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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

１　人口・世帯数の状況

　(1) 人口の推移

　　大きな変動はなく推移し、平成20年の人口は94,851人となっています。

(2) 世帯数及び一世帯当たりの世帯人員の推移

　　世帯数は、平成17年以降緩やかに増加し、平成20年で31,224世帯となっています。しかしなが

　ら、一世帯当たりの世帯人員は、平成17年3.16人から平成20年には3.04人と減少しています。
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資料：住民基本台帳(各年10月１日現在)

人口の推移
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資料：住民基本台帳(各年10月１日現在)
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　(3) 児童人口(０歳～18歳未満)の推移

　　大きな変動はなく推移し、平成20年は16,172人となっています。
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資料：住民基本台帳(各年10月１日現在)

一世帯当たりの世帯人員
(単位：人)
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資料：住民基本台帳(各年10月１日現在)

児童人口(０歳～18歳未満)の推移
(単位：人)
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(4) 出生者数の推移

　　平成17年以降緩やかに増加し、平成19年で847人となっています。
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資料：富山県人口動態統計
(次年度12月公表)
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(5) 合計特殊出生率の推移

　　平成17年は、県を下回っていますが、その他の年はすべて国・県を上回っています。

資料：富山県人口動態統計
(次年度12月公表)

合計特殊出生率の推移
(単位：人)
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

(6) 平均初婚年齢

　　男女ともに年々上昇し、平成19年本市では、男性が30.5歳、女性が28.1歳です。

資料：富山県人口動態統計
(次年度12月公表)

射水市と富山県の平均初婚年齢
(単位：人)
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(7) 婚姻、離婚件数の推移

　　婚姻件数は、減少しています。また、離婚件数は、増加の変動がみられます。
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資料：富山県人口動態統計
(次年度12月公表)

射水市婚姻件数の推移
(単位：件)
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資料：富山県人口動態統計
(次年度12月公表)

射水市離婚件数の推移
(単位：件)
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

(8) 児童人口推計

　　平成22年の人口推計は96,137人、平成26年には2,597人（2.7％）減少し93,540人となります。

　また、児童人口の推計は、平成22年には16,235人で平成26年には、1,570人（9.7%)減少し、

　14,665人と推計されます。

　平成17年から平成21年まで（各年4月1日現在)の「住民基本台帳人口」及び「外国人登録人口」を用い、

コーホート変化率法で推計を行うものです。

(単位：人)

年齢

０ ～ ５ 歳

６～ 1 7 歳

児童人口計

推計総人口

対総人口比
(％)
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4/1(実績)

平成22年
(推計)
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※１

※１　コーホート変化率法

　　　　同じ年または、同じ時期に生まれた人々の集団（コーホート）について「自然増減（出生と死亡）」及

　　　び「純移動（転入と転出）」という２つの「人口移動要因」それぞれについて将来値を仮定し、それに基

　　　づいて将来人口を推計する統計上の方法。
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

２　就労の状況

(1) 産業別就業者数

　　全産業に占める割合として、一次産業、二次産業が減少し、三次産業は増加しています。また、

　全産業の就業者数は、緩やかに減少しています。

資料：国勢調査

産業別就業者数
(単位：人)　( )内は割合％
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(2) 男女別労働人口と割合

　　男女別労働人口の割合は、男性が女性に比べ半数以上を占めています。男女比でみると、男性

　の割合が微減し、女性の割合が微増しています。

資料：国勢調査

男女別労働人口
(単位：人)　( )内は割合％
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

(3) 女性の労働力率・就業率・共働き率

　　女性の労働力率・就業率・共働き率は、ともに、国・県と比べ割合が高くなっています。共

　働き率については、国を12.8％上回り、58.0％となっています。

※１

※１　労働力率：15歳以上の人口に占める労働力人口（就業者と失業者の計）の割合

※２　就業率：15歳以上の人口に占める就業者の割合

※２

資料：平成17年国勢調査

女性の労働力率・就業率・共働き率
(単位：％)
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

３　子育ての支援状況

(1) 保育園の状況

　　全保育園数は26か所で変わりませんが、定員数は毎年増加しています。公立保育園より私立保

　育園の方が稼働率は高くなっています。

(2) 幼稚園の状況

　　全園児数は、平成19年度まで増加してきましたが、平成20年度で減少しています。

資料：子ども課
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資料：学校基本調査
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

(3) ファミリーサポートセンター事業の状況(１か所)

　　依頼会員、協力会員、両方会員は、ともに増加してきましたが、利用延べ件数は増減がみら

　れます。

※１

(説明)

ファミリーサポートセンターへ会員登録をしている方で以下の事由により区分しています。

※１　依頼会員

　　　子どもの預かり等の援助をお願いする方

※２　協力会員

　　　子どもの預かり等の援助を協力する方

※３　両方会員

　　　子どもの預かり等の援助を依頼し、協力する方

※２

資料：子ども課

放課後児童クラブ(学童クラブ)利用状況
(単位：人)
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資料：子ども課
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(4) 放課後児童クラブ（学童保育）利用状況

　　在籍者数は全体として緩やかに増加しています。
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

(5) 乳幼児健康診査の受診状況

　　全体として受診率は高くなっています。乳幼児の年齢が上がるごとに受診率が減少しています。

資料：富山県母子保健の現況調査

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

対 象 者 数

受 診 者 数

受 診 率

対 象 者 数

受 診 者 数

受 診 率

対 象 者 数

受 診 者 数

受 診 率

797

789

99.0%

875

855

97.7%

900

866

96.2%

833

821

98.6%

819

793

96.8%

953

923

96.9%

866

848

97.9%

858

845

98.5%

893

864

96.8%

840

832

99.0%

848

837

98.7%

855

835

97.7%

３～４か月児
健康診査

１歳６か月児
健康診査

３歳６か月児
健康診査

(6) 幼児歯科健康診査の受診状況

　　全体として、受診率は年々高くなっています。

資料：富山県母子保健の現況調査

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

対 象 者 数

受 診 者 数

受 診 率

対 象 者 数

受 診 者 数

受 診 率

875

855

97.7%

900

866

96.2%

819

793

96.8%

953

922

96.7%

858

845

98.5%

893

864

96.8%

848

837

98.7%

855

835

97.7%

１歳６か月児
健康診査

３歳６か月児
健康診査
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

(7) 図書館個人登録者数と貸出冊数

　　登録者数は年々増加しています。

資料：教育総務課

図書館個人登録者数と貸出冊数
(単位：冊)
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420,000

430,000

440,000
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490,000
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31,952
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(8) 都市公園の整備状況

　　市内の都市公園は145か所、面積112.4haとなっています。

　　　平成20年度

19,42519,425

資料：都市計画課

種　　別 箇　所 面　積(ha)

住区基幹公園

都市基幹公園

特 殊 公 園

緑　地　等

合　　　計

街 区 公 園

近 隣 公 園

地 区 公 園

総 合

運 動

風 致 公 園

動 植 物 公 園

歴 史 公 園

墓 園

そ の 他

111

8

3

0

1

1

0

1

0

0

20

145

19.6

14.8

13.3

0.0

9.4

19.7

0.0

1.6

0.0

0.0

34.0

112.4
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

４　射水市次世代育成支援行動計画策定のためのニーズ調査の結果概要

　調査方法

　　(1) 就学前児童（０～２歳児）のいる家庭

　　　　あらかじめ抽出された被調査対象者に郵送で調査票を配布、返信用封筒で回収

　　(2) 就学前児童（３～５歳児）のいる家庭

　　　　幼稚園･保育園を通じてあらかじめ抽出された被調査対象者に調査票を配布回収

　　(3) 就学児童（小学１年～６年生）のいる家庭

　　　　小学校を通じてあらかじめ抽出された被調査対象者に調査票を配布回収

平成21年１月実施

調査の対象 調査票配付数 回 収 数 回 収 率

就学前児童(０～５歳児)
のいる家庭

就学児童(小学１～６年)
のいる家庭

合　　計

1,200

1,200

2,400

891

1,078

1,969

74.3%

89.8%

82.0%
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(1) 父母の就労状況

　ア　就学前児童を養育する父母

　　　父親は96.5%、母親は28.1%が「全時間労働（フルタイム）」で働いています。

　　　また、母親は「全時間労働だが、育児休暇･介護休業中」5.6%と「パートタイム･アルバイ

　　ト36.1%と合わせると、69.8%が就労しています。

父親の就労状況

全時間労働(フルタイム)

全時間労働(フルタイム)

だが、育休・介護休業中

パートタイム･アルバイト

以前は仕事をしていたが

現在はしていない

これまでに仕事をした

ことがない

無回答

(単位：人)

837
(96.5%)

無回答 16 (1.8%)

以前就職 8 (0.9%)

パート 5 (0.6%)

母親の就労状況

全時間労働(フルタイム)

全時間労働(フルタイム)

だが、育休・介護休業中

パートタイム･アルバイト

以前は仕事をしていたが

現在はしていない

これまでに仕事をした

ことがない

無回答

(単位：人)

249
(28.1%)

249
(28.1%)

320
(36.1%)
320

(36.1%)

12(1.4%)

50(5.6%)50(5.6%)

7(0.8%)
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

　イ　就学児童を養育する父母

　　　父親は96.3%、母親は38.5%が「全時間労働（フルタイム）」で働いています。

　　　また、母親は、「全時間労働だが、育児休暇･介護休業中」0.8%と「パートタイム･アルバ

　　イト」45.5%と合わせると、84.8%が就労しています。

父親の就労状況

全時間労働(フルタイム)

全時間労働(フルタイム)

だが、育休・介護休業中

パートタイム･アルバイト

以前は仕事をしていたが

現在はしていない

これまでに仕事をした

ことがない

無回答

(単位：人)

963
(96.3%)

無回答 19 (1.9%)

以前就職 10 (1.0%)

パート 5 (0.5%)

育休･介護休 3 (0.3%)

母親の就労状況

全時間労働(フルタイム)

全時間労働(フルタイム)

だが、育休・介護休業中

パートタイム･アルバイト

以前は仕事をしていたが

現在はしていない

これまでに仕事をした

ことがない

無回答

(単位：人)

408
(38.5%)

145
(13.7%)

6(0.6%)

8(0.8%)

11(1.0%)

482
(45.5%)
482
(45.5%)



(単位：人)　( )内は割合
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

(2) 保育サービス等の利用状況（就学前児童）

　　０～５歳児の76.2%が保育園、幼稚園に通っている、又は、日頃定期的に預けるサービスを利

　用しています。

保育サービス等の利用状況

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

209
(23.5%)

679
(76.2%)
679

(76.2%)

3
(0.3%)

保育サービスを利用している
保育サービスを利用していない
無回答

保育サービス等の利用内訳(複数回答)

　ア　保育サービス等の利用内訳(複数回答)

　　　「保育園」が最も多く79.1%、次に「幼稚園」が19.0%となっています。

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

無回答ファミリーサゼ
ートセンター

ベビーシッターその他の保育施設幼稚園預かり保育幼稚園一時預かり施設事業所案内保育施設保育園

％

79.1%

1.5% 0.4%

19.0%

2.9%
0.4% 0.1% 0.3% 0.4%

無
回
答

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

そ
の
他
の
保
育
施
設

幼
稚
園
預
か
り
保
育

幼
稚
園

一
時
預
か
り
施
設

事
業
所
内
保
育
施
設

保
育
園

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

　イ　保育サービス（保育園、幼稚園等）を利用している理由

　　　子どもの面倒を主に見ている人が「働いている」が71.9%と最も多く、次いで「子どもの教

　　育のため」が13.3%、「仕事をする予定がある／休職中である」が6.6%となっています。

(3) 放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況

　　就学児童の放課後児童クラブの利用状況は１年生が33.3%で一番多く、学年が上がると利用率

　は減少しています。

(単位：％)
放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況

209
(23.5%)

1.3

無回答

保育サービスを利用している理由

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

％

71.9%

6.6%

0.6% 0.6% 0.1%

13.3%

3.2% 3.7%

無
回
答

そ
の
他

学
生
で
あ
る

働
い
て
い
る

子
ど
も
の

教
育
の
た
め

病
気
や
障
害
を

も
っ
て
い
る

家
族
・
親
族
な
ど
を

介
護
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

仕
事
を
す
る
予
定

が
あ
る
／

求
職
中
で
あ
る

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答

利用していない

利用している

３年生

２年生

１年生

利用している 利用していない

33.3 65.4

22.4 77.6

21.4 78.0

33.3 65.4

22.4 77.6

21.4 78.0

0.0

0.6



(単位：％)
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(4) 子どもの病気への対応について

　ア　未就学児童

　　　86.2%が過去１年間に子どもが保育園や幼稚園を休んだ経験があると回答しており、そのう

　　ち、67.7%は母親が仕事を休んで対応しています。

過去１年間に子どもが保育園や幼稚園を休んだ経験の有無（未就学児童）

子どもが保育園や幼稚園を休んだときの対処方法（複数回答）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

無回答その他子どもファミリーベビー病児・働いて同居人母親が父親が

％

17.1

42.1

20.2

0.0 0.20.3 1.4 2.1

無
回
答

そ
の
他

母
親
が
仕
事
を
休
ん
だ

父
親
が
仕
事
を
休
ん
だ

子
ど
も
だ
け
で
留
守
番

し
た

(単位：％)

2.2%

無回答あった なかった

67.7

0.9

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
に
お
願
い
し
た

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
頼

ん
だ

病
児
・
病
後
児
保
育
を

利
用
し
た

働
い
て
い
な
い
保
護
者

が
み
た

(

同
居
者
を
含
む)

親
族
・

知
人
に
預
け
た

11.6%

86.2%

11.6%

86.2%



(単位：％)

過去１年間に子どもが学校を休んだ経験の有無（就学児童）

子どもが学校を休んだ場合の対処方法（複数回答）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

無回答その他子どもファミリーベビー働いて同居人母親が父親が

％

8.6

40.6

19.4

0.0

11.3

0.2 1.2

無
回
答

そ
の
他

母
親
が
仕
事
を
休
ん
だ

父
親
が
仕
事
を
休
ん
だ

子
ど
も
だ
け
で
留
守
番

し
た

(単位：％)

2.1%

無回答あった なかった

54.3

0.7

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
に
お
願
い
し
た

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
頼

ん
だ

働
い
て
い
な
い
保
護
者

が
み
た

(

同
居
者
を
含
む)

親
族
・

知
人
に
預
け
た
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　イ　就学児童

　　　55%が過去1年間に子どもが学校を休んだ経験があると回答しており、そのうち、54.3%は母

　　親が仕事を休んで対応しています。

42.9%
55.0%

42.9%
55.0%
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(5) 子育てに関する事業の今後の方向性について

　ア　地域における子育ての支援

　　　就学前児童では「保育園、幼稚園の運営」が、就学児童では「放課後児童クラブ(学童保育)

　　の運営」が「特に力を入れるべき」と「やや力を入れるべき」を合わせた数値が最も多くなっ

　　ています。

就学前児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に

無回答今後は必要ない 分からない

子育て支援センター､
つどいの広場の運営

保育園､幼稚園の運営

児童館の運営

放課後児童クラブ
(学童保育)の運営

子育て支援の
ネットワークづくり

子育てに関する
情報提供

16.6 36.1

0.8

29.0 36.7

0.2

21.5 32.4

0.2

15.8 14.7

0.6

16.5 19.1

0.4

26.0 22.2

0.7

6.4 34.6 5.5

21.7 8.2 4.3

11.4 29.7 4.6

24.6 40.0 4.4

8.6 51.2 4.2

14.4 32.4 4.3

6.4 34.6 5.5

21.7 8.2 4.3

11.4 29.7 4.6

24.6 40.0 4.4

8.6 51.2 4.2

14.4 32.4 4.3

就学児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に

子育てに

子育て

放課後

児童館

保育園

子育て

無回答今後は必要ない 分からない

子育て支援センター､
つどいの広場の運営

保育園､幼稚園の運営

児童館の運営

放課後児童クラブ
(学童保育)の運営

子育て支援の
ネットワークづくり

子育てに関する
情報提供

14.9 31.6

0.7

23.3 40.5

1.0

21.1 41.4

0.7

22.1 27.9

0.7

16.8 26.5

0.5

22.9 28.8

0.6

5.5 38.9 8.3

11.3 16.5 7.3

11.2 18.5 7.1

16.1 26.3 6.8

7.2 41.3 7.7

9.6 30.8 7.3

5.5 38.9

11.3 16.5

11.2 18.5

16.1 26.3

7.2 41.3

9.6 30.8

8.3

7.3

7.1

6.8

7.7

7.3
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　イ　母と子の健康の確保及び増進

　　　就学前児童、就学児童ともに「妊産婦や子どもの医療体制」が「特に力を入れるべき」と「や

　　や力を入れるべき」を合わせた数値が最も多くなっています。

就学前児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に

妊産婦や子

妊産婦や

むし歯

育児教室

育児に

乳幼児

妊産婦

無回答今後は必要ない 分からない

妊婦健康診査の助成 23.9 37.6

0.3

24.7 47.0
0.2

13.4 43.4

0.4

10.4

57.7

1.6

18.9

38.6

0.3

24.2

42.0

0.3

50.2

23.1

22.3 11.4 4.4

19.3 4.83.9

8.3 30.0 4.5

27.9 4.35.6

7.3 3.9

25.7 7.4

3.5

11.9

3.7

4.626.4

22.3 11.4 4.4

19.3 4.83.9

8.3 30.0 4.5

27.9 4.35.6

7.3 3.9

25.7 7.4

3.5

11.9

3.7

4.626.4

乳幼児健康診査､
予防接種

育児に関する相談事業

育児教室(パパママ教室)

むし歯予防事業
(予防教室､フッ素洗口)

妊産婦や子どもの
医療体制

妊産婦や子どもの
医療費の助成

就学児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に

妊産婦や子

妊産婦や

むし歯

育児教室

育児に

乳幼児

妊産婦

無回答今後は必要ない 分からない

妊婦健康診査の助成 19.7 39.5

0.6

19.4 46.2
0.7

14.1 41.7

0.9

10.7

56.1

0.8

16.0

39.1

0.7

21.7

44.2

0.6

44.9

18.3

乳幼児健康診査､
予防接種

育児に関する相談事業

育児教室(パパママ教室)

むし歯予防事業
(予防教室､フッ素洗口)

妊産婦や子どもの
医療体制

妊産婦や子どもの
医療費の助成

0.6

0.4

10.2 21.3 8.6

11.9 13.8 8.0

5.3 29.6 8.4

31.4 8.53.6

12.0 8.3

19.1 11.7

7.3

7.0

7.7

9.620.1

10.2 21.3 8.6

11.9 13.8 8.0

5.3 29.6 8.4

31.4 8.53.6

12.0 8.3

19.1 11.7

7.3

7.0

7.7

9.620.1
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　ウ　子どもの健やかな成長のための教育環境の整備

　　　就学前児童、就学児童ともに「図書館、文化・スポーツ施設の整備」が「特に力を入れるべ

　　き」と「やや力を入れるべき」を合わせた数値が最も多くなっています。

就学前児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に

図書館

子どもが

教育

家庭

子どもの

無回答今後は必要ない 分からない

子どもの生きる力(知･徳･体)を
はぐくむ学校教育の取組

19.8

0.2

21.3

22.3 23.3

0.4

16.6

29.3

0.7

23.0

31.5

22.9

26.5

家庭､学校､地域との連携

教育に関する相談事業

子どもが参加･体験する
地域活動､行事

図書館､文化･スポーツ
施設の整備

0.6

0.3

就学児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に

図書館

子どもが

教育

家庭

子どもの

無回答今後は必要ない 分からない

子どもの生きる力(知･徳･体)を
はぐくむ学校教育の取組

29.1

0.4

37.8

27.4 44.8

0.3

23.6

46.3

0.4

27.3

40.7

39.1

30.9

家庭､学校､地域との連携

教育に関する相談事業

子どもが参加･体験する
地域活動､行事

図書館､文化･スポーツ
施設の整備

1.5

0.1

37.316.8 4.6

16.9

9.5

32.4 4.5

45.3 4.9

10.9

14.8

31.6 4.6

22.2 4.6

37.316.8 4.6

16.9

9.5

32.4 4.5

45.3 4.9

10.9

14.8

31.6 4.6

22.2 4.6

9.215.2 8.3

12.2

8.2

7.6 7.7

21.1 7.7

9.6

16.2

8.0 7.3

5.3 6.8

9.215.2 8.3

12.2

8.2

7.6 7.7

21.1 7.7

9.6

16.2

8.0 7.3

5.3 6.8
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　エ　子育てを支援する生活環境の整備

　　　就学前児童では「親子が安心して歩行できる道路環境の整備」が、就学児童では「公園や緑

　　地などの子どもの遊び場の整備」が「特に力を入れるべき」と「やや力を入れるべき」を合わ

　　せた数値が最も多くなっています。

就学前児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に
住まい

親子が

公園や

無回答今後は必要ない 分からない

公園や緑地などの
子どもの遊び場の整備

親子が安心して歩行
できる道路環境の整備

住まいの広さなどの
子育てしやすい居住環境

35.9

38.7

25.5

24.9

22.9

40.3

0.3

0.4

0.6

就学児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に
住まい

親子が

公園や

無回答今後は必要ない 分からない

公園や緑地などの
子どもの遊び場の整備

親子が安心して歩行
できる道路環境の整備

住まいの広さなどの
子育てしやすい居住環境

38.6

37.8

27.6

28.5

30.1

45.8

0.1

0.2

0.6

30.2

27.5

17.4

4.2

6.2

11.9

4.5

4.3

4.4

30.2

27.5

17.4

4.2

6.2

11.9

4.5

4.3

4.4

24.0

21.4

10.0

2.1

3.7

8.3

6.7

6.9

7.8

24.0

21.4

10.0

2.1

3.7

8.3

6.7

6.9

7.8
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　オ　仕事と家庭の両立支援と若者の自立の促進

　　　就学前児童、就学児童ともに「子育てしながら働きやすい職場環境」が「特に力を入れるべ

　　き」と「やや力を入れるべき」を合わせた数値が最も多くなっています。

就学前児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に
就労

子育て

無回答今後は必要ない 分からない

子育てしながら
働きやすい職場環境

就労支援や結婚奨励
などの若者の自立支援

26.7

22.3

11.7

14.7

0.1

0.9

就学児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に
就労

子育て

無回答今後は必要ない 分からない

子育てしながら
働きやすい職場環境

就労支援や結婚奨励
などの若者の自立支援

33.6

28.5

20.1

20.3

0.5

1.0

46.7

22.7

10.5

34.7

4.3

4.7

46.7

22.7

10.5

34.7

4.3

4.7

30.6

15.3

8.0

26.8

7.2

8.1

30.6

15.3

8.0

26.8

7.2

8.1
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

　カ　子ども等の安全の確保

　　　就学前児童、就学児童ともに「犯罪から子どもを守るための取組」が「特に力を入れるべき」

　　と「やや力を入れるべき」を合わせた数値が最も多くなっています。

就学前児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に
就労

子育て

無回答今後は必要ない 分からない

子どもの交通安全への取組

犯罪から子どもを
守るための取組

26.7

25.4

23.1

16.4

0.1

0.1

就学児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に
就労

子育て

無回答今後は必要ない 分からない

子どもの交通安全への取組

犯罪から子どもを
守るための取組

32.1

30.9

32.0

24.8

0.2

0.2

31.5

39.3

14.5

14.8

4.0

4.0

31.5

39.3

14.5

14.8

4.0

4.0

24.5

31.8

4.2

5.1

7.1

7.2

24.5

31.8

4.2

5.1

7.1

7.2
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第２章　子どもと家庭を取り巻く現状

　キ　要保護児童への対応などきめ細かな取組

　　　就学前児童では「虐待防止のための取組」が、就学児童では「障害児に対する支援」が「特

　　に力を入れるべき」と「やや力を入れるべき」を合わせた数値が最も多くなっています。

就学前児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に
障害児

ひとり

児童

無回答今後は必要ない 分からない

児童虐待防止のための取組

ひとり親家庭に対する支援

16.5

15.5

14.0

15.9

0.0

1.6

障害児に対する支援 16.2 13.0

0.0

就学児童

今のままでよい特に力を入れるべき やや力を入れるべき

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

無回答

分からない

今後

今の

やや

特に
障害児

ひとり

児童

無回答今後は必要ない 分からない

児童虐待防止のための取組

ひとり親家庭に対する支援

19.3

18.9

20.9

20.5

0.5

0.9

障害児に対する支援 18.3 16.8

0.6

21.8

16.6

42.9

45.8

4.8

4.6

21.2 45.1 4.5

21.8

16.6

42.9

45.8

4.8

4.6

21.2 45.1 4.5

17.0

15.2

34.9

37.2

7.5

7.2

19.0 38.3 7.0

17.0

15.2

34.9

37.2

7.5

7.2

19.0 38.3 7.0
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