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７．「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のために企業等が取り組んでほしいこと 

問20 「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のために、企業等にどのようなことに取り

組んでほしいと思いますか。（○は３つまで） 

【図9-7 「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のために企業等が取り組んでほしいこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のために企業等が取り組んでほしいことは、「子

どもの看護休暇等の定着」が 45.8％と最も多く、次いで「学校行事等に参加しやすい時間単

位休暇制度などの導入」が 36.0％、「労働者の実情に配慮した短時間勤務など多様な働き方へ

の対応」が 34.9％、「長時間労働の抑制」が 33.0％となっています。（図 9-7） 

  

33.0

25.1

34.9

14.4

26.2

13.9

45.8

36.0

29.2

2.7

3.9

1.6

7.3

0 10 20 30 40 50

長時間労働の抑制

年次有給休暇の取得促進

労働者の実情に配慮した短時間勤務など
多様な働き方への対応

パートタイム労働者の均衡処遇の推進

テレワーク（在宅勤務）の普及促進

育児休業制度の充実

子どもの看護休暇等の定着

学校行事等に参加しやすい時間単位休暇制度などの導入

どのような働き方をしても公正に処遇・評価される

人事制度の確立

地域活動等に関する休暇制度の導入

その他

特にない

無回答

(MA%)
(n=561)
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63.8

35.1

18.1

17.0

26.6

31.9

51.1

―

48.9

22.3

12.8

3.2

8.5

8.5

0.0

11.7

52.9

37.8

24.3

18.3

39.2

―

―

52.1

29.8

23.9

12.7

1.4

2.4

4.2

0.6

24.5

0 20 40 60 80

令和５年度調査

(n=94)

平成30年度調査

(n=497)

自宅

公園等の屋外

（お子さまの）友人宅

祖父母や保護者の友人知人宅

学校内の部活動、校庭開放

学習塾

習い事

習い事や塾

京都市の学童クラブ事業

京都市の放課後まなび教室

児童館（学童クラブ事業以外）

ファミリーサポート事業

企業や団体等が運営している民間の学童保育

放課後等デイサービス

その他

無回答

(MA%)

10 小学校入学後の放課後の過ごし方について 

１．放課後に過ごさせたい場所 

≪宛名のお子さまが来年４月に小学校に入学される方にうかがいます。≫ 

問21 宛名のお子さまについて、小学校入学後、平日の放課後をどのような場所で過ごさ

せたいと思いますか。（複数回答可）。また、『低学年まで』と『高学年から』で、そ

れぞれ週あたりの希望日数・希望時間をご回答ください。 

①放課後に過ごさせたい場所 

【図10-1① 放課後に過ごさせたい場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「学習塾」「習い事」は前回調査では「習い事や塾」と一つの選択肢だった 

 

放課後に過ごさせたい場所は、「自宅」が 63.8％と最も多く、次いで「習い事」が 51.1％、

「京都市の学童クラブ事業」が 48.9％、「公園等の屋外」が 35.1％、「学習塾」が 31.9％と

なっています。（図 10-1①） 
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 □家族類型別 

【表10-1①-1 家族類型 放課後に過ごさせたい場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家族類型別にみると、“ひとり親”と“共働き（両親ともフルタイム）”は「京都市の学童

クラブ事業」が最も多く、“フルタイム・パート”と“専業主婦（夫）”は「自宅」が最も多

くなっています。（表 10-1①-1） 

 

 

 □休日・平日の隙間時間の遊び場別 

【表10-1①-2 休日・平日の隙間時間の遊び場別 放課後に過ごさせたい場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日・平日の隙間時間の遊び場別にみると、“公園・ちびっこひろば”“家の近くの路地や

道路”“自宅”では「自宅」が多くなっています。（表 10-1①-2）  

（％）
ｎ 自

宅
公
園
等
の
屋
外

（

お
子
さ
ま
の
）

友
人
宅

祖
父
母
や
保
護
者
の
友
人
知

人
宅

学
校
内
の
部
活
動
、

校
庭
開

放 学
習
塾

習
い
事

京
都
市
の
学
童
ク
ラ
ブ
事
業

京
都
市
の
放
課
後
ま
な
び
教

室 児
童
館
（

学
童
ク
ラ
ブ
事
業

以
外
）

フ
ァ

ミ
リ
ー

サ
ポ
ー

ト
事
業

企
業
や
団
体
等
が
運
営
し
て

い
る
民
間
の
学
童
保
育

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

そ
の
他

無
回
答

ひとり親 7 57.1 42.9 42.9 57.1 42.9 28.6 57.1 71.4 28.6 28.6 14.3 14.3 14.3 0.0 14.3

共働き（両親ともフルタイム） 38 50.0 23.7 13.2 18.4 15.8 23.7 44.7 65.8 15.8 10.5 5.3 15.8 5.3 0.0 15.8

フルタイム・パート 21 71.4 38.1 19.0 9.5 38.1 33.3 42.9 57.1 28.6 23.8 0.0 4.8 19.0 0.0 4.8

専業主婦（夫） 25 84.0 48.0 20.0 12.0 32.0 48.0 72.0 12.0 28.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0

両親ともパート 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

両親とも無職 1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（％）
ｎ 自

宅
公
園
等
の
屋
外

（

お
子
さ
ま
の
）

友
人
宅

祖
父
母
や
保
護
者
の
友
人
知

人
宅

学
校
内
の
部
活
動
、

校
庭
開

放 学
習
塾

習
い
事

京
都
市
の
学
童
ク
ラ
ブ
事
業

京
都
市
の
放
課
後
ま
な
び
教

室 児
童
館
（

学
童
ク
ラ
ブ
事
業

以
外
）

フ
ァ

ミ
リ
ー

サ
ポ
ー

ト
事
業

企
業
や
団
体
等
が
運
営
し
て

い
る
民
間
の
学
童
保
育

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

そ
の
他

無
回
答

公園・ちびっこひろば 62 71.0 40.3 19.4 17.7 32.3 33.9 56.5 54.8 25.8 14.5 3.2 4.8 8.1 0.0 1.6

家の近くの路地や道路 22 68.2 27.3 27.3 22.7 27.3 27.3 50.0 59.1 22.7 13.6 4.5 9.1 9.1 0.0 4.5

自宅 77 71.4 40.3 22.1 19.5 32.5 36.4 58.4 57.1 27.3 13.0 3.9 10.4 9.1 0.0 1.3

子どもの友人宅 9 55.6 33.3 33.3 22.2 33.3 22.2 33.3 66.7 33.3 22.2 11.1 11.1 11.1 0.0 11.1

親戚や知人宅 9 55.6 33.3 33.3 22.2 55.6 22.2 55.6 88.9 55.6 11.1 22.2 11.1 22.2 0.0 0.0

児童館 3 100.0 66.7 33.3 0.0 100.0 33.3 33.3 66.7 100.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

こどもみらい館 2 100.0 100.0 0.0 0.0 50.0 100.0 100.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

つどいの広場 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

図書館 10 70.0 40.0 20.0 0.0 50.0 30.0 40.0 50.0 40.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0

習い事 10 70.0 40.0 30.0 30.0 40.0 40.0 70.0 40.0 40.0 20.0 0.0 10.0 20.0 0.0 0.0

民間の商業施設 12 75.0 25.0 8.3 16.7 25.0 25.0 50.0 75.0 33.3 16.7 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0

屋内の遊び場 1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他 3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3 66.7 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
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（％）
 ｎ １

日
２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

 
 
無
回
答

①自宅 60 11.7 13.3 15.0 10.0 18.3 3.3 3.3 25.0

②公園等の屋外 33 18.2 27.3 15.2 9.1 6.1 0.0 3.0 21.2

③（子どもの）友人宅 17 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.1

④祖父母や保護者の友人知人宅 16 43.8 31.3 6.3 0.0 6.3 0.0 6.3 6.3

⑤学校内の部活動、校庭開放 25 32.0 12.0 8.0 0.0 4.0 0.0 0.0 44.0

⑥学習塾 30 33.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.3

⑦習い事 48 33.3 27.1 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8

⑧京都市の学童クラブ事業 46 4.3 8.7 10.9 10.9 52.2 6.5 0.0 6.5

⑨京都市の放課後まなび教室 21 28.6 14.3 14.3 4.8 0.0 0.0 0.0 38.1

⑩児童館（学童クラブ事業以外） 12 16.7 0.0 16.7 16.7 33.3 0.0 0.0 16.7

⑪ファミリーサポート事業 3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7

⑫企業や団体等が運営している
　民間の学童保育

8 25.0 12.5 12.5 25.0 12.5 0.0 0.0 12.5

⑬放課後等デイサービス 8 25.0 0.0 25.0 37.5 0.0 0.0 0.0 12.5

⑭その他 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（％）
 ｎ １

日
２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

 
 
無
回
答

①自宅 60 18.3 13.3 15.0 8.3 28.3 0.0 1.7 15.0

②公園等の屋外 33 18.2 36.4 9.1 9.1 15.2 0.0 3.0 9.1

③（子どもの）友人宅 17 82.4 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9

④祖父母や保護者の友人知人宅 16 56.3 18.8 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 12.5

⑤学校内の部活動、校庭開放 25 32.0 32.0 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0 4.0

⑥学習塾 30 33.3 36.7 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

⑦習い事 48 31.3 37.5 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4

⑧京都市の学童クラブ事業 46 6.5 4.3 10.9 2.2 21.7 0.0 0.0 54.3

⑨京都市の放課後まなび教室 21 19.0 38.1 14.3 4.8 4.8 0.0 0.0 19.0

⑩児童館（学童クラブ事業以外） 12 8.3 8.3 25.0 8.3 16.7 0.0 0.0 33.3

⑪ファミリーサポート事業 3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑫企業や団体等が運営している
　民間の学童保育

8 37.5 12.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 25.0

⑬放課後等デイサービス 8 12.5 0.0 25.0 0.0 12.5 0.0 0.0 50.0

⑭その他 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

②過ごさせたい日数 

【表10-１②-1 小学校入学後の放課後に低学年まで過ごさせたい日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表10-１②-2 小学校入学後の放課後に高学年から過ごさせたい日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低学年まで過ごさせたい日数について、低学年までは“①自宅”と“⑧京都市の学童グラ

フ事業”と“⑪児童館（学童クラブ事業以外）”で、「５日」が最も多くなっています。（表 10-

1②-1） 

高学年からでも、①自宅”と“⑧京都市の学童グラフ事業”では「５日」が最も多くなって

います。（表 10-1②-2）  

低学年 
まで 

高学年 
から 
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0.0

4.3

37.0

52.2

6.5

0.0

25.0

50.0

12.5

12.5

0 20 40 60

⑧京都市の学童クラブ事業(n=46)

⑬放課後等デイサービス (n=8)

15時台まで

16時台まで

17時台まで

18時以降まで

無回答

(%)
0.0

2.2

10.9

32.6

54.3

0.0

0.0

37.5

12.5

50.0

0 20 40 60

15時台まで

16時台まで

17時台まで

18時以降まで

無回答

(%)

⑧京都市の学童クラブ事業(n=46)

⑬放課後等デイサービス (n=8)

③希望終了時間（⑧京都市の学童クラブ事業、⑬放課後等デイサービス） 

【図10-1③ 希望終了時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望終了時間は、“⑧京都市の学童クラブ事業”は低学年までと高学年からどちらも「18 時

以降まで」最も多くなっています。 

“⑬放課後等デイサービス”は低学年までと高学年からどちらも「17 時台まで」が最も多

くなっています。（図 10-1③） 

  

低学年 
まで 

高学年 
から 
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70.8

16.7

8.3

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

0 20 40 60 80

９時より前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

(%)
(n=24)

25.5

18.5

61.7

55.3

12.8

26.2

利用したい 利用希望はない 無回答

令和５年度調査

(n=94)

平成30年度調査

(n=497)

(%)
0 20 40 60 80 100

２．土曜日、日曜日・祝日、学校の長期休業中の学童クラブ、放課後デイサービス等の利用希望の有無 

問22 宛名のお子さまの「土曜日」、「日曜日・祝日」、「学校の長期休業中」のそれぞれの

学童クラブ、放課後等デイサービス等の利用希望の有無について、『低学年まで』と

『高学年から』のそれぞれでご回答ください。（○はそれぞれ１つずつ） 

①土曜日 

低学年まで 

【図10-2①-1 土曜日の学童クラブ、放課後等デイサービス等の利用希望（低学年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図10-2①-2 土曜日の学童クラブ、放課後等デイサービス等の希望利用時間（低学年）】 

開始時間                   終了時間   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日の低学年の間の利用希望は、「利用したい」が 25.5％、「利用希望はない」が 61.7％

となっています。（図 10-2①-1） 

開始時間は「９時より前」が、終了時間は、「18 時台」がそれぞれ最も多くなっています。

（図 10-2①-2）  

12.5

4.2

33.3

45.8

4.2

0.0

0 20 40 60 80

16時前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=24)

1-86
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61.5

23.1

7.7

0.0

0.0

0.0

7.7

0.0

0 20 40 60 80

９時より前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

(%)
(n=13)

13.8

11.7

68.1

60.6

18.1

27.8

利用したい 利用希望はない 無回答

令和５年度調査

(n=94)

平成30年度調査

(n=497)

(%)
0 20 40 60 80 100

高学年から 

【図10-2①-3 土曜日の学童クラブ、放課後等デイサービス等の利用希望（高学年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図10-2①-4 土曜日の学童クラブ、放課後等デイサービス等の希望利用時間（高学年）】 

開始時間                   終了時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日の高学年の利用希望は、「利用したい」が 13.8％、「利用希望はない」が 68.1％となっ

ています。（図 10-2①-3） 

開始時間は、「９時より前」が、終了時間は、「18 時台」がそれぞれ最も多くなっています。

（図 10-2①-4） 

 

 

  

23.1

0.0

30.8

38.5

7.7

0.0

0 20 40 60 80

16時前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=13)

1-87
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60.0

10.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

９時より前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

(%)
(n=10)

10.6

4.8

73.4

67.2

16.0

28.0

利用したい 利用希望はない 無回答

令和５年度調査
(n=94)

平成30年度調査
(n=497)

(%)
0 20 40 60 80 100

②日曜日・祝日 

低学年まで 

【図10-2②-1 日曜日・祝日の学童クラブ、放課後等デイサービス等の利用希望（低学年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図10-2②-2 日曜日・祝日の学童クラブ、放課後等デイサービス等の希望利用時間（低学年）】 

開始時間                   終了時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日曜日・祝日の低学年の間の利用希望は、「利用したい」が 10.6％、「利用希望はない」が

73.4％となっています。（図 10-2②-1） 

開始時間は「９時より前」が、終了時間は「18 時台」それぞれ最も多くなっています。（図

10-2②-2） 

 

 

 

10.0

0.0

30.0

50.0

10.0

0.0

0 20 40 60 80

16時前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=10)
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20.0

0.0

60.0

20.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

16時前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)

(n=5)

5.3

2.8

76.6

68.4

18.1

28.8

利用したい 利用希望はない 無回答

令和５年度調査
(n=94)

平成30年度調査
(n=497)

(%)
0 20 40 60 80 100

高学年から 

【図10-2②-3 日曜日・祝日の学童クラブ、放課後等デイサービス等の利用希望（高学年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図10-2②-4 日曜日・祝日の学童クラブ、放課後等デイサービス等の希望利用時間（高学年）】 

開始時間                   終了時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日曜日・祝日の高学年の利用希望は、「利用したい」が 5.3％、「利用希望はない」が 76.6％

となっています。（図 10-2②-3） 

開始時間は「９時より前」と「10 時台」が、終了時間は「17 時台」がそれぞれ最も多くなっ

ています。（図 10-2②-4） 

 

 

 

  

40.0

20.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

９時より前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

(%)
(n=5)
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60.0

30.0

8.3

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

0 20 40 60 80

９時より前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

(%)

(n=60)

63.8

50.5

22.3

23.7

13.8

25.8

利用したい 利用希望はない 無回答

令和５年度調査
(n=94)

平成30年度調査

(n=497)

(%)
0 20 40 60 80 100

③学校の長期休暇中 

低学年まで 

【図10-2③-1 学校の長期休暇中の学童クラブ、放課後等デイサービス等の利用希望（低学年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図10-2③-2 学校の長期休暇中の学童クラブ、放課後等デイサービス等の希望利用時間（低学年）】 

開始時間                   終了時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の長期休業中の低学年の間の利用希望は、「利用したい」が 63.8％、「利用希望はない」

が 22.3％となっています。（図 10-2③-1） 

開始時間は「９時より前」が、終了時間は「17 時台」がそれぞれ最も多くなっています。

（図 10-2③-2） 

 

  

15.0

8.3

41.7

33.3

1.7

0.0

0 20 40 60 80

16時前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)

(n=60)
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54.8

35.7

7.1

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

0 20 40 60

９時より前

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時以降

無回答

(%)
(n=42)

44.7

36.0

37.2

35.4

18.1

28.6

利用したい 利用希望はない 無回答

令和５年度調査
(n=94)

平成30年度調査
(n=497)

(%)
0 20 40 60 80 100

高学年から 

【図10-2③-3 学校の長期休暇中の学童クラブ、放課後等デイサービス等の利用希望（高学年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図10-2③-4 学校の長期休暇中の学童クラブ、放課後等デイサービス等の利用希望（高学年）】 

開始時間                   終了時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の長期休業中の高学年からの利用希望は、「利用したい」が 44.7％、「利用希望はない」

が 37.2％となっています。（図 10-2③-3） 

開始時間は「９時より前」が、終了時間は「18 時台」がそれぞれ最も多くなっています。

（図 10-2③-4） 

 

 

  

19.0

9.5

31.0

33.3

7.1

0.0

0 20 40 60

16時前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=42)
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43.5

29.6

55.8

57.8

56.9

31.9

77.7

41.0

46.5

42.4

2.5

0.5

10.0

52.3

35.0

56.1

55.4

64.9

41.0

91.5

51.2

53.1

44.1

3.7

0.2

2.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

(n=561)

平成30年度調査

(n=3,191)

家族のきずなが深まった

他人の子どもや他人に対して優しくなれた

子どもに多くのことを教えられた

ものの見方や価値観が変わった

子どもが見出す新鮮な発見が楽しい

家庭の雰囲気がなごやかになった

子どもの成長・発達に感動した

子どもを通していろいろな人と知り合いになれた、

友達ができた

子どもが家族のために優しい気配りや
お手伝いなどをしてくれた時

子どもが他の子どものために優しい気配りなどを

してくれた時

その他

特にない

無回答

(MA%)

11 子育て支援・相談などについて 

１．子育てをしていて「楽しい」「良かった」と感じること 

問23(1) 子育てをしていて、「楽しい」「良かった」と最も感じること、感じる時につい

てお答えください。（複数回答可） 

【図11-1 子育てをしていて「楽しい」「良かった」と感じること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てをしていて「楽しい」「良かった」と感じることは、「子どもの成長・発達に感動し

た」が 77.7％と最も多く、次いで「ものの見方や価値観が変わった」が 57.8％、「子どもが

見出す新鮮な発見が楽しい」が 56.9％、「子どもに多くのことを教えられた」が 55.8％となっ

ています。（図 11-1） 
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7.8

6.4

5.5

13.7

9.4

9.1

9.1

13.7

13.2

20.1

6.4

12.5

20.0

26.9

8.0

28.5

8.4

20.9

9.6

10.0

1.6

15.9

17.1

8.6

27.6

21.6

20.3

17.8

26.6

23.5

28.0

14.4

23.9

29.4

25.5

18.4

22.6

15.0

28.0

16.6

18.9

0.4

15.5

13.0

10.0

20.7

13.4

17.6

22.3

13.7

16.9

18.5

18.7

20.1

19.4

16.6

29.9

27.6

18.7

20.7

21.2

19.1

2.1

36.4

36.5

26.6

21.7

31.2

30.7

26.6

26.6

23.4

13.0

26.9

24.6

15.0

11.6

20.5

7.1

28.5

15.2

28.0

28.2

0.0

14.6

17.3

39.8

6.6

14.6

12.7

14.4

9.8

13.2

10.7

23.7

9.1

6.4

8.7

13.0

4.1

19.8

5.5

15.2

14.3

0.9

9.8

9.6

9.6

9.6

9.8

9.6

9.8

9.6

9.8

9.6

9.8

9.8

9.8

10.7

10.2

10.0

9.6

9.8

9.4

9.6

95.0

(%)
0 20 40 60 80 100

12.4

12.5

7.8

21.9

14.2

14.8

16.1

18.8

18.1

16.0

7.8

20.9

22.8

27.8

9.0

36.6

14.7

27.3

10.8

13.7

1.0

24.8

27.3

15.9

39.0

28.0

30.1

26.4

31.7

31.4

30.8

19.8

32.4

38.3

31.8

23.4

28.6

24.3

36.2

23.4

24.6

0.4

20.2

21.3

19.8

19.8

20.5

24.5

25.8

16.3

18.7

22.4

28.4

20.4

23.6

18.8

34.9

24.6

27.3

19.4

24.3

24.9

1.6

34.4

31.7

33.1

15.7

27.9

23.7

21.5

26.7

23.4

20.0

30.9

20.9

11.6

12.3

23.9

6.1

24.0

12.1

27.5

26.4

0.3

7.6

6.6

22.8

2.6

8.8

6.1

9.5

5.7

7.7

10.1

12.3

4.6

2.5

6.8

8.0

2.9

8.7

4.0

13.1

9.4

1.6

0.7

0.7

0.7

0.9

0.7

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.8

0.8

1.1

2.5

0.8

1.3

1.0

1.0

0.9

0.9

95.0

不安ではない あまり不安ではない どちらともいえない 少し不安である 不安である 無回答

①子どものしつけ

②子どもの教育

③子どもの教育費

④子どもの遊び

⑤子どもを遊ばせる場所

⑥子どもの友達付き合い

⑦子どもを預けられる施設

や条件

⑧子どもの食事や栄養

⑨子どもの病気や発育

⑩子どもの医療費

⑪子どもの将来

⑫子どもと接する時間

⑬家族間での子育ての考え方

⑭配偶者の子育てへの協力

⑮子育てに対する自信

⑯書籍やインターネット等の

情報どおりにならない

⑰子育てと仕事等との関係

⑱自分の話し相手や相談相手

⑲自分の時間、心のゆとり

⑳自分の健康

㉑その他

(%)
0 20 40 60 80 100

(n=3,191)(n=561)

２．子育てをしていて不安に感じていること 

問23(2) 子育てをしていて、不安に感じていることはありますか。（○はそれぞれ１つずつ） 

【図11-2 子育てをしていて不安に感じていること】 

＜令和５年度調査＞        ＜平成 30 年度調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「書籍やインターネット等の情報どおりにならない」は、前回調査では「育児書どおりにならない」 
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子育てをしていて不安に感じていることについて、『不安である』（「少し不安である＋「不

安である」）の割合が高いのは、〔③子どもの教育費〕（66.4％）、〔②子どもの教育〕（53.8％）、

〔①子どものしつけ〕（51.0％）、〔⑪子どもの将来〕（50.6％）となっています。 

前回調査と比較すると『不安である』割合は、〔②子どもの教育〕が 15.5 ポイント、〔③子

どもの教育費〕が 10.5 ポイント、〔⑥子どもの友達付き合い〕が 13.6 ポイント、〔⑰子育て

と仕事等との関係〕が 15.6 ポイント高くなっています。一方、〔⑩子どもの医療費〕の割合

は 6.4 ポイント低くなっています。（図 11-2） 

 

  

1-94



 

- 89 - 

79.7

56.3

34.4

16.9

1.6

17.3

18.2

1.4

0.5

1.2

2.5

0.0

0.2

3.9

0.2

2.0

0.7

0.7

9.4

72.6

56.9

43.4

14.6

1.8

21.8

33.1

8.4

2.7

1.5

3.6

0.5

0.1

10.2

0.3

4.0

1.5

1.4

0.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

(n=561)

平成30年度調査

(n=3,191)

配偶者・パートナー

祖父母等の親族

友人や近隣の住民

職場の同僚

子育てサークル等の仲間

幼稚園・保育施設・療育施設等や学校の保護者仲間

子どもや兄弟姉妹が通っている学校・幼稚園・

保育施設・療育施設等

区役所・支所子どもはぐくみ室

児童福祉センター

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

児童館

こどもみらい館

民生委員・児童委員、主任児童委員

医療機関

電話相談機関

インターネットの相談・質問サイト

その他

相談相手がいない

無回答

(MA%)

３．子育てについての相談相手 

問24 宛名のお子さまを育てるうえで、日頃気になることを、どこにまたは誰に相談して

いますか。（○は３つまで） 

【図11-3 子育てについての相談相手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「幼稚園・保育施設・療育施設等や学校の保護者仲間」は前回調査では「幼稚園・保育施設等や学校の保護

者仲間」 

※「子どもや兄弟姉妹が通っている学校・幼稚園・保育施設・療育施設等」は前回調査では「子どもや兄弟姉

妹が通っている学校・幼稚園・保育施設等」 

※「区役所・支所子どもはぐくみ室」は前回調査では「保健福祉センター子どもはぐくみ室」 

 

子育てについての相談相手は、「配偶者・パートナー」が 79.7％と最も多く、次いで「祖父

母等の親族」が 56.3％、「友人や近隣の住民」が 34.4％、「子どもや兄弟姉妹が通っている学

校・幼稚園・保育施設・療育施設等」が 18.2％、「幼稚園・保育施設・療育施設等や学校の保

護者仲間」が 17.3％となっています。（図 11-3） 
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□子どもの年齢別 

【表11-3-1 子どもの年齢別 子育てについての相談相手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの年齢別にみると、いずれの年齢も「配偶者・パートナー」が最も多く、次いで

「祖父母等の親族」が多くなっています。（表 11-3-1） 

  

（％）
ｎ 配

偶
者
・
パ
ー

ト
ナ
ー

祖
父
母
等
の
親
族

友
人
や
近
隣
の
住
民

職
場
の
同
僚

子
育
て
サ
ー

ク
ル
等
の
仲
間

幼
稚
園
・
保
育
施
設
・
療
育
施
設
等
や
学

校
の
保
護
者
仲
間

子
ど
も
や
兄
弟
姉
妹
が
通
っ

て
い
る
学

校
・
幼
稚
園
・
保
育
施
設
・
療
育
施
設
等

区
役
所
・
支
所
子
ど
も
は
ぐ
く
み
室

児
童
福
祉
セ
ン
タ
ー

子
育
て
支
援
活
動
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー

（

つ
ど
い
の
広
場
）

児
童
館

こ
ど
も
み
ら
い
館

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

主
任
児
童
委
員

医
療
機
関

電
話
相
談
機
関

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
の
相
談
・
質
問
サ
イ
ト

そ
の
他

相
談
相
手
が
い
な
い

無
回
答

０歳 99 80.8 62.6 38.4 9.1 5.1 6.1 7.1 4.0 2.0 5.1 6.1 0.0 0.0 5.1 0.0 4.0 2.0 0.0 12.1

１歳 77 92.2 67.5 33.8 18.2 2.6 14.3 16.9 2.6 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0 5.2

２歳 111 73.9 52.3 27.9 13.5 0.0 19.8 27.0 0.0 0.9 0.9 1.8 0.0 0.0 4.5 0.9 1.8 0.9 0.9 11.7

３歳 87 80.5 59.8 34.5 23.0 0.0 20.7 18.4 2.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 3.4 0.0 1.1 1.1 0.0 6.9

４歳 85 78.8 45.9 34.1 18.8 1.2 21.2 24.7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 3.5 0.0 0.0 0.0 2.4 7.1

５歳 94 75.5 53.2 38.3 22.3 0.0 20.2 14.9 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 3.2 0.0 1.1 0.0 1.1 10.6
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23.4

21.4

13.5

49.4

28.9

38.0

12.7

7.8

2.9

10.2

10.2

30.9

15.9

13.8

55.6

30.2

31.9

13.8

7.9

1.5

10.9

1.9

0 20 40 60

令和５年度調査

(n=561)

平成30年度調査

(n=3,191)

幼稚園・保育施設等に関する情報

１以外の子育て支援施策に関する情報

民間の子育て援助（ベビーシッター等）に関する情報

子どもと一緒に参加できるイベント情報

医療機関に関する情報

子どもの病気時への対処方法

子どもに関する相談窓口

子育てサークルの情報

その他

特に必要な情報はない

無回答

(MA%)

４．子育てに関して知りたい情報 

問25(1) 子育てに関して知りたい情報についてご回答ください。（複数回答可） 

【図11-4 子育てについて知りたい情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てに関して知りたい情報は、「子どもと一緒に参加できるイベント情報」が 49.4％と最

も多く、次いで「子どもの病気時への対処方法」が 38.0％、「医療機関に関する情報」が 28.9％、

「幼稚園・保育施設等に関する情報」が 23.4％、「１以外の子育て支援施策に関する情報」が

21.4％となっています。 

前回調査と比較すると、子どもの病気時への対処方法」が 6.1 ポイント高くなっています。

（図 11-4） 
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□子どもの年齢別 

【表11-4-1 子どもの年齢別 子育てについて知りたい情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの年齢別にみると、いずれの年齢も「子どもと一緒に参加できるイベント情報」が

最も多く、次いで「子どもの病気時への対処方法」が多くなっています。（表 11-4-1） 

 

 

□利用している施設別 

【表11-4-2 利用している施設別 子育てについて知りたい情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している施設別でみると、“幼稚園”“認定こども園”“保育園（所）”では「子どもと一

緒に参加できるイベント情報」が多くなっています。また“小規模（家庭的）保育事業所”で

は「幼稚園・保育施設等に関する情報」が、“療育施設（児童発達支援）”では「子どもの病気

時への対処方法」が多くなっています。（表 11-4-2）  

（％）
ｎ 幼

稚
園
・
保
育
施
設
等
に

関
す
る
情
報

１
以
外
の
子
育
て
支
援
施

策
に
関
す
る
情
報

民
間
の
子
育
て
援
助
（

ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

等
）

に
関

す
る
情
報

子
ど
も
と
一
緒
に
参
加
で

き
る
イ
ベ
ン
ト
情
報

医
療
機
関
に
関
す
る
情
報

子
ど
も
の
病
気
時
へ
の
対

処
方
法

子
ど
も
に
関
す
る
相
談
窓

口 子
育
て
サ
ー

ク
ル
の
情
報

そ
の
他

特
に
必
要
な
情
報
は
な
い

無
回
答

０歳 99 36.4 25.3 17.2 51.5 26.3 44.4 13.1 15.2 1.0 8.1 12.1

１歳 77 31.2 22.1 13.0 50.6 31.2 37.7 7.8 10.4 7.8 11.7 6.5

２歳 111 21.6 20.7 14.4 46.8 24.3 35.1 12.6 7.2 5.4 9.0 12.6

３歳 87 23.0 28.7 11.5 58.6 31.0 37.9 14.9 6.9 0.0 4.6 6.9

４歳 85 16.5 14.1 15.3 51.8 31.8 34.1 11.8 5.9 3.5 14.1 7.1

５歳 94 12.8 19.1 10.6 42.6 29.8 39.4 13.8 2.1 0.0 13.8 11.7

（％）
ｎ 幼

稚
園
・
保
育
施
設
等
に

関
す
る
情
報

１
以
外
の
子
育
て
支
援
施

策
に
関
す
る
情
報

民
間
の
子
育
て
援
助
（

ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

等
）

に
関

す
る
情
報

子
ど
も
と
一
緒
に
参
加
で

き
る
イ
ベ
ン
ト
情
報

医
療
機
関
に
関
す
る
情
報

子
ど
も
の
病
気
時
へ
の
対

処
方
法

子
ど
も
に
関
す
る
相
談
窓

口 子
育
て
サ
ー

ク
ル
の
情
報

そ
の
他

特
に
必
要
な
情
報
は
な
い

無
回
答

幼稚園（通常の通園時間の利用） 87 14.9 17.2 13.8 57.5 43.7 42.5 14.9 8.0 5.7 10.3 8.0

幼稚園＋預かり保育（ほぼ毎日利用） 17 23.5 29.4 17.6 41.2 17.6 5.9 5.9 5.9 0.0 29.4 0.0

幼稚園＋預かり保育（たまに利用） 43 16.3 16.3 9.3 53.5 46.5 48.8 18.6 0.0 2.3 9.3 7.0

認定こども園 68 7.4 17.6 14.7 44.1 25.0 38.2 10.3 4.4 4.4 13.2 7.4

保育園（所） 229 20.5 20.5 12.2 49.3 27.9 36.7 12.2 6.6 3.1 9.6 7.4

小規模（家庭的）保育事業所 16 50.0 43.8 12.5 37.5 18.8 37.5 25.0 6.3 0.0 12.5 0.0

事業所内保育施設 5 40.0 20.0 0.0 40.0 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0

認可外保育施設 6 16.7 16.7 16.7 33.3 33.3 33.3 16.7 16.7 0.0 16.7 16.7

ベビーシッター 7 28.6 42.9 14.3 28.6 14.3 28.6 28.6 28.6 0.0 28.6 28.6

療育施設（児童発達支援） 17 11.8 41.2 5.9 23.5 23.5 52.9 17.6 0.0 11.8 17.6 11.8

その他 3 33.3 66.7 0.0 66.7 33.3 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
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69.8

5.4

24.4

16.8

3.4

4.5

5.8

9.2

0.4

0.4

1.3

0.0

8.5

4.5

5.4

54.1

3.1

46.0

18.8

3.0

7.8

7.4

5.9

1.6

3.8

2.4

―

11.7

2.2

3.6

0 20 40 60 80

令和５年度調査

(n=447)

平成30年度調査

(n=2,783)

子どもや兄弟姉妹が通っている学校・幼稚園・
保育施設・療育施設等

上記以外の学校・幼稚園・保育施設・療育施設等

市民しんぶん

京都市のホームページ（京都市情報館や
各区子ども支援センター）

京都市公式ソーシャルメディア
（X、YouTube、Facebook、アプリ）

京都市子育てアプリ「京都はぐくみアプリ」

京都市が発行する子育て応援パンフレット

区役所・支所子どもはぐくみ室の発行物等

児童福祉センター（児童相談所・発達相談所）

こどもみらい館の発行物等

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

親と子のこころのほっとライン

児童館の発行物等

その他

無回答

(MA%)

５．行政・民間での入手方法 

≪問25(1)で「１～９」と答えた方にうかがいます。≫ 

問25(2) 情報の入手方法を、行政と民間のそれぞれでご回答ください。（○はそれぞれ２

つまで） 

①行政での入手方法 

【図11-5① 行政での入手方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「親と子のこころのほっとライン」は今回調査のみの選択肢 

※「子どもや兄弟姉妹が通っている学校・幼稚園・保育施設・療育施設等」は前回調査では「子どもや兄弟姉妹

が通っている学校・幼稚園・保育施設等」 

※「上記以外の学校・幼稚園・保育施設・療育施設等」は前回調査では「上記以外の学校・幼稚園・保育施設等」 

※「区役所・支所子どもはぐくみ室の発行物等」は前回調査では「保健福祉センター子どもはぐくみ室の発行物等」 

 

行政での入手方法は、「子どもや兄弟姉妹が通っている学校・幼稚園・保育施設・療育施設

等」が 69.8％と最も多く、次いで「市民しんぶん」が 24.4％、「京都市のホームページ（京

都市情報館や各区子ども支援センター）」が 16.8％となっています。 

前回調査と比較すると、「子どもや兄弟姉妹が通っている学校・幼稚園・保育施設・療育施

設等」が 15.7 ポイント高く、「市民しんぶん」が 21.6 ポイント低くなっています。（図 11-5

①）  
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35.6

15.4

27.3

10.7

2.5

25.7

0.4

0.4

3.4

9.2

31.5

3.4

6.3

14.2

12.1

33.6

7.2

4.1

37.6

8.3

0.9

8.7

11.0

35.4

1.5

5.4

0 10 20 30 40

令和５年度調査

(n=447)

平成30年度調査

(n=2,783)

配偶者・パートナー

祖父母等の親族

友人や近隣の住民

職場の同僚

子育てサークル等の仲間

幼稚園・保育施設等や学校の保護者仲間

民生委員・児童委員、主任児童委員

電話相談機関

医療機関

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等

インターネットの子育て情報サイト

その他

無回答

(MA%)

②民間での入手方法 

【図11-5② 民間での入手方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間での入手方法は、「配偶者・パートナー」が 35.6％と最も多く、次いで「インターネッ

トの子育て情報サイト」が 31.5％、「友人や近隣の住民」が 27.3％、「幼稚園・保育施設等や

学校の保護者仲間」が 25.7％となっています。 

前回調査と比較すると、「配偶者・パートナー」が 21.4 ポイント高くなっています。一方

「友人や近隣の住民」は 6.3 ポイント、「幼稚園・保育施設等や学校の保護者仲間」は 11.9 ポ

イント低くなっています。（図 11-5②） 
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□平日の幼稚園・保育施設等の利用有無別 

①行政での入手方法 

【表11-5①-1 平日の幼稚園・保育施設等の利用有無別 ①行政での入手方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日の幼稚園・保育施設等の利用有無別に行政での入手方法をみると、施設等を“利用し

ている”では「子どもや兄弟姉妹が通っている学校・幼稚園・保育施設・療育施設等」が多

く、施設等を“利用していない”では「子どもや兄弟姉妹が通っている学校・幼稚園・保育施

設・療育施設等」と「京都市のホームページ（京都市情報館や各区子ども支援センター）」が

多くなっています。（表 11-5①-1） 

 

 

②民間での入手方法 

【表11-5②-1 平日の幼稚園・保育施設等の利用有無別 ②民間での入手方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間での入手方法については、施設等を“利用している”は「配偶者・パートナー」が、施

設等を“利用していない”は「インターネットの子育て情報サイト」がそれぞれ多くなって

います。（表 11-5②-1） 

 

 

  

（％）
ｎ 配

偶
者
・
パ
ー

ト
ナ
ー

祖
父
母
等
の
親
族

友
人
や
近
隣
の
住
民

職
場
の
同
僚

子
育
て
サ
ー

ク
ル
等
の
仲

間 幼
稚
園
・
保
育
施
設
等
や

学
校
の
保
護
者
仲
間

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

主
任
児
童
委
員

電
話
相
談
機
関

医
療
機
関

テ
レ
ビ
、

ラ
ジ
オ
、

新

聞
、

雑
誌
等

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
の
子
育

て
情
報
サ
イ
ト

そ
の
他

無
回
答

利用している 362 36.7 12.2 26.8 12.4 0.8 29.3 0.3 0.6 3.6 10.2 29.8 2.8 6.4

利用していない 82 31.7 28.0 29.3 3.7 9.8 11.0 1.2 0.0 2.4 4.9 39.0 6.1 6.1

（％）
ｎ 子

ど
も
や
兄
弟
姉
妹
が
通
っ

て
い

る
学
校
・
幼
稚
園
・
保
育
施
設
・

療
育
施
設
等

上
記
以
外
の
学
校
・
幼
稚
園
・
保

育
施
設
・
療
育
施
設
等

市
民
し
ん
ぶ
ん

京
都
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
（

京
都

市
情
報
館
や
各
区
子
ど
も
支
援
セ

ン
タ
ー
）

京
都
市
公
式
ソ
ー

シ
ャ

ル
メ
デ
ィ

ア
（

X
、

Y
o
u
T
u
b
e
、

F
a
c
e
b
o
o
k
、

ア
プ
リ

京
都
市
子
育
て
ア
プ
リ
「

京
都
は

ぐ
く
み
ア
プ
リ
」

京
都
市
が
発
行
す
る
子
育
て
応
援

パ
ン
フ
レ
ッ

ト

区
役
所
・
支
所
子
ど
も
は
ぐ
く
み

室
の
発
行
物
等

児
童
福
祉
セ
ン
タ
ー
（

児
童
相
談

所
・
発
達
相
談
所
）

こ
ど
も
み
ら
い
館
の
発
行
物
等

子
育
て
支
援
活
動
い
き
い
き
セ
ン

タ
ー
（

つ
ど
い
の
広
場
）

親
と
子
の
こ
こ
ろ
の
ほ
っ

と
ラ
イ

ン 児
童
館
の
発
行
物
等

そ
の
他

無
回
答

利用している 362 79.0 5.0 27.1 13.8 3.6 3.9 6.1 4.7 0.6 0.6 0.6 0.0 5.2 3.9 5.0

利用していない 82 29.3 7.3 13.4 29.3 2.4 7.3 4.9 26.8 0.0 0.0 4.9 0.0 22.0 7.3 7.3
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86.1

93.9

1.2

1.6

0.4

0.6

1.1

0.8

0.9

1.1

10.3

2.0

ほぼ毎日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんど食べない わからない 無回答

令和５年度調査

(n=561)

平成30年度調査

(n=3,191)

(%)
0 20 40 60 80 100

87.2

95.3

0.4

0.3

0.2

0.2

0.9

0.7

1.1

1.2

10.3

2.4

ほぼ毎日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんど食べない わからない 無回答

令和５年度調査

(n=561)

平成30年度調査

(n=3,191)

(%)
0 20 40 60 80 100

６．朝食・夕食習慣 

問26(1) 宛名のお子さまは朝食・夕食を１週間に何日程度食べていますか。（〇はそれぞ

れ１つずつ） 

①朝食習慣 

【図11-6① 朝食習慣】 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食習慣は、「ほぼ毎日」が 86.1％と最も多く、次いで「週に４～５日」が 1.2％、「ほと

んど食べない」が 1.1％、「週に２～３日」が 0.4％となっています。（図 11-6①） 

 

 

②夕食習慣 

【図11-6② 夕食習慣】 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食習慣は、「ほぼ毎日」が 87.2％と最も多く、次いで「ほとんど食べない」が 0.9％、「週

に４～５日」が 0.4％、「週に２～３日」が 0.2％となっています。（図 11-6②） 
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７．朝食・夕食を一緒に食べる人 

問26(2) 宛名のお子さまは、朝食・夕食を誰と食べることが多いですか。（複数回答可） 

①朝食を一緒に食べる人 

【図１１‐７① 朝食を一緒に食べる人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食を一緒に食べる人は、「母親」が 73.8％と最も多く、次いで「きょうだい（兄弟姉妹）」

が 42.6％、「父親」が 32.6％となっています。（図 11-7①） 

 

 

 

②夕食を一緒に食べる人 

【図１１‐７② 夕食を一緒に食べる人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食を一緒に食べる人は、「母親」が 83.6％と最も多く、次いで「きょうだい（兄弟姉妹）」

が 43.3％、「父親」が 41.9％となっています。（図 11-7②） 

  

83.6

41.9

5.7

2.9

43.3

2.0

1.2

1.1

10.7

0 20 40 60 80 100

母親

父親

祖母

祖父

きょうだい（兄弟姉妹）

本人（お子さま）のみ

その他

わからない

無回答

(MA%)
(n=561)

73.8

32.6

2.0

0.5

42.6

4.6

0.7

0.9

10.5

0 20 40 60 80 100

母親

父親

祖母

祖父

きょうだい（兄弟姉妹）

本人（お子さま）のみ

その他

わからない

無回答

(MA%)
(n=561)
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８．京都市の子育て環境で充実していると思うこと 

問27(1) 京都市の子育て環境で、充実していると思うことは何ですか。（複数選択可） 

【図１１‐8 京都市の子育て環境で充実していると思うこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市の子育て環境で充実していると思うことは、「子どもの医療環境の充実」が 41.5％と

最も多く、次いで「子育て世帯への経済的支援の充実（保育料補助、医療費削減等）」が 17.5％、

「教育環境（学校・習い事等）の充実」が 13.5％となっています。（図 11-8） 

 

 

  

41.5

13.5

7.1

17.5

4.1

5.0

8.9

3.6

5.5

17.8

19.1

0 10 20 30 40 50

子どもの医療環境の充実

教育環境（学校・習い事等）の充実

子ども向け体験型施設の充実

子育て世帯への経済的支援の充実
（保育料補助、医療費削減等）

子育てに関する相談体制の整備

近隣保育所等での預かり保育

子どもの安心安全な活動場所・遊び場の確保

地域や社会全体での子育ての応援体制

親や子供向け地域コミュニティの活動が
活発であること

その他

無回答

(MA%)
(n=561)
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９．住む場所を選ぶ際に重視すること 

問27(2) 住む場所を選ぶ際に何を重視しますか。（○は３つまで） 

【図１１‐9 住む場所を選ぶ際に重視すること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住む場所を選ぶ際に重視することは、「日常の買い物等で不便がないこと」が 53.3％と最も

多く、次いで「子育て環境の充実」が 48.0％、「公共交通機関の充実」が 35.5％、「十分な広

さや日照等、快適な住宅の供給」が 28.5％、「公園等自然豊かな生活環境」が 25.8％となっ

ています。（図 11-9） 

  

6.8

7.8

48.0

19.3

2.1

11.6

28.5

25.8

53.3

35.5

5.5

6.4

11.1

0 20 40 60

妊娠・出産の支援の充実

育児休業制度の取得促進等の、
仕事と子育ての両立支援の充実

子育て環境の充実

教育環境の充実

文化芸術的環境の整備がなされていること

安価な住宅の供給

十分な広さや日照等、快適な住宅の供給

公園等自然豊かな生活環境

日常の買い物等で不便がないこと

公共交通機関の充実

就労先の選択肢が多いこと

その他

無回答

(MA%)
(n=561)
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12 お子さまとの居場所・遊び場について 

１．休日や平日の隙間時間に子どもを遊ばせる場所 

問28(1) 宛名のお子さまについて、休日や平日の隙間時間（幼稚園・保育施設等を利用し

ていない時間帯など）に、どこで遊ばせることが多いですか。（複数回答可） 

【図12-1 休日や平日の隙間時間に子どもを遊ばせる場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日や平日の隙間時間に子どもを遊ばせる場所は、「自宅」が 79.9％と最も多く、次いで

「公園・ちびっこひろば」が 66.7％、「家の近くの路地や道路」が 23.5％、「親戚や知人宅」

が 12.7％、「民間の商業施設」が 11.4％となっています。（図 12-1） 

  

66.7

23.5

79.9

9.6

12.7

7.1
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その他

無回答

(MA%)
(n=561)
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２．近所の公園に期待すること 

問28(2) 近所の公園に対して、どんなことを期待しますか。（○は３つまで） 

【図12-2 近所の公園に期待すること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近所の公園に期待することは、「子どもの見守りがしやすい環境であること」が 54.4％と最

も多く、次いで「かけっこなど走り回れる空間があること」が 48.1％、「遊具が充実している

こと」が 46.0％、「きれいで機能が充実したトイレがあること」が 39.9％、「緑が豊かで自然

とふれあえること」が 33.3％となっています。（図 12-2） 
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きれいで機能が充実したトイレがあること

飲食や物販などの賑わい施設があること

イベントなどが開催されること

今のままでよい

その他

無回答

(MA%)
(n=561)
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３．屋内の施設に望む環境 

問28(3) 屋内の施設に対して、どのような環境を望みますか。（複数回答可） 

【図12-3 屋内の施設に望む環境】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内の施設に望む環境は、「好きなこと・興味のあることができる」が 68.4％と最も多く、

次いで「通いやすさ（金銭面・距離面・長時間開設など）」が 64.5％、「保護者・子どもが新

たな遊びや知識を得られる」が 37.3％となっています。（図 12-3） 
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通いやすさ（金銭面・距離面・長時間開設など）

その他

無回答

(MA%)
(n=561)
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13 自由記述 

 

カテゴリー 主な御意見 

教育費・医療費

等 

・子ども医療費が安くなったことがすごくありがたい。 

・教育費や医療費の支援がもっと充実してほしい。 

・保育料を安くしてほしい。所得制限をなくしてほしい。 

・子育て世代への支援が非課税世帯に偏り、中間層への支援が乏しい。 

など 

遊び場 

・大型の公園が少ない。 

・新しい遊具が充実した公園を作ってほしい。 

・子どもが自由に遊べる場がほしい。 

・屋内屋外共に子どもが遊べる無料の施設が少ない。 

など 

学校 

・中学校の給食を実施してほしい。 

・老朽化している学校等の施設をなんとかしてほしい。 

など 

子育て支援 

・気軽に、短時間子どもを預けられる施設があると助かる。 

・就労していても子どものための時間が取れるようになりたい。 

・育児休業や短時間勤務制度があっても、利用しづらい職場の雰囲気があ

る。 

・医療等は、夜中や休日でも受け入れてもらえてありがたい。 

など 

教育 

・平等にレベルの高い教育を受けられるようにしてほしい。 

・義務教育以外にも習い事や高校・大学の援助をしてほしい。 

など 

 

  

本アンケートや行政に期待する支援施策に関すること等で、ご意見がございましたらご記

入ください。 
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