80 100

N = 162 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

10.5

2.5

0.6

1.9

0.0

0.0

0.0

84.6

0 20 40 60 80 100
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 子育てスポット １ヶ月あたり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

N = 45 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

51.1

20.0

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100
N = 162 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

40.1

30.9

3.7

4.3

0.6

0.0

0.6

19.8

0 20 40 60 80 100
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問20 問18のような地域の子育て支援のための事業について、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。当て

はまる番号１つに○をつけて、おおよその利用回数（頻度）を（  ）内に数字

でご記入ください。 

０～２歳については、「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

40.3％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 29.8％、「すでに利

用しているが、今後利用日数を増やしたい」の割合が 25.6％となっています。 

「利用していないが、今後利用したい」と回答した人の１週当たりの希望利用回数は、「１日」

の割合が 31.4％と最も高くなっています。また、１月当たりの希望利用回数は、「１日」の割合

が 28.8％と最も高く、次いで「２日」の割合が 22.9％となっています。 

「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」と回答した人の１週当たりの増やした

い回数は、「１日」の割合が 28.9％と最も高く、次いで「２日」の割合が 11.2％となっています。

また、１月当たりの希望利用回数は、「２日」の割合が 18.1％と最も高く、次いで「３日」の割

合が 11.6％となっています。 

３～５歳については、「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

66.3％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 22.9％となっていま

す。 

「利用していないが、今後利用したい」と回答した人の１週当たりの希望利用回数は、「１日」

の割合が 26.7％と最も高くなっています。また、１月当たりの希望利用回数は、「１日」の割合

が 30.5％と最も高く、次いで「２日」の割合が 24.1％となっています。 

「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」と回答した人の１週当たりの増やした

い回数は、「１日」の割合が 20.6％と最も高くなっています。また、１月当たりの希望利用回数

は、「２日」の割合が 23.5％と最も高く、次いで「４日」の割合が 11.8％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

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

22.9

4.2

66.3

6.6

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

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

29.8

25.6

40.3

4.3

0 20 40 60 80 100
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 利用していないが、今後利用したい １週当たり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用していないが、今後利用したい １ヶ月当たり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい １週当たり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい １ヶ月当たり利用日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

N = 187 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

26.7

5.3

0.5

0.0

1.1

0.0

0.0

66.3

0 20 40 60 80 100

N = 187 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

30.5

24.1

2.7

3.7

1.1

0.5

1.1

36.4

0 20 40 60 80 100

N = 34 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

20.6

8.8

0.0

0.0

2.9

0.0

0.0

67.6

0 20 40 60 80 100

N = 34 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

8.8

23.5

8.8

11.8

5.9

0.0

0.0

41.2

0 20 40 60 80 100

N = 271 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

31.4

7.0

3.3

0.4

1.1

0.0

0.0

56.8

0 20 40 60 80 100

N = 271 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

28.8

22.9

4.8

3.7

1.1

0.0

1.8

36.9

0 20 40 60 80 100

N = 232 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

28.9

11.2

4.7

4.3

2.6

0.0

0.0

48.3

0 20 40 60 80 100

N = 232 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日以上

無回答

7.8

18.1

11.6

6.9

2.2

1.3

3.4

48.7

0 20 40 60 80 100
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問 21 奈良市では、下記の事業や取り組みを行っていますが、この中で知っているも

のや、これまでに利用したことがあるもの、今後利用したいと思うものをお答え

ください。①～⑫の事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」

のいずれかに○をつけてください。 

＜ 認知度 ＞ 

０～２歳については、③こんにちは赤ちゃん訪問、④はぐくみセンターの教室（ぱくぱく教室

やきらきら教室等）で「はい（知っている）」の割合が高く、９割を超えています。一方、⑪キ

ッズホリデークラブ（教育センター）で「いいえ（知らない）」の割合が高く、約９割となって

います。 

３～５歳については、①妊婦健康診査、③こんにちは赤ちゃん訪問、④はぐくみセンターの教

室（ぱくぱく教室やきらきら教室等）で「はい」の割合が高く、約８割となっています。一方、

⑪キッズホリデークラブ（教育センター）で「いいえ」の割合が高く、約８割となっています。 

 

【０～２歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.378.1 92.790.767.263.543.751.552.431.810.6 37.0 22.618.2 5.37.230.133.753.645.844.865.586.7 60.2 3.13.72.02.12.82.82.62.62.82.62.82.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

N = 908

⑨ファミリー・サポート・セン
ター

⑩子育て支援アドバイザー

⑪キッズホリデークラブ（教
育センター）

⑫子育てあっとなら（子育て
応援ホームページ）

⑤保育園の園庭開放や子育
て相談

⑥幼稚園の園庭開放や子育
て相談

⑦子ども発達センターの療育
相談

⑧子育ての総合相談窓口
（家庭児童相談室）

①妊婦健康診査

②はじめてのママパパ教室

③こんにちは赤ちゃん訪問

④はぐくみセンターの教室（ぱく
ぱく教室やきらきら教室等）

74.3

78.1

92.7

90.7

67.2

63.5

43.7

51.5

52.4

31.8

10.6

37.0

22.6

18.2

5.3

7.2

30.1

33.7

53.6

45.8

44.8

65.5

86.7

60.2 2.8

2.8

2.6

2.8

2.6

2.6

2.8

2.8

2.1

2.0

3.7

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.378.1 92.790.767.263.543.751.552.431.810.6 37.0 22.618.2 5.37.230.133.753.645.844.865.586.7 60.2 3.13.72.02.12.82.82.62.62.82.62.82.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

N = 815

①妊婦健康診査

②はじめてのママパパ教室

③こんにちは赤ちゃん訪問

④はぐくみセンターの教室（ぱく
ぱく教室やきらきら教室等）

⑤保育園の園庭開放や子育
て相談

⑥幼稚園の園庭開放や子育
て相談

⑦子ども発達センターの療育
相談

⑧子育ての総合相談窓口
（家庭児童相談室）

⑨ファミリー・サポート・セン
ター

⑩子育て支援アドバイザー

⑪キッズホリデークラブ（教
育センター）

⑫子育てあっとなら（子育て
応援ホームページ）

78.2

71.5

79.5

84.0

66.4

73.5

58.9

53.4

53.5

30.2

18.7

36.3

19.4

26.0

17.9

14.8

31.5

24.7

39.0

44.0

44.2

67.7

79.4

61.5 2.2

2.0

2.1

2.3

2.5

2.5

2.6

1.1

2.1

1.8

2.1

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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＜ 利用の有無 ＞ 

０～２歳については、③こんにちは赤ちゃん訪問で「はい（利用したことがある）」の割合が

高く、約８割となっています。一方、⑦子ども発達センターの療育相談、⑧子育ての総合相談窓

口（家庭児童相談室）、⑨ファミリー・サポート・センター、⑩子育て支援アドバイザー、⑪キ

ッズホリデークラブ（教育センター）で「はい」の割合が低く、１割未満となっています。 

３～５歳については、①妊婦健康診査、③こんにちは赤ちゃん訪問で「はい」の割合が高く、

５割を超えています。一方、⑦子ども発達センターの療育相談、⑧子育ての総合相談窓口（家庭

児童相談室）、⑨ファミリー・サポート・センター、⑩子育て支援アドバイザー、⑪キッズホリ

デークラブ（教育センター）で「はい」の割合が低く、１割未満となっています。 

 

【０～２歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.271.579.584.066.473.558.953.453.530.218.7 36.3 19.426.017.914.831.524.739.044.044.267.779.4 61.5 2.52.52.61.12.11.82.12.62.32.12.02.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

N = 908

①妊婦健康診査

②はじめてのママパパ教室

③こんにちは赤ちゃん訪問

④はぐくみセンターの教室（ぱく
ぱく教室やきらきら教室等）

⑤保育園の園庭開放や子育
て相談

⑥幼稚園の園庭開放や子育
て相談

⑦子ども発達センターの療育
相談

⑧子育ての総合相談窓口
（家庭児童相談室）

⑨ファミリー・サポート・セン
ター

⑩子育て支援アドバイザー

⑪キッズホリデークラブ（教
育センター）

⑫子育てあっとなら（子育て
応援ホームページ）

55.0

27.8

80.6

58.4

19.2

19.5

6.3

4.2

17.7

37.2

64.3

15.3

36.6

72.5

71.7

86.7

83.7

86.1

86.9

88.9

72.5

7.8

7.9

4.1

5.1

8.4

8.8

9.8

10.0

9.7

10.0

10.6

9.8

0.6

3.1

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.027.8 80.658.419.219.53.56.34.23.10.6 17.7 37.264.3 15.336.672.571.786.783.786.186.988.9 72.5 7.87.94.15.18.48.89.810.09.710.010.69.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

N = 815

⑨ファミリー・サポート・セン
ター

⑩子育て支援アドバイザー

⑪キッズホリデークラブ（教
育センター）

⑫子育てあっとなら（子育て
応援ホームページ）

⑤保育園の園庭開放や子育
て相談

⑥幼稚園の園庭開放や子育
て相談

⑦子ども発達センターの療育
相談

⑧子育ての総合相談窓口
（家庭児童相談室）

①妊婦健康診査

②はじめてのママパパ教室

③こんにちは赤ちゃん訪問

④はぐくみセンターの教室（ぱく
ぱく教室やきらきら教室等）

56.2

25.6

51.5

47.9

23.8

41.5

9.6

6.3

11.5

37.1

66.3

42.5

47.2

67.5

51.3

82.3

84.9

87.5

88.5

88.3

78.8

6.7

8.1

6.0

4.9

8.7

7.2

8.1

8.8

8.7

9.3

8.8

9.7

2.8

2.2

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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＜ 利用意向 ＞ 

０～２歳については、①妊婦健康診査、③こんにちは赤ちゃん訪問、⑤保育園の園庭開放や子

育て相談、⑥幼稚園の園庭開放や子育て相談で「はい（利用したい）」の割合が高く、約７割と

なっています。一方、②はじめてのママパパ教室で「いいえ（利用するつもりはない）」の割合

が高く、約５割となっています。 

３～５歳については、①妊婦健康診査、⑥幼稚園の園庭開放や子育て相談、⑫子育てあっとな

ら（子育て応援ホームページ）で「はい」の割合が高く、約５割となっています。一方、②はじ

めてのママパパ教室で「いいえ」の割合が高く、約６割となっています。 

 

【０～２歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.236.3 68.764.668.167.653.753.546.151.452.860.2 16.548.3 15.920.420.621.432.633.140.534.933.326.3 16.315.315.415.011.311.013.713.313.313.714.013.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

N = 908

⑨ファミリー・サポート・セン
ター

⑩子育て支援アドバイザー

⑪キッズホリデークラブ（教
育センター）

⑫子育てあっとなら（子育て
応援ホームページ）

⑤保育園の園庭開放や子育
て相談

⑥幼稚園の園庭開放や子育
て相談

⑦子ども発達センターの療育
相談

⑧子育ての総合相談窓口
（家庭児童相談室）

①妊婦健康診査

②はじめてのママパパ教室

③こんにちは赤ちゃん訪問

④はぐくみセンターの教室（ぱく
ぱく教室やきらきら教室等）

67.2

36.3

68.7

64.6

68.1

67.6

53.7

53.5

46.1

51.4

52.8

60.2

16.5

48.3

15.9

20.4

20.6

21.4

32.6

33.1

40.5

34.9

33.3

26.3

16.3

15.3

15.4

15.0

11.3

11.0

13.7

13.3

13.3

13.7

14.0

13.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.236.3 68.764.668.167.653.753.546.151.452.860.2 16.548.3 15.920.420.621.432.633.140.534.933.326.3 16.315.315.415.011.311.013.713.313.313.714.013.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

N = 815

①妊婦健康診査

②はじめてのママパパ教室

③こんにちは赤ちゃん訪問

④はぐくみセンターの教室（ぱく
ぱく教室やきらきら教室等）

⑤保育園の園庭開放や子育
て相談

⑥幼稚園の園庭開放や子育
て相談

⑦子ども発達センターの療育
相談

⑧子育ての総合相談窓口
（家庭児童相談室）

⑨ファミリー・サポート・セン
ター

⑩子育て支援アドバイザー

⑪キッズホリデークラブ（教
育センター）

⑫子育てあっとなら（子育て
応援ホームページ）

46.5

22.5

40.4

38.3

39.4

51.2

38.4

40.5

38.4

37.5

44.5

46.3

36.9

62.1

43.7

47.5

47.1

36.0

48.7

46.6

50.2

49.6

43.9

41.3

16.6

15.5

16.0

14.2

13.5

12.9

12.9

12.9

11.4

12.9

11.5

12.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（８）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 22 あて名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、

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。あ

る場合は、当てはまる番号すべてに○をつけ、１年間のおおよその利用日数も

（  ）内に数字でご記入ください。 

０～２歳については、「利用していない」の割合が 90.0％と最も高くなっています。 

一時預かりの日数は、「20日以上」の割合が 32.8％と最も高く、次いで「１日」の割合が 19.4％、

「２～３日」の割合が 14.9％となっています。 

ファミリー・サポート・センターの日数は、「２～３日」が 3 件、「20 日以上」が 2 件、「４～

５日」が 1件となっています。 

夜間養護等事業：トワイライトステイの日数は、有効回答はありません。 

ベビーシッターの日数は、「２～３日」が 2件、「６～９日」が 1件となっています。 

その他の日数は、「４～５日」、「10～19日」、「20日以上」が 1件となっています。 

３～５歳については、「利用していない」の割合が 72.5％と最も高く、次いで「幼稚園の預か

り保育」の割合が 18.5％となっています。 

一時預かりの日数は、「１日」の割合が 41.2％と最も高く、次いで「20日以上」の割合が 17.6％、

「２～３日」の割合が 11.8％となっています。 

幼稚園の預かり保育の日数は、「20日以上」の割合が 31.8％と最も高く、次いで「10～19日」

の割合が 21.9％、「２～３日」の割合が 17.2％となっています。 

ファミリー・サポート・センターの日数は、「10～19日」が 2件、「２～３日」、「４～５日」が

1件となっています。 

夜間養護等事業：トワイライトステイの日数は、有効回答はありません。 

ベビーシッターの日数は、「２～３日」が 2件、「１日」が 1件となっています。 

その他の日数は、「10～19日」が 3件、「20日以上」が 1件となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライト
ステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

8.3

18.5

0.9

0.5

0.7

0.6

72.5

1.3

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

一時預かり

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライト
ステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

7.4

1.0

0.4

0.6

0.9

90.0

1.3

0 20 40 60 80 100
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問 23 あて名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、問 22

のような事業を希望としては年間何日くらい利用したいと思いますか。当てはま

る番号すべてに○をつけ、必要な日数をご記入ください（利用したい日数の合計

と、目的別の内訳の日数を（  ）内に数字でご記入ください。）。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。 

０～２歳については、「利用したい」の割合が 25.0％、「利用する必要はない」の割合が 23.7％

となっています。 

利用の目的は、「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 71.8％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

院等」の割合が 49.8％、「不定期の就労」の割合が 30.8％となっています。 

利用の合計日数は、「20 日以上」の割合が 24.7％と最も高く、次いで「10～19 日」の割合が

18.1％となっています。 

私用での日数は、「10～19日」の割合が 31.3％と最も高く、次いで「20日以上」の割合が 19.6％、

「４～５日」の割合が 18.4％となっています。 

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等での日数は、「２～３日」の割

合が 26.5％と最も高く、次いで「10～19 日」の割合が 21.2％、「４～５日」の割合が 20.4％と

なっています。 

不定期の就労での日数は、「20日以上」の割合が 30.0％と最も高く、次いで「10～19日」の割

合が 18.6％、「４～５日」の割合が 17.1％となっています。 

その他での日数は、「４～５日」の割合が 23.5％と最も高く、次いで「10～19日」の割合が 17.6％、

「１日」の割合が 11.8％となっています。 

３～５歳については、「利用したい」の割合が 37.8％、「利用する必要はない」の割合が 18.8％

となっています。 

利用の目的は、「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 75.6％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

院等」の割合が 57.5％、「不定期の就労」の割合が 25.6％となっています。 

利用の合計日数は、「20 日以上」の割合が 31.5％と最も高く、次いで「10～19 日」の割合が

20.5％となっています。 

私用での日数は、「10～19日」の割合が 33.0％と最も高く、次いで「20日以上」の割合が 23.6％、

「４～５日」の割合が 14.6％となっています。 

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等での日数は、「10～19 日」の割

合が 24.3％と最も高く、次いで「２～３日」、「４～５日」の割合が 18.6％となっています。 

不定期の就労での日数は、「20日以上」の割合が 45.6％と最も高く、次いで「10～19日」の割

合が 25.3％となっています。 

その他での日数は、「４～５日」、「20 日以上」の割合が 22.2％と最も高く、次いで、「２～３

日」の割合が 16.7％となっています。 
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【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

［母親の就労状況別：０～２歳］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［母親の就労状況別：３～５歳］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用したい理由 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

利用したい

利用する必要はない

無回答

37.8

18.8

43.4

0 20 40 60 80 100

N = 308 ％

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
院等

不定期の就労

その他

無回答

75.6

57.5

25.6

5.8

5.5

0 20 40 60 80 100

N = 908 ％

利用したい

利用する必要はない

無回答

25.0

23.7

51.3

0 20 40 60 80 100

N = 227 ％

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
院等

不定期の就労

その他

無回答

71.8

49.8

30.8

7.5

4.0

0 20 40 60 80 100

26.324.330.811.1 25.314.3 21.626.218.722.2 23.047.6 52.049.550.566.7 51.7 38.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したい 利用する必要はない 無回答

N =

フルタイムで就労しており、産休・育
休・介護休業中ではない

171

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

107

パート・アルバイト等で就労してお
り、産休・育休・介護休業中ではない

91

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

18

以前は就労していたが、現在は就労
していない

478

これまで就労したことがない 21 14.3

25.3

11.1

30.8

24.3

26.3

47.6

23.0

22.2

18.7

26.2

21.6

38.1

51.7

66.7

50.5

49.5

52.0

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

N =

フルタイムで就労しており、産休・育
休・介護休業中ではない

164

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

44

パート・アルバイト等で就労してお
り、産休・育休・介護休業中ではない

148

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

12

以前は就労していたが、現在は就労
していない

387

これまで就労したことがない 41 36.6 14.6 48.8

48.1

33.3

27.7

38.6

24.4

15.5

8.3

21.6

22.7

23.8

36.4

58.3

50.7

38.6

51.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 合計日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等 日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不定期の就労 日数 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

N = 308 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

0.6

5.5

5.8

5.5

20.5

31.5

30.5

0 20 40 60 80 100

N = 233 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

4.3

12.0

14.6

3.4

33.0

23.6

9.0

0 20 40 60 80 100

N = 177 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

9.0

18.6

18.6

4.5

24.3

13.6

11.3

0 20 40 60 80 100

N = 79 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

3.8

8.9

7.6

1.3

25.3

45.6

7.6

0 20 40 60 80 100

N = 227 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

2.6

5.3

9.7

5.3

18.1

24.7

34.4

0 20 40 60 80 100

N = 163 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

5.5

13.5

18.4

4.9

31.3

19.6

6.7

0 20 40 60 80 100

N = 113 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

8.8

26.5

20.4

2.7

21.2

9.7

10.6

0 20 40 60 80 100

N = 70 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

2.9

10.0

17.1

2.9

18.6

30.0

18.6

0 20 40 60 80 100
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（９）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 25 あて名のお子さんが生まれた時、母親・父親のいずれか、または両方が育児休

業を取得しましたか。母親、父親それぞれについて、当てはまる番号１つに○を

つけてください。また、取得していない方はその理由を番号でご記入ください。 

０～２歳の母親の育児休暇取得については、「働いていなかった」の割合が 49.2％と最も高く、

次いで「取得した（取得中である）」の割合が 34.1％、「取得していない」の割合が 16.1％とな

っています。 

父親の育児休暇取得は、「取得していない」の割合が 91.6％と最も高くなっています。 

母親が育児休暇を取得しなかった理由は、「子育てや家事に専念するため退職した」の割合が

43.8％と最も高く、次いで「職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）」

の割合が 19.2％、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」の割合が 13.7％となっていま

す。 

父親が育児休暇を取得しなかった理由は、「仕事が忙しかった」の割合が 37.8％と最も高く、

次いで「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 32.4％、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」の割合が 31.5％となっていま

す。 

３～５歳の母親の育児休暇取得については、「働いていなかった」の割合が 58.2％と最も高く、

次いで「取得した（取得中である）」の割合が 26.0％、「取得していない」の割合が 13.9％とな

っています。 

父親の育児休暇取得は、「取得していない」の割合が 90.2％と最も高くなっています。 

母親が育児休暇を取得しなかった理由は、「子育てや家事に専念するため退職した」の割合が

41.6％と最も高く、次いで「職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）」

の割合が 18.6％、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」の割合が 15.0％となっていま

す。 

父親が育児休暇を取得しなかった理由は、「仕事が忙しかった」の割合が 38.9％と最も高く、

次いで「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 31.6％、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」の割合が 28.4％となっていま

す。 
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母親の育児休暇取得状況 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 父親の育児休暇取得状況 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

N = 811 ％

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

58.2

26.0

13.9

1.8

0 20 40 60 80 100

N = 764 ％

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

0.8

3.3

90.2

5.8

0 20 40 60 80 100

N = 906 ％

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

49.2

34.1

16.1

0.6

0 20 40 60 80 100

N = 869 ％

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

2.2

2.1

91.6

4.1

0 20 40 60 80 100
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 母親が育児休暇を取得しなかった理由 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 113 ％

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰し
たかった

仕事に戻るのが難しそうだっ
た

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦しく
なる

保育園などに預けることがで
きた

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

15.0

6.2

1.8

5.3

0.0

1.8

1.8

0.0

8.8

41.6

18.6

6.2

1.8

3.5

10.6

10.6

0 20 40 60 80 100
N = 146 ％

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰し
たかった

仕事に戻るのが難しそうだっ
た

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦しく
なる

保育園などに預けることがで
きた

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

13.7

5.5

4.1

9.6

0.7

4.1

2.1

0.0

4.1

43.8

19.2

8.9

0.0

1.4

17.1

12.3

0 20 40 60 80 100
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 父親が育児休暇を取得しなかった理由 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 689 ％

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰し
たかった

仕事に戻るのが難しそうだっ
た

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦しく
なる

保育園などに預けることがで
きた

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

28.4

38.9

0.3

6.8

3.9

24.1

1.2

18.0

31.6

0.9

10.6

0.1

1.5

0.0

6.5

5.8

0 20 40 60 80 100
N = 796 ％

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰し
たかった

仕事に戻るのが難しそうだっ
た

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦しく
なる

保育園などに預けることがで
きた

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

31.5

37.8

0.6

5.9

6.4

29.3

0.6

23.9

32.4

1.4

11.4

1.0

1.3

0.0

5.8

5.2

0 20 40 60 80 100
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問 25で母親の「２」に○をつけた方は、問 25－1へお進みください。 

上記以外の方は、【問 26】へお進みください。 

問 25－１ 問 25で母親が「２.取得した（取得中である）」に○をつけた方にうかがい

ます。 

育児休業取得後、職場に復帰しましたか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

０～２歳については、「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が 61.5％と最も高く、次い

で「現在も育児休業中である」の割合が 27.5％となっています。 

３～５歳については、「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が 80.6％と最も高くなって

います。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

問 25－２～問 25－８は、問 25－1で「１.育児休業取得後、職場に復帰した」に○を

つけた方にうかがいます。 

問 25－２ 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育園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。当てはまる番号１つに○をつけて

ください。  

０～２歳については、「それ以外だった」の割合が 54.7％、「年度初めの入所に合わせたタイミ

ングだった」の割合が 43.7％となっています。 

３～５歳については、「それ以外だった」の割合が 53.5％、「年度初めの入所に合わせたタイミ

ングだった」の割合が 45.9％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

N = 211 ％

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

育児休業中に退職した

無回答

80.6

8.1

9.5

1.9

0 20 40 60 80 100

N = 170 ％

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

45.9

53.5

0.6

0 20 40 60 80 100

N = 309 ％

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

育児休業中に退職した

無回答

61.5

27.5

8.7

2.3

0 20 40 60 80 100

N = 190 ％

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

43.7

54.7

1.6

0 20 40 60 80 100
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問 25－３ 育児休業からは、「実際」にあて名の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、お勤め先の育児休業の制度の期間内で、「希望」としてはあ

て名のお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。（  ）内に数字で

ご記入ください。 

０～２歳の実際の育児休暇取得期間については、「７か月～12か月」の割合が 51.1％と最も高

く、次いで「１歳１か月～１歳６か月」の割合が 25.8％、「１か月～６か月」の割合が 13.7％と

なっています。 

希望する育児休暇取得期間は、「７か月～12か月」の割合が 44.2％と最も高く、次いで「１歳

１か月～１歳６か月」の割合が 21.1％、「１歳７か月～２歳」の割合が 13.7％となっています。 

３～５歳の実際の育児休暇取得期間については、「７か月～12か月」の割合が 45.3％と最も高

く、次いで「１歳１か月～１歳６か月」の割合が 26.5％、「１か月～６か月」の割合が 10.6％と

なっています。 

希望する育児休暇取得期間は、「７か月～12か月」の割合が 35.9％と最も高く、次いで「２歳

１か月以上」の割合が 20.0％、「１歳１か月～１歳６か月」の割合が 18.8％となっています。 

 

 実際の取得期間 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 希望の取得期間 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 170 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

10.6

45.3

26.5

7.6

10.0

0.0

0 20 40 60 80 100

N = 170 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

3.5

35.9

18.8

12.9

20.0

8.8

0 20 40 60 80 100

N = 190 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

13.7

51.1

25.8

6.3

2.6

0.5

0 20 40 60 80 100

N = 190 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

3.7

44.2

21.1

13.7

11.1

6.3

0 20 40 60 80 100
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問 25－４ お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、

「希望」としてはあて名のお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。

（  ）内に数字でご記入ください。 

０～２歳については、「２歳７か月～３歳」の割合が 33.7％と最も高く、次いで「１歳１か月

～１歳６か月」の割合が 20.0％、「７か月～12か月」の割合が 18.4％となっています。 

３～５歳については、「２歳７か月～３歳」の割合が 36.5％と最も高く、次いで「７か月～12

か月」の割合が 20.6％、「１歳７か月～２歳」の割合が 20.0％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 170 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月～２歳６か月

２歳７か月～３歳

無回答

1.8

20.6

14.7

20.0

1.2

36.5

5.3

0 20 40 60 80 100
N = 190 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月～２歳６か月

２歳７か月～３歳

無回答

3.2

18.4

20.0

17.4

2.1

33.7

5.3

0 20 40 60 80 100
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問 25－５ 問 25－３で実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。 

希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。 

０～２歳の「希望」より早く復帰した理由ついては、「希望する保育園に入るため」の割合が

43.5％と最も高く、次いで「職場の制度の都合のため」の割合が 28.7％、「経済的な理由で早く

復帰する必要があったため」の割合が 22.2％となっています。 

「希望」より遅く復帰した理由については、「希望する保育園に入れなかったため」の割合が

77.3％と最も高くなっています。 

３～５歳の「希望」より早く復帰した理由ついては、「希望する保育園に入るため」の割合が

39.8％と最も高く、次いで「職場の制度の都合のため」の割合が 34.4％、「経済的な理由で早く

復帰する必要があったため」の割合が 25.8％となっています。 

「希望」より遅く復帰した理由については、「希望する保育園に入れなかったため」の割合が

68.8％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」の割合が 12.5％

となっています。 

 

 

（１）「希望」より早く復帰した方（当てはまる番号すべてに○） 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「希望」より遅く復帰した方（当てはまる番号すべてに○） 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 93 ％

希望する保育園に入るため

配偶者や家族の希望があっ
たため

経済的な理由で早く復帰する
必要があったため

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

職場の制度の都合のため

その他

無回答

39.8

1.1

25.8

15.1

34.4

10.8

6.5

0 20 40 60 80 100

N = 16 ％

希望する保育園に入れな
かったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があっ
たため

職場の受け入れ態勢が整っ
ていなかったため

子どもをみてくれる人がいな
かったため

その他

無回答

68.8

12.5

0.0

0.0

6.3

6.3

12.5

0 20 40 60 80 100

N = 108 ％

希望する保育園に入るため

配偶者や家族の希望があっ
たため

経済的な理由で早く復帰する
必要があったため

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

職場の制度の都合のため

その他

無回答

43.5

1.9

22.2

19.4

28.7

9.3

11.1

0 20 40 60 80 100

N = 22 ％

希望する保育園に入れな
かったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があっ
たため

職場の受け入れ態勢が整っ
ていなかったため

子どもをみてくれる人がいな
かったため

その他

無回答

77.3

4.5

4.5

4.5

9.1

0.0

13.6

0 20 40 60 80 100
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問 25－６ 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。当て

はまる番号１つに○をつけてください。 

０～２歳については、「利用した」の割合が 48.4％と最も高く、次いで「利用したかったが、

利用しなかった（利用できなかった）」の割合が 28.4％、「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 20.5％となっています。 

３～５歳については、「利用した」の割合が 44.1％と最も高く、次いで「利用したかったが、

利用しなかった（利用できなかった）」の割合が 34.7％、「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 18.2％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 170 ％

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

18.2

44.1

34.7

2.9

0 20 40 60 80 100
N = 190 ％

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

20.5

48.4

28.4

2.6

0 20 40 60 80 100
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問 25－７ 問 25－６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）」

に○をつけた方にうかがいます。 

短時間勤務制度を利用しなかった理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○を

つけてください。 

０～２歳については、「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 48.1％

と最も高く、次いで「仕事が忙しかった」の割合が 35.2％、「短時間勤務にすると給与が減額さ

れる」の割合が 27.8％となっています。 

３～５歳については、「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 61.0％

と最も高く、次いで「仕事が忙しかった」の割合が 39.0％、「短時間勤務にすると給与が減額さ

れる」の割合が 35.6％となっています。 
 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（０～２歳のみ） 

問 25－８ 問 25－１で「２.現在も育児休業中である」に○をつけた方にうかがいます。 

あて名のお子さんが１歳になったときに必ず利用できる事業があれば、１歳にな

るまで育児休業を取得しますか。または、預けられる事業があっても１歳になる

前に復帰しますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

０～２歳については、「１歳になるまで育児休

業を取得したい」の割合が 88.2％、「１歳になる

前に復帰したい」の割合が 9.4％となっています。 

 

N = 59 ％

職場に短時間勤務制度を取
りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が
減額される

短時間勤務にすると保育園
の入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

61.0

39.0

35.6

5.1

0.0

1.7

0.0

16.9

5.1

5.1

1.7

0 20 40 60 80 100
N = 54 ％

職場に短時間勤務制度を取
りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が
減額される

短時間勤務にすると保育園
の入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

48.1

35.2

27.8

3.7

0.0

11.1

1.9

25.9

13.0

16.7

0.0

0 20 40 60 80 100

N = 85 ％

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

88.2

9.4

2.4

0 20 40 60 80 100
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（10）子育てに関する困りごとなどについて 

問 26 奈良市における子育ての環境や支援への満足度について当てはまる番号１つに

○をつけてください。 

０～２歳については、「3」の割合が 44.7％と最も高く、次いで「2」の割合が 26.2％、「4」の

割合が 13.9％となっています。 

３～５歳については、「3」の割合が 40.0％と最も高く、次いで「2」の割合が 33.3％、「1」の

割合が 13.1％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

［母親の就労状況別：０～２歳］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［母親の就労状況別：３～５歳］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.510.39.912.314.3 26.929.020.938.9 26.614.3 44.447.750.533.343.342.9 15.211.217.622.213.614.3 1.20.91.12.99.5 1.80.95.61.34.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 2 3 4 5 無回答

N = 815 ％

1

2

3

4

5

無回答

13.1

33.3

40.0

8.7

1.2

3.7

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

1

2

3

4

5

無回答

11.3

26.2

44.7

13.9

2.4

1.4

0 20 40 60 80 100

満足度が高い 満足度が低い

  

満足度が 

高い

  

満足度が 

低い

  

N =

フルタイムで就労しており、産休・育
休・介護休業中ではない

171

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

107

パート・アルバイト等で就労してお
り、産休・育休・介護休業中ではない

91

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

18

以前は就労していたが、現在は就労
していない

478

これまで就労したことがない 21 14.3

12.3

9.9

10.3

10.5

14.3

26.6

38.9

20.9

29.0

26.9

42.9

43.3

33.3

50.5

47.7

44.4

14.3

13.6

22.2

17.6

11.2

15.2

9.5

2.9

1.1

0.9

1.2

4.8

1.3

5.6

0.9

1.8

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

N =

フルタイムで就労しており、産休・育
休・介護休業中ではない

164

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

44

パート・アルバイト等で就労してお
り、産休・育休・介護休業中ではない

148

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

12

以前は就労していたが、現在は就労
していない

387

これまで就労したことがない 41 14.6 24.4 36.6 14.6 9.8

14.5

8.3

12.2

18.2

9.8

34.4

41.7

37.8

29.5

29.3

39.0

50.0

36.5

36.4

46.3

7.0

13.6

9.8

1.8

0.7

1.2

3.4

2.7

2.3

3.7

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

満足度が 

高い

  

満足度が 

低い
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問 27 子育てに関する情報をどのように入手していますか。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。 

０～２歳については、「隣近所の人、知人、友人」の割合が 63.1％と最も高く、次いで「市の

広報やパンフレット」の割合が 58.6％、「インターネット」の割合が 58.3％となっています。 

３～５歳については、「幼稚園や保育園など」の割合が 70.3％と最も高く、次いで「隣近所の

人、知人、友人」の割合が 62.9％、「市の広報やパンフレット」の割合が 55.2％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

親族（親、きょうだいなど）

隣近所の人、知人、友人

幼稚園や保育園など

市役所や市の機関

市の広報やパンフレット

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌・育児書

インターネット

コミュニティー誌

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

34.7

62.9

70.3

16.0

55.2

15.2

17.1

40.0

6.4

1.6

0.7

0.5

1.2

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

親族（親、きょうだいなど）

隣近所の人、知人、友人

幼稚園や保育園など

市役所や市の機関

市の広報やパンフレット

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌・育児書

インターネット

コミュニティー誌

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

43.3

63.1

29.5

24.0

58.6

15.0

31.6

58.3

6.4

1.8

0.7

0.8

0.3

0 20 40 60 80 100



66 

問 28 子育てに関して、日常悩んでいること、または気になることはどのようなこと

ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

０～２歳については、「食事や栄養に関すること」の割合が 46.4％と最も高く、次いで「病気

や発育・発達に関すること」の割合が 38.4％、「子どもの教育に関すること」の割合が 32.8％と

なっています。 

３～５歳については、「子どもを叱りすぎているような気がすること」の割合が 37.1％と最も

高く、次いで「子どもの教育に関すること」の割合が 31.2％、「病気や発育・発達に関すること」

の割合が 28.7％となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

病気や発育・発達に関するこ
と

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからない
こと

子どもとの接し方に自信が持
てないこと

子どもとの時間を十分にとれ
ないこと

話し相手や相談相手がいな
いこと

仕事や自分のやりたいことが
十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめ等を
含む）に関すること

不登校などの問題について

子育てに関しての配偶者・
パートナーの協力が少ないこ
と

配偶者・パートナーと意見が
合わないこと

自分の子育てについて、親
族・近隣の人・職場などまわ
りの見る目が気になること

配偶者・パートナー以外に子
育てを手伝ってくれる人がい
ないこと

子どもを叱りすぎているような
気がすること

子育てのストレスがたまって、子
どもに手をあげたり、世話をしな
かったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービス
の内容や利用・申し込み方法
がよくわからないこと

その他

特にない

無回答

28.7

26.6

5.8

14.6

21.5

4.5

26.0

31.2

17.4

1.3

13.1

7.1

7.4

9.7

37.1

5.8

6.5

5.8

12.9

2.6

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

病気や発育・発達に関するこ
と

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからない
こと

子どもとの接し方に自信が持
てないこと

子どもとの時間を十分にとれ
ないこと

話し相手や相談相手がいな
いこと

仕事や自分のやりたいことが
十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめ等を
含む）に関すること

不登校などの問題について

子育てに関しての配偶者・
パートナーの協力が少ないこ
と

配偶者・パートナーと意見が
合わないこと

自分の子育てについて、親
族・近隣の人・職場などまわ
りの見る目が気になること

配偶者・パートナー以外に子
育てを手伝ってくれる人がい
ないこと

子どもを叱りすぎているような
気がすること

子育てのストレスがたまって、子
どもに手をあげたり、世話をしな
かったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービス
の内容や利用・申し込み方法
がよくわからないこと

その他

特にない

無回答

38.4

46.4

13.8

12.1

16.0

5.6

31.2

32.8

11.9

2.2

10.5

6.1

7.0

9.5

20.8

4.6

9.0

4.7

13.2

1.1

0 20 40 60 80 100
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［子育ての環境や支援への満足度別：０～２歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

病
気
や
発
育
・
発
達
に
関
す
る
こ
と 

食
事
や
栄
養
に
関
す
る
こ
と 

育
児
の
方
法
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と 

子
ど
も
と
の
接
し
方
に
自
信
が
持
て

な
い
こ
と 

子
ど
も
と
の
時
間
を
十
分
に
と
れ
な

い
こ
と 

話
し
相
手
や
相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

仕
事
や
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
が
十

分
に
で
き
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
に
関
す
る
こ
と 

友
だ
ち
づ
き
あ
い
（
い
じ
め
等
を
含

む
）
に
関
す
る
こ
と 

不
登
校
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て 

1（満足度が低い） 103  32.0  42.7  12.6  14.6  18.4  9.7  41.7  35.0  10.7  － 

2 238  43.3  45.0  19.7  14.3  16.0  7.1  32.4  36.1  13.9  3.8  

3 406  37.4  49.3  12.3  9.9  15.8  4.9  29.3  29.8  12.8  1.7  

4 126  39.7  42.1  11.1  15.1  15.9  3.2  29.4  36.5  7.9  2.4  

5（満足度が高い） 22  31.8  54.5  4.5  4.5  9.1  － 22.7  36.4  － － 

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
に
関
し
て
の
配
偶
者
・
パ
ー

ト
ナ
ー
の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
意
見
が
合

わ
な
い
こ
と 

自
分
の
子
育
て
に
つ
い
て
、
親
族
・

近
隣
の
人
・
職
場
な
ど
ま
わ
り
の
見

る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
以
外
に
子
育
て

を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と 

子
ど
も
を
叱
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
こ
と 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
、

子
ど
も
に
手
を
あ
げ
た
り
、
世
話
を

し
な
か
っ
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と 

地
域
の
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
や
利
用
・
申
し
込
み
方
法
が
よ
く

わ
か
ら
な
い
こ
と 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

1（満足度が低い） 103  10.7  4.9  9.7  18.4  24.3  6.8  20.4  12.6  8.7  2.9  

2 238  13.0  7.1  7.1  9.7  24.4  5.5  12.6  3.8  10.1  0.8  

3 406  10.1  7.1  6.4  7.6  19.5  4.9  5.9  3.4  15.0  1.0  

4 126  7.9  3.2  7.1  8.7  15.9  0.8  4.8  1.6  15.9  － 

5（満足度が高い） 22  4.5  － 9.1  4.5  22.7  4.5  4.5  18.2  13.6  － 
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［子育ての環境や支援への満足度別：３～５歳］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

病
気
や
発
育
・
発
達
に
関
す
る
こ
と 

食
事
や
栄
養
に
関
す
る
こ
と 

育
児
の
方
法
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と 

子
ど
も
と
の
接
し
方
に
自
信
が
持
て

な
い
こ
と 

子
ど
も
と
の
時
間
を
十
分
に
と
れ
な

い
こ
と 

話
し
相
手
や
相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

仕
事
や
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
が
十

分
に
で
き
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
に
関
す
る
こ
と 

友
だ
ち
づ
き
あ
い
（
い
じ
め
等
を
含

む
）
に
関
す
る
こ
と 

不
登
校
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て 

1（満足度が低い） 107  24.3  21.5  5.6  16.8  18.7  5.6  30.8  33.6  22.4  1.9  

2 271  28.0  28.4  6.6  17.0  22.1  5.9  27.3  34.7  18.8  1.5  

3 326  32.8  27.6  5.2  12.3  23.9  3.4  24.5  30.1  18.1  0.9  

4 71  22.5  22.5  1.4  15.5  15.5  2.8  19.7  28.2  5.6  － 

5（満足度が高い） 10  50.0  60.0  10.0  10.0  20.0  10.0  30.0  20.0  10.0  10.0  

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
に
関
し
て
の
配
偶
者
・
パ
ー

ト
ナ
ー
の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
意
見
が
合

わ
な
い
こ
と 

自
分
の
子
育
て
に
つ
い
て
、
親
族
・

近
隣
の
人
・
職
場
な
ど
ま
わ
り
の
見

る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
以
外
に
子
育
て

を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と 

子
ど
も
を
叱
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
こ
と 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
、

子
ど
も
に
手
を
あ
げ
た
り
、
世
話
を

し
な
か
っ
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と 

地
域
の
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
や
利
用
・
申
し
込
み
方
法
が
よ
く

わ
か
ら
な
い
こ
と 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

1（満足度が低い） 107  20.6  9.3  10.3  15.0  39.3  10.3  9.3  12.1  13.1  0.9  

2 271  15.5  7.7  9.2  12.2  39.9  5.2  10.0  5.2  10.7  0.4  

3 326  9.2  6.1  5.8  8.0  37.7  5.2  4.6  4.0  11.3  2.5  

4 71  15.5  8.5  5.6  4.2  26.8  4.2  － 8.5  28.2  － 

5（満足度が高い） 10  － － 10.0  10.0  20.0  － － － 20.0  － 
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問 29 子育てに関する悩みや不安をどなたかに相談していますか。当てはまる番号す

べてに○をつけてください。 

０～２歳については、「配偶者・パートナー」の割合が 82.4％と最も高く、次いで「その他の

親族（親・きょうだいなど）」の割合が 75.1％、「隣近所の人、地域の知人、友人」の割合が 57.0％

となっています。 

３～５歳については、「配偶者・パートナー」の割合が 77.8％と最も高く、次いで「その他の

親族（親・きょうだいなど）」の割合が 66.5％、「隣近所の人、地域の知人、友人」の割合が 49.8％

となっています。 

 

【０～２歳】     【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 815 ％

配偶者・パートナー

その他の親族（親・きょうだい
など）

隣近所の人、地域の知人、友
人

職場の人

幼稚園や保育園などの保護
者の仲間

子育てサポーター

幼稚園や保育園などの先生

医師・保健師・看護師・栄養
士など

家庭児童相談室（子育て相
談課）

地域子育て支援拠点（ひろば
やセンター）のスタッフやボラ
ンティアの人

母子相談員

民生・児童委員、主任児童委
員

教育センター（教育相談窓
口）

はぐくみセンター（保健所）や
保健センター

中央こども家庭相談センター
（児童相談所）

民間の電話相談

インターネットを利用したコ
ミュニケーション

相談相手がいない

その他

相談すべきことがない

無回答

77.8

66.5

49.8

12.5

44.2

0.1

35.3

7.7

0.5

2.5

0.0

0.2

0.2

1.7

0.2

0.5

2.1

1.2

2.0

0.9

2.5

0 20 40 60 80 100
N = 908 ％

配偶者・パートナー

その他の親族（親・きょうだい
など）

隣近所の人、地域の知人、友
人

職場の人

幼稚園や保育園などの保護
者の仲間

子育てサポーター

幼稚園や保育園などの先生

医師・保健師・看護師・栄養
士など

家庭児童相談室（子育て相
談課）

地域子育て支援拠点（ひろば
やセンター）のスタッフやボラ
ンティアの人

母子相談員

民生・児童委員、主任児童委
員

教育センター（教育相談窓
口）

はぐくみセンター（保健所）や
保健センター

中央こども家庭相談センター
（児童相談所）

民間の電話相談

インターネットを利用したコ
ミュニケーション

相談相手がいない

その他

相談すべきことがない

無回答

82.4

75.1

57.0

15.9

10.0

2.0

18.4

11.6

1.9

13.9

0.3

0.4

0.1

8.6

0.1

0.2

2.5

0.9

1.3

0.8

1.1

0 20 40 60 80 100
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（11）小学校入学後の放課後の過ごし方について（５歳以上のみ） 

問 26 あて名のお子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは、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させたいと思いますか。当て

はまる番号すべてに○をつけ、それぞれ希望する１週当たりの日数を数字でご記

入ください。また、「バンビーホーム」の場合には、利用を希望する時間も（  ）

内に数字でご記入ください。時間は必ず（例）18時のように 24時間制でご記入く

ださい。 

５歳児童については、「自宅」、「習い事」の割

合が 59.5％と最も高く、次いで、「バンビーホー

ム（放課後児童クラブ）」の割合が 43.9％となっ

ています。 

自宅の日数は、「２日」の割合が 31.3％と最も

高く、次いで「３日」の割合が 20.0％、「５日」

の割合が 15.6％となっています。 

祖父母宅や友人・知人宅の日数は、「１日」の

割合が 45.3％と最も高く、次いで「２日」の割

合が 29.7％となっています。 

習い事の日数は、「１日」の割合が 40.6％と最

も高く、次いで「２日」の割合が 36.3％、「３日」の割合が 16.3％となっています。 

児童館の日数は、「１日」の割合が 40.0％と最も高く、次いで「２日」の割合が 20.0％、「４

日」、「５日」の割合が 10.0％となっています。 

放課後子ども教室の日数は、「１日」の割合が 69.0％と最も高く、次いで「２日」の割合が 10.3％

となっています。 

バンビーホーム（放課後児童クラブ）の日数は、「５日」の割合が 43.2％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 19.5％、「２日」、「４日」の割合が 12.7％となっています。 

バンビーホーム（放課後児童クラブ）の利用終了時刻は、「18時以降」の割合が 49.2％と最も

高く、次いで「17時台」の割合が 28.8％となっています。 

ファミリー・サポート・センターの日数は、「２日」が 1件となっています。 

その他の日数は、「１日」の割合が 38.9％と最も高く、次いで「２日」の割合が 33.3％、「３

日」の割合が 13.9％となっています。 

 

自宅      祖父母宅や友人・知人宅 

 

 

 

 

 

 

 

N = 269 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

バンビーホーム（放課後児童
クラブ）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

59.5

23.8

59.5

3.7

21.6

43.9

1.1

13.4

8.6

0 20 40 60 80 100

N = 160 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

11.3

31.3

20.0

11.3

15.6

10.6

0 20 40 60 80 100
N = 64 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

45.3

29.7

7.8

3.1

1.6

12.5

0 20 40 60 80 100
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習い事      児童館 

 

 

 

 

 

 

 

放課後子ども教室     

 

 

 

 

 

 

 

 

バンビーホーム（放課後児童クラブ）  バンビーホーム 利用終了時刻 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 160 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

40.6

36.3

16.3

0.6

0.6

5.6

0 20 40 60 80 100

N = 58 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

69.0

10.3

5.2

1.7

3.4

10.3

0 20 40 60 80 100

N = 118 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

5.1

12.7

19.5

12.7

43.2

6.8

0 20 40 60 80 100

N = 10 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

40.0

20.0

0.0

10.0

10.0

20.0

0 20 40 60 80 100

N = 118 ％

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.0

7.6

28.8

49.2

14.4

0 20 40 60 80 100

N = 36 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

38.9

33.3

13.9

2.8

2.8

8.3

0 20 40 60 80 100
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問 27 あて名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後

（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。

当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ希望する１週当たりの日数を数字で

ご記入ください。また、「バンビーホーム」の場合には利用を希望する時間も（  ）

内に数字でご記入ください。時間は、必ず（例）18時 のように 24時間制でご記

入ください。 

５歳児童については、「習い事」の割合が

70.3％と最も高く、次いで「自宅」の割合が

65.8％、「バンビーホーム（放課後児童クラブ）」

の割合が 32.7％となっています。 

自宅の日数は、「２日」の割合が 32.2％と最も

高く、次いで「３日」の割合が 21.5％、「５日」

の割合が 17.5％となっています。 

祖父母宅や友人・知人宅の日数は、「１日」の

割合が 46.8％と最も高く、次いで「２日」の割

合が 19.4％となっています。 

習い事の日数は、「２日」の割合が 43.4％と最

も高く、次いで「３日」の割合が 29.1％、「１日」の割合が 17.5％となっています。 

児童館の日数は、「２日」が 2件、「１日」、「４日」、「５日」が 1件となっています。 

放課後子ども教室の日数は、「１日」の割合が 67.4％と最も高く、次いで「２日」の割合が 10.9％

となっています。 

バンビーホーム（放課後児童クラブ）の日数は、「５日」の割合が 28.4％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 27.3％、「２日」の割合が 15.9％となっています。 

バンビーホーム（放課後児童クラブ）の利用終了時刻は、「18時以降」の割合が 51.1％と最も

高く、次いで「17時台」の割合が 20.5％となっています。 

ファミリー・サポート・センターの日数は、有効回答はありません。 

その他の日数は、「１日」の割合が 44.4％と最も高く、次いで「２日」の割合が 31.1％、「３

日」の割合が 13.3％となっています。 

 

自宅      祖父母宅や友人・知人宅 

 

 

 

 

 

 

N = 269 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

バンビーホーム（放課後児童
クラブ）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

65.8

23.0

70.3

2.2

17.1

32.7

0.4

16.7

10.0

0 20 40 60 80 100

N = 177 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

11.9

32.2

21.5

4.5

17.5

12.4

0 20 40 60 80 100
N = 62 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

46.8

19.4

8.1

1.6

6.5

17.7

0 20 40 60 80 100
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習い事      放課後子ども教室 

 

 

 

 

 

 

 

バンビーホーム（放課後児童クラブ）  バンビーホーム 利用終了時刻 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 189 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

17.5

43.4

29.1

2.6

0.5

6.9

0 20 40 60 80 100

N = 88 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

9.1

15.9

27.3

10.2

28.4

9.1

0 20 40 60 80 100

N = 46 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

67.4

10.9

4.3

2.2

4.3

10.9

0 20 40 60 80 100

N = 88 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

9.1

15.9

27.3

10.2

28.4

9.1

0 20 40 60 80 100

N = 45 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

44.4

31.1

13.3

0.0

2.2

8.9

0 20 40 60 80 100

N = 88 ％

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.0

3.4

20.5

51.1

25.0

0 20 40 60 80 100



74 

２ 小学生 

（１）お住まいの地域について 

（２）子どもと家族の状況について 

（３）保護者の就労状況について 

（４）放課後の過ごし方について 

問 14 平日の放課後のお子さんの過ごし方で一番多いものについて、時間帯ごとに当て

はまるものを下の枠内の選択肢の中からそれぞれ１つずつ選んで下の表に番号をご

記入ください。 

14～16時 

「学校にいた」の割合が 73.2％と最も高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1151 ％

学校にいた

バンビーホーム（放課後児童
クラブ）で過ごした

保護者や祖父母等の家族・
親族（大人）と過ごした

家で兄弟姉妹と子どもだけで
過ごした

家でひとりで過ごした（自分
以外に誰もいない状態）

友だちの家にいた

公園などで友だちと遊んでい
た

児童館などの公共の施設に
いた

クラブ活動や地域活動（子ど
も会活動やスポーツ活動な
ど）をしていた

学習塾や習いごとに行って
いた

その他

無回答

73.2

9.7

8.2

0.5

1.0

0.5

1.8

0.0

0.1

1.1

0.8

3.0

0 20 40 60 80 100
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16～18時 

「保護者や祖父母等の家族・親族（大人）

と過ごした」の割合が 32.0％と最も高く、

次いで「学習塾や習いごとに行っていた」

の割合が 22.8％、「公園などで友だちと遊

んでいた」の割合が 14.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18～20時 

「保護者や祖父母等の家族・親族（大人）

と過ごした」の割合が 81.1％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

N = 1151 ％

学校にいた

バンビーホーム（放課後児童
クラブ）で過ごした

保護者や祖父母等の家族・
親族（大人）と過ごした

家で兄弟姉妹と子どもだけで
過ごした

家でひとりで過ごした（自分
以外に誰もいない状態）

友だちの家にいた

公園などで友だちと遊んでい
た

児童館などの公共の施設に
いた

クラブ活動や地域活動（子ど
も会活動やスポーツ活動な
ど）をしていた

学習塾や習いごとに行って
いた

その他

無回答

0.3

13.5

32.0

2.2

3.7

3.6

14.8

0.3

1.1

22.8

1.7

4.2

0 20 40 60 80 100

N = 1151 ％

学校にいた

バンビーホーム（放課後児童
クラブ）で過ごした

保護者や祖父母等の家族・
親族（大人）と過ごした

家で兄弟姉妹と子どもだけで
過ごした

家でひとりで過ごした（自分
以外に誰もいない状態）

友だちの家にいた

公園などで友だちと遊んでい
た

児童館などの公共の施設に
いた

クラブ活動や地域活動（子ど
も会活動やスポーツ活動な
ど）をしていた

学習塾や習いごとに行って
いた

その他

無回答

0.6

0.4

81.1

1.1

1.0

0.0

0.1

0.0

1.2

9.5

1.0

3.8

0 20 40 60 80 100
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20時以降 

「保護者や祖父母等の家族・親族（大人）

と過ごした」の割合が 90.1％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 問 15～問 16は、すべての方にうかがいます。あて名のお子さんが設問の学年に当

てはまらない場合も「希望」としてご記入ください。あて名のお子さんについて、小

学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのよ

うな場所で過ごさせたいと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ

希望する１週当たりの日数を数字でご記入ください。また、「バンビーホーム」の場

合には、利用を希望する時間も（  ）内に数字でご記入ください。 

「自宅」の割合が 72.3％と最も高く、次

いで「習い事」の割合が 67.4％、「祖父母

宅や友人・知人宅」の割合が 28.6％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

N = 1151 ％

学校にいた

バンビーホーム（放課後児童
クラブ）で過ごした

保護者や祖父母等の家族・
親族（大人）と過ごした

家で兄弟姉妹と子どもだけで
過ごした

家でひとりで過ごした（自分
以外に誰もいない状態）

友だちの家にいた

公園などで友だちと遊んでい
た

児童館などの公共の施設に
いた

クラブ活動や地域活動（子ど
も会活動やスポーツ活動な
ど）をしていた

学習塾や習いごとに行って
いた

その他

無回答

0.9

0.6

90.1

0.8

0.3

0.0

0.0

0.0

0.2

1.6

1.2

4.4

0 20 40 60 80 100

N = 1151 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

バンビーホーム（放課後児童
クラブ）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

72.3

28.6

67.4

3.6

23.9

28.3

1.0

23.9

1.6

0 20 40 60 80 100
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自宅の１週あたり日数 

「２日」の割合が 26.9％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 20.8％、「１日」の

割合が 19.4％となっています。 

 

 

 

 

祖父母宅や友人・知人宅の１週あたり日数 

「１日」の割合が 55.6％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 28.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

習い事の１週あたり日数 

「２日」の割合が 47.8％と最も高く、次

いで「１日」の割合が 29.0％、「３日」の

割合が 17.9％となっています。 

 

 

 

 

児童館の１週あたり日数 

「１日」の割合が 58.5％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 17.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

放課後子ども教室の１週あたり日数 

「１日」の割合が 72.7％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 16.7％となっていま

す。 

 

 

 

N = 832 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

19.4

26.9

20.8

9.5

16.2

7.2

0 20 40 60 80 100

N = 329 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

55.6

28.0

7.9

1.5

3.6

3.3

0 20 40 60 80 100

N = 776 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

29.0

47.8

17.9

2.3

2.1

0.9

0 20 40 60 80 100

N = 41 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

58.5

17.1

7.3

2.4

7.3

7.3

0 20 40 60 80 100

N = 275 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

72.7

16.7

2.5

0.4

4.0

3.6

0 20 40 60 80 100
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バンビーホーム（放課後児童クラブ）の１週あたり日数 

「５日」の割合が 43.6％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 22.1％、「２日」の

割合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

バンビーホーム（放課後児童クラブ）の終了時刻 

「18 時以降」の割合が 46.9％と最も高

く、次いで「17 時台」の割合が 37.1％と

なっています。 

 

 

 

 

ファミリー・サポート・センターの１週あたり日数 

「１日」、「２日」の割合が 41.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

その他（公民館、公園など）の１週あたり日数 

「１日」の割合が 36.4％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 33.5％、「３日」の

割合が 18.2％となっています。 

 

 

 

 

N = 326 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

3.7

13.5

22.1

12.9

43.6

4.3

0 20 40 60 80 100

N = 326 ％

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

1.2

3.4

37.1

46.9

11.3

0 20 40 60 80 100

N = 12 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

41.7

41.7

0.0

0.0

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

N = 275 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

36.4

33.5

18.2

3.3

3.3

5.5

0 20 40 60 80 100
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問 16 あて名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平

日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。当てはま

る番号すべてに○をつけ、それぞれ希望する１週当たりの日数を数字でご記入くださ

い。また、「バンビーホーム」の場合には利用を希望する時間も（  ）内に数字で

ご記入ください。 

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）」の割合が 78.6％と最も高く、

次いで「自宅」の割合が 73.8％、「祖父母

宅や友人・知人宅」の割合が 26.9％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

自宅の１週あたり日数 

「２日」の割合が 32.0％と最も高く、次

いで「１日」の割合が 24.1％、「３日」の

割合が 18.1％となっています。 

 

 

 

 

祖父母宅や友人・知人宅の１週あたり日数 

「１日」の割合が 53.9％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 30.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

習い事の１週あたり日数 

「２日」の割合が 39.1％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 32.3％、「１日」の

割合が 16.4％となっています。 

 

 

 

N = 1151 ％

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）

児童館

放課後子ども教室

バンビーホーム（放課後児童
クラブ）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

73.8

26.9

78.6

3.3

18.4

20.4

1.1

23.5

2.0

0 20 40 60 80 100

N = 849 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

24.1

32.0

18.1

7.8

11.1

6.8

0 20 40 60 80 100

N = 310 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

53.9

30.3

8.1

1.0

3.2

3.5

0 20 40 60 80 100

N = 905 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

16.4

39.1

32.3

8.1

2.8

1.4

0 20 40 60 80 100
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児童館の１週あたり日数 

「１日」の割合が 65.8％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 13.2％となっていま

す。 

 

 

 

 

放課後子ども教室の１週あたり日数 

「１日」の割合が 68.9％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 17.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

バンビーホーム（放課後児童クラブ）の１週あたり日数 

「５日」の割合が 34.5％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 25.1％、「２日」の

割合が 21.7％となっています。 

 

 

 

 

バンビーホーム（放課後児童クラブ）の終了時刻 

「18 時以降」の割合が 46.4％と最も高

く、次いで「17 時台」の割合が 31.9％と

なっています。 

 

 

 

ファミリー・サポート・センターの１週あたり日数 

「１日」の割合が 61.5％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 15.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

N = 38 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

65.8

13.2

5.3

5.3

2.6

7.9

0 20 40 60 80 100

N = 212 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

68.9

17.9

6.1

0.0

3.8

3.3

0 20 40 60 80 100

N = 235 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

6.4

21.7

25.1

6.8

34.5

5.5

0 20 40 60 80 100

N = 235 ％

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.4

4.3

31.9

46.4

17.0

0 20 40 60 80 100

N = 13 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

61.5

15.4

7.7

0.0

0.0

15.4

0 20 40 60 80 100
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その他（公民館、公園など）の１週あたり日数 

「１日」の割合が 43.3％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 34.8％、「３日」の

割合が 11.5％となっています。 

 

 

 

 

問 19 地域によっては、バンビーホーム（放課後児童クラブ）と連携して行うサービス

として『放課後子ども教室』がありますが、その利用希望はありますか。当てはまる

番号１つに○をつけ、希望がある方は、希望する日数を（  ）内に数字でご記入く

ださい。 

「利用したい」の割合が 35.6％と最も高

く、次いで「今後も利用しない」の割合が

28.9％、「対象のサービスが地域で実施さ

れていない／実施されているかわからな

い」の割合が 28.4％となっています。 

 

 

 

利用したい１週当たり日数 

「１日」の割合が 57.3％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 23.2％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

N = 270 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

43.3

34.8

11.5

4.1

3.3

3.0

0 20 40 60 80 100

N = 1151 ％

利用したい

今後も利用しない

対象のサービスが地域で実
施されていない／実施されて
いるかわからない

無回答

35.6

28.9

28.4

7.0

0 20 40 60 80 100

N = 410 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

57.3

23.2

7.8

1.2

3.9

0.0

0.0

6.6

0 20 40 60 80 100
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（５）バンビーホーム（放課後児童クラブ）の利用について 

問 20 あて名のお子さんについて、現在、バンビーホーム（放課後児童クラブ）を利用

していますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「利用していない」の割合が 78.6％、「利

用している」の割合が 20.4％となっていま

す。 

 

 

【参考：前回調査結果】 

前回調査では、「利用している」が 12.5％

と今回より少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

問 20－２ 問 20で「２．利用していない」に○をつけた方におうかがいします。利用し

ていない理由について、もっとも当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「現在就労していないから」の割合が

50.2％と最も高く、次いで「就労している

が、放課後の短時間ならば、子どもだけで

も大丈夫だと思うから」の割合が 11.5％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1151 ％

利用している

利用していない

無回答

20.4

78.6

1.0

0 20 40 60 80 100

N = 905 ％

現在就労していないから

就労しているが、バンビー
ホーム（放課後児童クラブ）
を知らなかったから

就労しているが、近くにバン
ビーホーム（放課後児童クラ
ブ）がないから

就労しているが、バンビー
ホーム（放課後児童クラブ）
に空きがないから

就労しているが、バンビー
ホーム（放課後児童クラブ）
の開所時間が短いから

就労しているが、利用料がか
かるから

就労しているが、子どもは放
課後の習い事をしているから

就労しているが、放課後の短
時間ならば、子どもだけでも
大丈夫だと思うから

就労しているが、他の施設に
預けているから

その他

無回答

50.2

1.1

0.3

0.0

1.5

3.0

7.2

11.5

0.8

18.9

5.5

0 20 40 60 80 100

N = 1251 ％

利用している

利用していない

無回答

12.5

85.3

2.2

0 20 40 60 80 100
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問 20－３ 問 20で「２．利用していない」に○をつけた方におうかがいします。あて名

のお子さんについて、今後、バンビーホーム（放課後児童クラブ）を利用したいとお

考えですか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「今後も利用しない」の割合が 79.8％、

「利用したい」の割合が 17.1％となってい

ます。 

 

 

利用したい１週当たり日数 

「３日」の割合が 23.9％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 21.9％、「５日」の

割合が 19.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

土・日の利用希望 

「ない」の割合が 39.4％、「ある」の割

合が 31.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 905 ％

利用したい

今後も利用しない

無回答

17.1

79.8

3.1

0 20 40 60 80 100

N = 155 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

13.5

21.9

23.9

9.7

19.4

3.2

1.3

7.1

0 20 40 60 80 100

N = 155 ％

ある

ない

無回答

31.0

39.4

29.7

0 20 40 60 80 100
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（６）居場所について 

問 21 家の近くの子どもの遊び場について、日頃感じていることがありますか。下の中

から番号を３つまで選んで○をつけてください。 

「雨の日に遊べる場所がない」の割合が

44.0％と最も高く、次いで「思い切り遊ぶ

ために十分な広さがない」の割合が 32.6％、

「近くに遊び場がない」の割合が 28.2％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22 身近な地域で、子ども同士が交流等を行うことができる場ができた場合、どのよ

うなものが望ましいとお考えですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもが放課後などに集って、子ども

同士で自主活動などができる場」の割合が

71.5％と最も高く、次いで「子どもに遊び

を教えたり、しつけをしてくれる場」の割

合が 40.7％、「子どもが土曜日・日曜日に

活動ができたり遊べる場」の割合が 36.1％

となっています。 

 

 

 

 

N = 1151 ％

近くに遊び場がない

雨の日に遊べる場所がない

思い切り遊ぶために十分な
広さがない

遊具などの種類が充実して
いない

不衛生である

いつも閑散としていて寂しい
感じがする

遊具などの設備が古くて危
険である

緑などの自然が少ない

遊び場やその周辺の環境が
悪くて、安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険で
ある

遊び場に行っても子どもと同
じ歳くらいの遊び仲間がいな
い

その他

特に感じることはない

無回答

28.2

44.0

32.6

20.9

3.2

13.3

6.6

2.9

6.1

21.5

13.6

10.3

8.4

5.2

0 20 40 60 80 100

N = 1151 ％

子どもに遊びを教えたり、し
つけをしてくれる場

子どもが放課後などに集っ
て、子ども同士で自主活動な
どができる場

子どもが土曜日・日曜日に活
動ができたり遊べる場

子ども自身が悩みを相談で
きる場

その他

無回答

40.7

71.5

36.1

18.2

3.6

3.0

0 20 40 60 80 100
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（７）病気の際の対応について 

（８）地域の子育て支援事業の利用状況について 

問 24 奈良市では、下記の事業や取り組みを行っていますが、この中で知っているもの

や、これまでに利用したことがあるもの、今後利用したいと思うものをお答えくださ

い。①～⑩の事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれか

に○をつけてください。 

＜ 認知度 ＞ 

①教育相談窓口（教育センター）、④放課後子ども教室（小学校や公民館等）、⑩なら子どもサ

ポートネット（不審者情報メール）で「はい（知っている）」の割合が高く、５割以上となって

います。特に⑩なら子どもサポートネット（不審者情報メール）については、89.3％と高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1151

⑨子育てあっとなら（子育て
応援ホームページ）

⑩なら子どもサポートネット
（不審者情報メール）

⑤児童館の各種教室

⑥ファミリー・サポート・セン
ター

⑦キッズホリデークラブ（教
育センター）

⑧くろかみやま自然塾

①教育相談窓口（教育セン
ター）

②特別支援教育の相談（教
育センター）

③子育ての総合相談窓口
（家庭児童相談室）

④放課後子ども教室（小学校や
公民館等）

50.2

39.9

46.3

60.3

41.1

48.8

27.3

32.7

34.8

89.3

46.0

56.2

49.3

36.1

55.0

47.5

69.1

63.6

61.2

8.1

3.8

3.9

4.4

3.6

3.9

3.6

3.6

3.7

4.0

2.6

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

4.33.03.2 31.69.32.98.23.66.3 76.5 83.284.383.8 57.378.885.379.384.481.3 15.5 12.512.812.911.011.911.812.512.012.48.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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＜ 利用の有無 ＞ 

⑩なら子どもサポートネット（不審者情報メール）で「はい（利用したことがある）」の割合

が高く 76.5％となっており、次いで、④放課後子ども教室（小学校や公民館等）で 31.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 利用意向 ＞ 

④放課後子ども教室（小学校や公民館等）、⑩なら子どもサポートネット（不審者情報メール）

で「はい（利用したい）」の割合が高く、５割以上となっています。特に⑩なら子どもサポート

ネット（不審者情報メール）については、78.6％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1151

⑨子育てあっとなら（子育て
応援ホームページ）

⑩なら子どもサポートネット
（不審者情報メール）

⑤児童館の各種教室

⑥ファミリー・サポート・セン
ター

⑦キッズホリデークラブ（教
育センター）

⑧くろかみやま自然塾

①教育相談窓口（教育セン
ター）

②特別支援教育の相談（教
育センター）

③子育ての総合相談窓口
（家庭児童相談室）

④放課後子ども教室（小学校や
公民館等）

26.8

50.2

39.3

36.0

30.8

78.6

57.5

68.9

60.6

35.9

46.2

65.3

48.1

48.7

52.8

8.7

36.3

19.3

23.6

15.1

15.7

16.0

15.7

13.9

14.5

15.4

15.9

15.0

16.4

12.7

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

N = 1151

①教育相談窓口（教育セン
ター）

②特別支援教育の相談（教
育センター）

③子育ての総合相談窓口
（家庭児童相談室）

④放課後子ども教室（小学校や
公民館等）

⑤児童館の各種教室

⑥ファミリー・サポート・セン
ター

⑦キッズホリデークラブ（教
育センター）

⑧くろかみやま自然塾

⑨子育てあっとなら（子育て
応援ホームページ）

⑩なら子どもサポートネット
（不審者情報メール）

4.3

31.6

9.3

8.2

6.3

76.5

83.2

84.3

83.8

57.3

78.8

85.3

79.3

84.4

81.3

15.5

3.6

2.9

3.2

3.0

12.5

12.8

12.9

11.0

11.9

11.8

12.5

12.0

12.4

8.1

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

4.33.03.2 31.69.32.98.23.66.3 76.5 83.284.383.8 57.378.885.379.384.481.3 15.5 12.512.812.911.011.911.812.512.012.48.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

4.33.03.2 31.69.32.98.23.66.3 76.5 83.284.383.8 57.378.885.379.384.481.3 15.5 12.512.812.911.011.911.812.512.012.48.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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（９）一時預かり等の利用について 

（10）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 

（11 ）子育てに関する困りごとなどについて 

問 29 奈良市における子育ての環境や支援への満足度について当てはまる番号１つに○

をつけてください。 

「3」の割合が 37.4％と最も高く、次い

で「2」の割合が 33.5％、「1」の割合が 18.7％

となっています。 

 

 

 

［母親の就労状況別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 30 子育てに関する情報をどのように入手していますか。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。 

「隣近所の人、知人、友人」の割合が

70.5％と最も高く、次いで「学校」の割合

が 61.8％、「市の広報やパンフレット」の

割合が 55.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 1151 ％

1

2

3

4

5

無回答

18.7

33.5

37.4

5.5

0.9

4.1

0 20 40 60 80 100

N = 1151 ％

親族（親、きょうだいなど）

隣近所の人、知人、友人

学校

市役所や市の機関

市の広報やパンフレット

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌・育児書

インターネット

コミュニティー誌

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

36.2

70.5

61.8

15.2

55.2

21.3

14.7

31.1

6.1

0.7

1.3

1.3

1.4

0 20 40 60 80 100

満足度が 

高い

  

満足度が 

低い

  

N =

フルタイムで就労しており、産休・育
休・介護休業中ではない

271

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

10

パート・アルバイト等で就労してお
り、産休・育休・介護休業中ではない

357

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

11

以前は就労していたが、現在は就労
していない

381

これまで就労したことがない 98

19.3

18.2

21.0

19.4

34.2

27.3

33.3

42.9

36.7

36.4

38.1

30.6

6.4

9.1

3.7

9.1

4.1

15.9

50.0

29.2

50.0

39.5

3.1

7.7

0.5

0.6

1.8

3.4

2.8

5.9

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

10.510.39.912.314.3 26.929.020.938.9 26.614.3 44.447.750.533.343.342.9 15.211.217.622.213.614.3 1.20.91.12.99.5 1.80.95.61.34.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 2 3 4 5 無回答

満足度が高い 満足度が低い
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問 31 子育てに関して、日常悩んでいること、または気になることはどのようなことで

すか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもの教育に関すること」の割合が

33.5％と最も高く、次いで「子どもを叱り

すぎているような気がすること」の割合が

31.6％、「友だちづきあい（いじめ等を含

む）に関すること」の割合が 26.0％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1151 ％

病気や発育・発達に関するこ
と

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからない
こと

子どもとの接し方に自信が持
てないこと

子どもとの時間を十分にとれ
ないこと

話し相手や相談相手がいな
いこと

仕事や自分のやりたいことが
十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめ等を
含む）に関すること

不登校などの問題について

子育てに関しての配偶者・
パートナーの協力が少ないこ
と

配偶者・パートナーと意見が
合わないこと

自分の子育てについて、親
族・近隣の人・職場などまわ
りの見る目が気になること

配偶者・パートナー以外に子
育てを手伝ってくれる人がい
ないこと

子どもを叱りすぎているよう
な気がすること

子育てのストレスがたまっ
て、子どもに手をあげたり、
世話をしなかったりしてしまう
こと

地域の子育て支援サービス
の内容や利用・申し込み方
法がよくわからないこと

その他

特にない

16.4

14.2

1.7

8.9

19.9

3.1

17.1

33.5

26.0

2.7

11.3

7.5

4.3

6.9

31.6

4.3

5.7

7.0

16.7

0 20 40 60 80 100
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［子育ての環境や支援への満足度別］ 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

病
気
や
発
育
・
発
達
に
関
す
る
こ
と 

食
事
や
栄
養
に
関
す
る
こ
と 

育
児
の
方
法
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と 

子
ど
も
と
の
接
し
方
に
自
信
が
持
て

な
い
こ
と 

子
ど
も
と
の
時
間
を
十
分
に
と
れ
な

い
こ
と 

話
し
相
手
や
相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

仕
事
や
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
が
十

分
に
で
き
な
い
こ
と 

子
ど
も
の
教
育
に
関
す
る
こ
と 

友
だ
ち
づ
き
あ
い
（
い
じ
め
等
を
含

む
）
に
関
す
る
こ
と 

不
登
校
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て 

1（満足度が低い） 215  15.3  13.5  1.9  9.3  23.3  6.0  25.1  36.7  26.5  3.3  

2 386  16.8  13.7  1.6  7.5  18.9  2.6  18.9  33.7  26.7  3.1  

3 430  17.7  15.8  1.9  11.4  18.8  2.3  13.7  34.0  26.5  2.6  

4 63  19.0  14.3  3.2  4.8  27.0  3.2  11.1  36.5  23.8  － 

5（満足度が高い） 10  20.0  － － － 20.0  － － 40.0  30.0  － 

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
に
関
し
て
の
配
偶
者
・
パ
ー

ト
ナ
ー
の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
意
見
が
合

わ
な
い
こ
と 

自
分
の
子
育
て
に
つ
い
て
、
親
族
・

近
隣
の
人
・
職
場
な
ど
ま
わ
り
の
見

る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
以
外
に
子
育
て

を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と 

子
ど
も
を
叱
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
こ
と 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
、

子
ど
も
に
手
を
あ
げ
た
り
、
世
話
を

し
な
か
っ
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と 

地
域
の
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
や
利
用
・
申
し
込
み
方
法
が
よ
く

わ
か
ら
な
い
こ
と 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

1（満足度が低い） 215  13.0  7.0  4.7  10.2  32.6  6.0  9.8  13.0  14.0  2.8  

2 386  13.7  9.8  3.6  9.3  33.2  4.1  7.0  7.0  13.7  1.6  

3 430  10.7  6.0  4.9  4.2  32.3  4.7  3.5  4.0  20.5  1.9  

4 63  3.2  7.9  3.2  3.2  25.4  1.6  3.2  7.9  15.9  － 

5（満足度が高い） 10  － － － － 10.0  － － 20.0  10.0  10.0  
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問 32 子育てに関する悩みや不安をどなたかに相談していますか。当てはまる番号すべ

てに○をつけてください。 

「配偶者・パートナー」の割合が 70.6％

と最も高く、次いで「その他の親族（親・

きょうだいなど）」の割合が 58.4％、「隣近

所の人、地域の知人、友人」の割合が 58.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1151 ％

配偶者・パートナー

その他の親族（親・きょうだい
など）

隣近所の人、地域の知人、
友人

職場の人

学校の保護者の仲間

子育てサポーター

学校の先生

医師・保健師・看護師・栄養
士など

家庭児童相談室（子育て相
談課）

地域子育て支援拠点（ひろ
ばやセンター等）のスタッフ
やボランティアの人

母子相談員

民生・児童委員、主任児童委
員

教育センター（教育相談窓
口）

はぐくみセンター（保健所）や
保健センター

中央こども家庭相談センター
（児童相談所）

民間の電話相談

インターネットを利用したコ
ミュニケーション

相談相手がいない

その他

相談すべきことがない

無回答

70.6

58.4

58.1

18.2

39.1

0.3

26.1

3.6

0.8

0.2

0.0

0.6

0.8

0.7

0.4

0.1

1.4

1.9

1.7

2.1

1.8

0 20 40 60 80 100
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Ⅲ 地域別の集計結果 

 

Ⅳ 自由記述まとめ（案：主な意見） 

 

（１）子育て支援施設・子育て支援サービス 

○保育園・幼稚園 

○児童館 

○学童クラブ 

○学校 

○各種保育サービス（一時預かり、ファミリーサポート、病後児保育等） 

○障がいのある子どもの対応 

 

（２）子育て情報と相談 

○子育てに関する情報 

○育児相談 

 

（３）子育て環境 

○子どもの遊び場 

○子育てにかかわる街づくり（道路、駅等） 

○地域のつながり、協力等 

○母子保健（小児科、保健所等） 

○市の施設 

 

（４）子育てする親の状況 

○保護者の休息、リフレッシュ、子育て不安等 

○子育てと仕事の両立 

 

（５）行政について 

○金銭的な支援（医療費助成、児童手当、補助等） 

○その他 

 

（６）アンケートの感想 

 

 

Ⅵ 資料編 



（第３回事業計画策定部会の資料にご意見の追加・修正をしたもの）

資料２

奈良市子ども未来部子ども政策課
平成２６年２月２６日

子ども・子育て支援事業計画素案骨子作成に向けて



※①　平成２６年度の部会開催数については、今後調整。

※②　「量の見込み」については、４月中旬に国が調査を行う予定。

※③　平成２６年度において、四半期ごと等の一定の期間ごとに奈良県に報告・協議が行われる予定。

10～12月 １～３月

事　　　項

（備考）

※②

次世代計画における取組評価

事業計画の素案の検討

　事業計画策定部会の審議状況について

1

　～スタート～

　～ゴール～

平成２５年度 平成２６年度　（※①）

ニーズ量と確保方策の検討

パブリックコメント手続・修正

第１回
８．９

第２回
１０．４

第３回
１．３１

４～６月

ニーズ調査項目の検討

事業計画の素案骨子の検討

７～９月

「確保方策」につい
ては、８～９月に奈
良県に報告する 

取組の評価に関する詳細な審議は、
「奈良市次世代育成支援対策地域
協議会」に委ねる 



2

　【　奈良市　○○プラン　】

　１．事業計画の策定について（３ページ）

　　（１）事業計画の目的・趣旨、位置づけ
　　（２）事業計画の期間
　　（３）事業計画の対象
　　（４）本市の他計画との関係

　２．事業計画の基本的な理念・考え方について（５ページ）

　　　■　奈良市の子ども・子育てに対する基本理念と基本方針

　３．奈良市の子ども・子育て家庭を取り巻く状況と課題について（７ページ）

　　　■　次世代計画（後期計画）に基づくこれまでの実績
　　　■　奈良市の子ども・子育て家庭を取り巻く状況

　４．奈良市の子ども・子育て支援のこれからの取組について（８ページ）

　　　■　子ども・子育て支援事業計画における基本目標・基本施策

　５．各提供区域における実施計画について（１１ページ）

　　　■　各提供区域における教育・保育施設等の量の見込みと確保の内容
　　　■　各提供区域における地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容

　６．計画の推進体制について（１５ページ）

　　　■　ＰＤＣＡサイクルの確保

　７．参考資料等

　事業計画の構成（案）について

（第２回の部会でいただいたご意見） 

 

・ 事業計画の読み手が誰なのかを明確にした方がよい 

 のではないか。概要版の活用。 

 

・ 「○○プラン」等の愛称は、話題にもなるので検討 
 してもよいのではないか。 



　１．事業計画の策定について
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（１）事業計画の目的・趣旨、位置づけ

　　　本市が策定する事業計画は、子ども・子育て支援法に基づく「基本指針（案）」に定められた記載事項のほか、現行の「奈良市次世代育成支援
　　行動計画（後期計画：平成２２年度～２６年度）から引き継ぐべき事業を付加した計画として位置づける。

（２）事業計画の期間

　　　計画期間は、平成２７年度～平成３１年度までの５か年とする。

（３）事業計画の対象

　　　奈良市に住むすべての子ども、子育て家庭、地域住民、行政等の個人及び団体を対象とする。なお、子ども・子育て支援法における「子ども」
　　とは、満１８歳未満とされているが、本市の事業計画の主な対象は現行の次世代育成支援行動計画と同様に、義務教育終了前までの児童とする。

（４）本市の他計画との関係

　　　本市の上位計画や関連性を有する計画について記載する。事業計画の策定にあたっては、関連する分野別計画との整合・連携を図ることとする
　　が、特に「基本指針（案）」に定められた任意記載事項については、基本的には既存の分野別計画に委ねることとし、必要に応じて事業計画にも
　　その内容を記載するものとする。

　　＜＜上位計画＞＞　・奈良市第４次総合計画（前期基本計画：平成２３年度～２７年度、後期基本計画：平成２８年度～３２年度）

　　　＜関連計画＞　　※想定される計画等の例
　　　　　　　　　　　・奈良市男女共同参画計画（第２次）（平成２３年度～３２年度）
　　　　　　　　　　　・第２次奈良市地域福祉計画（平成２４年度～２８年度）
　　　　　　　　　　　・第３期奈良市障がい福祉計画（平成２４年度～２６年度）
　　　　　　　　　　　・奈良市障がい者福祉基本計画（平成１６年度～２５年度）
　　　　　　　　　　　・奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画（平成２５年度～２９年度）
　　　　　　　　　　　・奈良市食育推進計画（平成２０年度～２４年度：第２次策定中）
　　　　　　　　　　　・奈良市２１健康づくり（平成１６年度～２４年度：第２次策定中）
　　　　　　　　　　　・奈良市教育ビジョン（前期：平成２１年度～２５年度、後期：平成２６年度～３０年度）



（参考１：次世代育成支援対策推進法の延長と見通しと子ども・子育て支援事業計画との関係について）

　○　子ども・子育て支援法附則第2条第２項において、「政府は、平成２７年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、必
　　要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされている。
　　　この延長の検討は、ワーク・ライフ・バランスの促進など、主に一般・特定事業主行動計画の取り扱いが中心となるが、「少子化危機突破の
　　ための緊急対策」（平成２５年６月７日少子化社会対策会議決定）において「次世代育成支援対策推進法の延長・強化の検討」が盛り込まれた
　　ことや、先般取りまとめられた社会保障制度改革国民会議報告書においても「その延長、見直しを積極的に検討すべき」とされたこと等も踏ま
　　え、引き続き政府内部での検討を進めていく。

　○　次世代育成支援対策推進法に根拠を置く地域の子育て支援に係る財政支援は、平成２７年度以降は子ども・子育て支援事業計画に基づくもの
　　に移行する。このため、平成２７年度以降は、市町村におかれては、財政支援の根拠となる計画としては、市町村子ども・子育て支援事業計画
　　を作成いただければ足りる。

　○　なお、子ども・子育て支援法に基づく財政支援の対象とはならない事業等であって、現行の次世代計画に記載しているものについて、市町村
　　子ども・子育て支援事業計画の中に一体的に盛り込むか否かは、各自治体のご判断による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　基本指針（案）Ｑ＆Ａ（第２版）より引用
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（参考２：他の計画との関係について）

　○　子ども・子育て支援事業計画は、地域福祉計画（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する市町村地域福祉計画及び同法
　　第１０８条に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。）、教育振興基本計画（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の
　　規定により市町村又は都道府県が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画をいう。）、母子家庭及び寡婦自立促進計画（母子及び
　　寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第１１条第２項第３号に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画をいう。以下同じ。）、障害者計画
　　（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第２項に規定する都道府県障害者計画及び同条第３項に規定する市町村障害者計画をいう
　　。）、児童福祉法第５６条の４の２第１項に規定する市町村整備計画（以下「市町村整備計画」という。）その他の法律の規定により市町村又
　　は都道府県が作成する計画であって、子ども・子育て支援に関する事項を定めるもの並びに放課後子どもプラン事業計画その他の子ども・子育
　　て支援に関する事項を定める計画との間の調和が保たれたものとすることが必要である。
　　　なお、他の法律の規定により市町村又は都道府県が作成する計画であって、子ども・子育て支援事業計画と盛り込む内容が重複するものにつ
　　いては、子ども・子育て支援事業計画と一体的のものとして作成して差し支えない。



＜次世代計画における基本理念＞

　「豊かな心を持ち、未来をひらく子どもを育むまち・なら」　―　子どもたちの笑顔が輝るまちづくり　―

　　①　子どもの人権を尊重し、明日の奈良市を担う子どもたちが、豊かな人間性を育み、個性と能力を伸ばしながら、
　　　自分で未来をひらく力を身につけられるまちづくりをめざします。

　　②　子どもたちがすこやかに育ち、その笑顔が輝き続けることができるように、安心して子どもを生み育て、子育て
　　　に喜びや希望を感じられる社会をめざします。
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　２．事業計画の基本的な理念・考え方について

○　以下に示した事項は、現行の奈良市次世代育成支援行動計画（後期計画）における基本理念及び基本方針であるが、事業計画の策定にあたって
　は、現行の理念及び方針をベースとして検討を進めるものとする。

＜次世代計画における基本方針＞

　　①　子ども一人ひとりの最善の利益を優先する

　　　　子どもたちの笑顔は、親や家庭のみならず地域全体の未来を輝かすみんなの宝物です。そのために、子育て支援策は、子ども一人ひとりの
　　　最善の利益を尊重し、子どものすこやかな育ちと、その生活が保障されることを念頭に置きます。そのうえで、育児不安、児童虐待、不登校
　　　いじめなどの課題に対し、「すべての子どもと家庭」への支援という視点から、子どもの成長に応じて、多様なニーズに対応した取り組みを
　　　展開することが必要です。

　　②　子どもとふれあう体験を通じて、おとなも豊かになれるまちをめざす

　　　　子どもがすこやかに育つためには、親や家族、地域の温かい愛情や支援が必要となります。中学生や高校生は、子どもとふれあう体験を通
　　　じて、子どもを生み育てることの喜びや感動を感じ、次代の親となるための段階に進みます。さらに、子育て期、中高年期には、各段階に応
　　　じて多様な生き方を選択することで、仕事と生活の調和の実現をめざし、子育て支援という社会的役割を担いながら、おとなの心も豊かにす
　　　るまちづくりを進めます。



（第３回の部会でいただいたご意見）

・　子ども条例に関連して、奈良市でも「子どもにやさしいまちづくり条例」として策定の準備を進めているところであり、「どんな子どもになっ
　て欲しいのか」「保護者をどう支援していくのか」「地域の役割は何か」ということを柱にして検討している。基本理念は次世代計画で１０年間
　継続されてきたもので、簡単には変えられないかもしれないが、例えば「子どもたちの笑顔が輝るまち」を「子どもにやさしいまちづくり」に変
　更する等、どこかにキーワードを記載しておけば条例と事業計画との関連性を確認することができる。

・　基本方針の説明文章に関して、１番目は子どもの利益だけではなく子育て家庭の支援についても触れられている。２番目については、触れ合い
　だけではなく、ワーク・ライフ・バランス的な内容も記載されているため、タイトルを明確化したほうがわかりやすいのではないか。

・　基本理念からの流れで考えると、基本方針の１番目は子どもがどう育つかということで、２番目が地域で子育て環境をどう醸成するかというこ
　とにつながると思われるが、２番目だけが細かく、方針というよりも具体的な事業のような印象を受ける。

【対応の方向性】
→　策定準備中の「子どもにやさしいまちづくり条例」との関連性を意識しつつ、基本方針の２番目に「地域での子育て環境の醸成」の視点も踏ま
　えた説明書きへ修正するとともに、基本方針のタイトルを工夫する。

（第２回の部会でいただいたご意見）

・　奈良市の現行の次世代計画の施策の体系について、分解せずに国の基本指針等と新旧対照という形で比較してみてはどうか。用語の使い方は修
　正する必要があると思われるが継続性を考えて微調整でも可能ならば望ましい。制度変更により切れ目が出てしまわないように、突合をお願いし
　たい。
　
・　現行の施策の体系について、基本理念等は大きく変わらないと思われるが、新制度の新しい取組が見える形で追加・修正してみてはどうか。
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＜奈良市の子ども・子育て家庭と取り巻く状況＞

　→　上記の次世代計画における取組の評価に加えて、ニーズ調査における分析結果等を勘案して、以下の項目（例）のようなイメージで主要課題
　　を整理するとともに、基本目標・基本施策につなげる。

【項目（例）のイメージ】

　・　少子化、核家族化等の社会環境
　・　妊娠、出産期からの切れ目ない支援
　・　地域での親子の居場所づくり、相談場所の充実
　・　支援を必要とする子ども及び家庭への支援の充実
　・　教育・保育環境の充実

（検討いただきたいポイント）

・　「２．事業計画の基本的な理念・考え方について」と併せて、子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）を勘案し、過不足等はないか。
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＜奈良市次世代育成支援行動計画（後期計画）に基づくこれまでの実績＞

　・　後期計画（平成２２年度～２６年度）における取組の概要について記載。
　・　課題だけをベースに評価するのではなく、達成した又は改善した事項についても焦点をあてる。

　３．奈良市の子ども・子育て家庭を取り巻く状況と課題について

○　奈良市の次世代計画におけるこれまでの取組について総括するほか、子ども・子育てに関する現状や課題とすべき事項についても記載し、主要
　な課題を整理する。



○　基本理念・方針や、子ども・子育てに関する現状や課題を受けて、今後５年間の奈良市の取組について、目標と施策の方向性を示す。

現行の次世代計画における基本目標・基本施策 事業計画における基本目標・基本施策（たたき台）

１．子どもを安心して楽しく育てられるまち

　（１）仕事と子育ての両立支援の充実
　（２）子育てに関する相談及び経済的支援の充実
　（３）様々な状況にある子どもや家庭への支援の充実

２．子どもがいきいきと心豊かに育つまち

　（１）豊かな心、未来をひらく力を育む保育・教育の創造
　（２）遊びや多様な活動への支援

３．地域で子どもや子育てを支援するまち

　（１）地域社会で子どもを育てる環境づくりの推進
　（２）地域の子育て支援機能の強化

４．家族がいつまでも健康で安全・快適に暮らせるまち

　（１）健康づくり、母子保健、医療施策の充実
　（２）子どもと子育てにやさしいまちづくりの推進

１．子どもを安心して生み、育てられるまち

　（１）母子保健・医療施策の充実
　（２）地域における子育て支援の充実
　（３）様々な状況にある子育て家庭への支援の充実

２．子どもがいきいきと心豊かに育つまち

　（１）未就学期の教育・保育の充実
　（２）学齢期の学習・体験活動の充実
　（３）障がいのある子どもの発達と成長の支援の充実

３．子ども・子育て家庭が安全・安心に暮らせるまち

　（１）子どもと子育てにやさしいまちづくりの推進
　（２）ワーク・ライフ・バランスの推進

　４．奈良市の子ども・子育て支援のこれからの取組について
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（第３回の部会でいただいたご意見）

・　たたき台の２番目の柱について、「子ども」が主となっており、従来は大きく捉えられていたものを幼保一体化に向けた取組や、年齢で対応し
　ようということで項目が増えていることはわかりやすくて良いと思う。子どもの障がいについて、ニーズが高まっていることからも項目に挙げて
　支援に力を入れていくことを示すのも良いかもしれない。

・　たたき台の１番目と３番目の柱の違いを明確にしたほうがよい。また、現行計画の「３．地域で子どもや子育てを支援するまち」というところ
　が、たたき台では１番目の柱の中に入っているが、奈良市の状況からすると地域での子育て支援が重要だと思われるので、地域自体を作っていく
　という部分と地域の子育て支援自体を強化していくという部分を抜かさないようにしていただきたい。

・　現行の計画にある「相談」という言葉がたたき台の項目に見当たらないことと、「様々な状況にある」と一括りにしているところで、たたき台
　の２番目の柱で「障がいのある」ということで抜き出されている部分もあるので、「様々な」という表現なのか具体的に書くのか、揃えることも
　検討してみてはどうか。

・　市民の方が見てわかりやすい柱立てになっていることが大事なので、子どもの発達段階に分ける、もしくは担い手ごと、例えば「子ども当事者
　子育て家庭、学校等の施設、地域」という形で分類することもできる。

・　この柱のタイトルは、今後どこに力を入れて事業をやっていきましょうという表明であり、目立つところなので、ふんわりと表現するよりは、
　目標としてこれに取り組みますということが明確になるほうがいいのではないか。
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（検討いただきたいポイント）

・　基本目標及び基本施策の骨組を踏襲しつつ、必須記載事項又は任意記載事項等の新制度における取組が見える形で、組合せを変更してはどうか。
　
・　妊娠、出産期から切れ目のない支援というキーワードに対して、前項の（案）のように「１．子どもを安心して生み、育てられるまち」という
　フレームに組替えてみてはどうか。

・　新制度における幼稚園、保育所については、単に子育て支援の事業として、あるいは「量」を満たすだけではなく、認定こども園の普及と併せ
　て「質」についても求められていることから、施設型給付に関係するものは「２．子どもがいきいきと心豊かに育つまち」として、小学校就学後
　の取組と併せて組替えてみてはどうか。

・　任意記載事項ではあるが、新制度における取組が見える形として、「ワーク・ライフ・バランス」を追加してみてはどうか。



③へ←

①へ←

①へ←

②へ←

（現行の奈良市次世代育成支援行動計画の体系）

①へ　

③へ　

③へ　

②へ　

②へ　

２．子どもと子育てにやさし
いまちづくりの推進

(2)妊産婦と子どもの健康管理の充実（12事業）

(3)医療体制の充実、保健施設等の整備（6事業）

(1)子どもと子育てにやさしい居住環境づくりの推進（2事業）

【対応の方向性】
→　６ページに記載した基本方針に関するご意見・対応方針や、９ページでのご意見等の流れを踏まえ、「子ども」「子育て家庭」「地域や社会」
　の３つの視点で８ページで提案した体系を整理する。基本施策及び個別施策のタイトルを設定する際には、「わかりやすさ」を意識する。

基本目標基本施策個別施策
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１．子どもを
安心して楽し
く育てられる
まち

１．豊かな心、未来をひ
らく力を育む保育・教育
の創造

２．遊びや多様な活動へ
の支援

１．地域社会で子どもを育て
る環境づくりの推進

４．家族がい
つまでも健康
で安全・快適
に暮らせるま
ち

３．地域で子
どもや子育て
を支援するま
ち

２．子どもが
いきいきと心
豊かに育つま
ち

１．仕事と子育ての両立
支援の充実

２．子育てに関する相談およ
び経済的支援の充実

３．様々な状況にある子
どもや家庭への支援の充
実

(2)体験活動、学習活動の充実（1事業）

(3)スポーツ、芸術、文化などの振興（4事業）

２．地域の子育て支援機
能の強化

１．健康づくり、母子保
健、医療施策の充実

(2)子どもと子育てにやさしい生活環境づくりの推進（4事業）

(2)地域の子育て支援活動の充実（5事業）

(1)地域に開かれた保育所、幼稚園、学校づくりの推進（3事業）

(2)地域ぐるみの交通安全、防犯活動の推進（2事業）

(2)障がいのある子どもまたは保護者、その家庭への支援の充実（15事業）

(3)児童虐待防止などの取り組み（2事業）

(1)豊かな感情を育て、ゆとりある保育環境の充実（2事業）

(1)地域ぐるみの子育て支援の充実（4事業）

(2)豊かな人間性と「生きる力」を育む学校（園）教育の充実（10事業）

(3)児童の不安や悩み、心の問題への対応の充実（2事業）

(1)子どもにとって魅力ある遊び環境の創造（4事業）

(1)男女共同の子育ての推進（4事業）

(1)子育てに関する相談体制の整備、学習機会の拡充（10事業）

(2)多様な子育て支援サービスの充実（17事業）

(2)子育て家庭への経済的な支援の充実（3事業）

(1)ひとり親家庭への支援の充実（6事業）

(1)健康づくり、健康教育の拡充（12事業）

基
本
理
念 

…
 

《 

子
ど
も 

》 

・ 

《 

社
会 

》 

基
本
方
針 

…
 

【 

子
ど
も
と
子
育
て
家
庭 

】
・
【 

地
域
や
社
会 

】 

②子育て家庭 
 
「子どもを安心
して生み、育て
られるまち」 

 ①子ども 
 
「子どもがいき
いきと心豊かに
育つまち」 

③地域や社会 
 
「地域全体で子
どもと子育て家
庭を見守るま
ち」 

３つの基本目標 
新しい事業計画 



・「量の見込み」は、施設及び事業の現在の利用状況と今後の利用希望のほか、人口動態等の社会増減等を勘案して設定する。

　→　今後の利用希望については、ニーズ調査の結果や、国から示される集計方法等の「作業の手引き」に基づき推計。
　→　教育・保育施設については、１～３号までの認定区分別に設定（３号認定子どもについては、０歳と１～２歳に区分）。
　→　確認を受けない幼稚園についても、確保方策に含める。
　→　国においては、平成２９年度末までに需給のギャップを解消することが目指されている。

　５．各提供区域における実施計画について

11

・「提供区域」は、中学校区単位を基本とする。

　→　提供区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となるが、実情に応じて施設と事業との
　　間で、あるいは事業種別ごとに異なる区域を組み合わせることも可能。

（参考）「量の見込み」と「確保方策」の記載が必要となる事業について

　①教育・保育施設等
　　→　施設型給付　：　認定こども園、幼稚園、認可保育所
　　→　地域型保育給付　：　家庭的保育事業、小規模保育事業等

　②地域子ども・子育て支援事業
　　→　利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、妊婦健診、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子育て短期支援事業、
　　　　ファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事業、延長保育事業、病児・病後児保育事業、放課後児童クラブ

○　新制度における給付対象施設となる教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業について、提供区域ごとに、平成２７年度から５年間の「量
　の見込み」と、見込みに対応する「確保方策」を年度ごとに記載する。
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　（参考①）実施計画の記載イメージ

１年目

教育標準
時間認定
（１号）

○○区域

　①量の見込み 300人 200人

３歳以上
保育認定
（２号）

３歳未満
保育認定
（３号）

教育標準
時間認定
（１号）

３歳以上
保育認定
（２号）

３歳未満
保育認定
（３号）

２年目

30人

200人 300人 200人 200人

300人 200人 80人 300人 200人

0

２年目 ３年目

　　①量の見込み 3,000人（10か所） 3,000人（10か所） 3,000人（10か所）

地域子育て支援拠点事業 １年目

3,000人（10か所）

0

▲100人 0人

3,000人（10か所） 3,000人（10か所）

②　－　①

　　②確保の内容

▲20人

0人

150人

0人 20人

※地域子ども・子育て支援事業（○○区域）

0人 0人

0人 0人

　　②　－　① 0

②確保の
内容

教育・保育施設

地域型保育

0人

～

～



　（参考②）奈良市における既存の区域設定
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51　～　9,165 387　～　2,377 42　～　1,848

0　～　28 2　～　6 0　～　6

0　～　18 1　～　7 0　～　5

区域数

中学校区総合計画におけるゾーン

未就学児童数

幼稚園数

認可保育所数

22117

マップ

介護保険事業における日常生活圏域

「中学校区」を基本単位
として需要分析を行う

（事業計画における提供区域の考え方）

・中学校区よりも区域を細かくすると、施設や事業が存在しない区域が増える。
・市の総合計画や介護保険事業における日常生活圏域も中学校区を組み合わせた
　ものとなっており、中学校区を基本単位で検討した方が、他の計画・方針との
　整合性が取りやすい。



【対応の方向性】

→　中学校区を基本単位としてニーズの分析を行い、ニーズの分析結果に加えて、実際の施設の設置状況や事業の利用状況、校区内の就学前人口等
　を勘案した上で、必要に応じて隣接する複数の中学校区を組み合わせて、１つの提供区域とする。
→　１２ページの実施計画については、国から示されている雛形ではあるが、分かりやすさという視点からも、用語の使い方や事業の記載の方法等
　可能な範囲で見せ方を工夫する。
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（検討いただきたいポイント）

・　詳細は、量の見込みを国の集計の手引きに基づいた算定を行ってからの検討となるが、地域子ども・子育て支援事業の提供区域については、必
　ずしも一律の区域が当てはまるとは限らないため、需要分析の結果によっては、中学校区を柔軟に組み合わせる必要があるのではないか。

（第３部会でいただいたご意見）

・　提供区域について、厳密に１つの中学校区で区切ってしまうと、居住する中学校区に施設や事業がない場合の対応が困難となるので、必要に応
　じて中学校区を組み合わせることには賛成。

・　中学校区を基本として、総合計画や介護保険等の分け方を参考にフレキシブルに提示することは良いと思う。

・　地域子ども・子育て支援事業の中で、在宅の保護者が利用できる事業というものは限られてくることから、１２ページのような実施計画を記載
　する際には、全部の事業を同じように並列して記載するのではなく、地域の子育て支援の事業はこれだというものに特化する等、工夫して記載し
　ていただきたい。



　６．計画の推進体制について

○　子ども・子育て会議の役割の一つである、事業計画策定後のＰＤＣＡサイクルの確保について記載する。

（検討いただきたいポイント）

・　計画の点検及び評価に当たっては、提供区域ごとに実施してはどうか（課題だけではなく、良い評価も公表。評価手法や評価時期については、
　別途要検討）。

・　事業計画における「量の見込み」と「確保方策」の内容について、必要がある場合は中間年を目安として見直す旨を明示してはどうか。

・　事業計画の費用対効果については、基本指針（案）において「地方版子ども・子育て会議においては、（中略）費用の使途実績等について点検
　、評価し」とあるが、「確保方策」の内容の手法は様々であり、金額の大小が直接評価につながるかどうかは不透明であることから、今後の国の
　会議の状況等を勘案しつつも、明記しない方向で検討してはどうか。
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・　「市町村子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価」については、任意記載事項となっているが、子ども・子育てを取り巻く状況
　は年々変化していくことからも、奈良市子ども・子育て会議において毎年度、点検及び評価を行う旨を明示する。

・　評価について、基本指針（案）では、「個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え、計画全体の成果（アウトカム）についても点検・評価す
　ることが重要である。（中略）取組を評価するため、利用者の視点に立った指標を設定し、点検及び評価を行い、施策の改善につなげていくこと
　が望まれる。」と記載されている。

・　事業計画の見直しについては、基本指針（案）では、１～３号の認定子どもの状況が、量の見込みと大きく乖離する場合には見直しが必要とな
　るため、必要がある場合は、中間年を目安として見直しを行うこととされている（教育・保育、地域子ども・子育て支援事業に関する需給関係）。



（第3回部会でいただいたご意見）

・　費用対効果について、費用面を明示しないとなると誤解が生じるのではないか。効果の表し方については他の自治体と情報交換ができればいい
　と思うが、費用の表し方について、整備された区域と整備できなかった区域とで差が生まれることを危惧されるかもしれないが、例えば「認定こ
　ども園をこの区域に新設した」というように区域で区切るのではなく、市全体としてこの事業にこのようにお金を投下したという形式は、少なく
　とも出すべきではないか。

・　事業にいくらお金がかかっているのかがないと、事業の評価が難しいのではないか。評価というものは、振り返りのためではなく、施策を次に
　どう発展的に進めていくかということを議論するために行うものであると考えるので、費用抜きには語ることができないのではないか。
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（対応の方向性）
→　経費のうち、予算自体は議決を経て確定するものであることから５年間の予算を計画に記載することは難しいが、投下した費用の実績について
　は、子ども・子育て会議における毎年度の評価の際に提示するものとする。「効果」の測り方については、今後継続して検討するものとする。

（第２回部会でいただいたご意見）

・　ニーズや需給の関係は区域ごとに異なるので、計画や評価も区域ごとに示したほうがよいのではないか。区域ごとに進める施策に違いが出ると
　ころが難しさではあるが、それこそが子育て家庭のニーズに即した支援になると思う。

・　計画の評価も区域ごとで行うということは、従来は数値目標をクリアすればよかったので画期的ではあるが、例えば区域内に１か所しかない区
　域のほうが満足度が高く、３か所ものがあっても満足度が低いということも有り得るので、具体的なイメージを持つべきではないか。

・　数値目標だけでは、数を増やしてどうなったという部分までは見えにくいので、「これだけ効果がある、満足度が上がる」ということまでアプ
　ローチできたほうが、市民にとっていいのではないか。

・　計画策定後、実績と乖離がある場合に、３年目に見直すという提案だが、子ども・子育て会議で毎年状況を把握することになるという点や、完
　成年度になってくると修正しにくいという点から、まずは２年目の時点で暫定的に大き目の評価を行い、そのままでいいかということを見るとい
　う考え方もあるのではないか。

・　事業計画の費用対効果について、将来的な予算額の予測は大変難しいが、何らかの形で財政的観点からの指標も掲載できればと思う。



資料３

奈良市子ども未来部子ども政策課
平成２６年２月２６日

平成２６年度の方向性について



（１）子ども・子育て支援新制度の概要と

　　　その他全体の審議について

（２）子ども・子育て支援事業計画について

（３）認可・確認基準について

（４）支給認定基準・利用者負担について

給付対象施設の確認基準

10～12月

1

：子ども・子育て会議（全体会） ：事業計画策定部会

事　　　項

ニーズ調査項目の検討

事業計画の素案骨子の検討

１～３月10～12月７～９月４～６月

平成２６年度

４～６月 ７～９月

事業計画の素案、量と確保方策の検討

パブリックコメント手続・修正

幼保連携型認定こども園等の認可基準

支給認定基準

利用者負担に関する基準

　１．子ども・子育て会議のロードマップについて

１～３月

平成２５年度

１ ２ ３ 

１ ２ 

２ 
３ ４ 

３ 

４ 

１ 
１ 



→　　平成２６年９月頃に素案を確定し、１０月以降にパブリックコメント手続きを経た後、平成２７年３月までに策定。

→　　遅くとも、平成２６年９月議会に上程するため、６月のパブリックコメント手続きを経た後、

　　７月末の法令審査会に付議。１０月以降は、認可・確認手続きの開始。

→　　支給認定基準（保育の必要性に関する基準）については、遅くとも、平成２６年９月議会に上

　　程するため、６月のパブリックコメント手続きを経た後、７月末の法令審査会に付議。１０月以

　　降は、保育の必要性の認定手続きの開始。

→　　利用者負担（保育料）については、国で現在審議中であり、概要が示される時期が平成２６年

　　度に入ってからとなるため、２６年度後半での基準の策定となる予定。

→　　現在幼稚園や保育所に通園している児童の保護者への説明はもちろんのこと、これから利用を考えている保護者へ、

　　平成２７年度以降の取組をいかにわかりやすく周知できるかが課題。

2

（１）子ども・子育て支援事業計画

（２）認可・確認基準に関する条例等（法人・施設向け）

（３）支給認定基準・利用者負担に関する条例等（利用者向け） 検討部会を設置し、短期間で効率的
な審議・検討を行う予定

（４）その他制度の周知関係

　２．平成２６年度の主な取組について（予定）

○　子ども・子育て支援新制度及び子ども・子育て会議に関連して、平成２６年度に取り組まなければならない事項については下記のとおり。
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