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第３章 資料編 

１． アンケート調査票見本 
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２． 経年変化 

「健やか親子 21 とよなか」の背景となる母子保健の現状と課題を探るため、市民の妊 

娠・出産・育児に対する意識について平成 18 年、13 年にアンケート調査を実施していま

す。平成 23 年調査（以降「今回の調査」）結果が、これまでとどのように変化している

のか分析しました。 

なお、平成 18、13 年の調査は０－３歳であったため、今回のアンケート調査から０－

３歳のみを対象に集計をし直し比較をしています。 

 
（１） 回答者の属性 

 父親・母親の年齢 

父親・母親の年齢とも平成 18 年調査に比べて、30 歳代の割合が高くなっていま

す。特に母親では約 10 ポイント増えています。また、40 歳代についても平成 18

年に比べて父親・母親とも 6 ポイント前後増えています。 

図表 85 父親の年齢               図表 86 母親の年齢 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもの年齢 

子どもの年齢については、大きな違いはみられず、おおむねどの年齢も同割合

となっています。 

図表 87 子どもの年齢 
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 子どもの性別 

子どもの性別については、平成 18 年、13 年調査は「男」の割合の方が「女」の

割合を上回っていましたが、今回の調査では男女の割合が同割合となっています。 

図表 88 子どもの性別 

 

 

 昼間の主な保育者 

昼間の主な保育者については、大きな違いはみられないものの、今回調査では

母親以外では、「保育施設（保育所・幼稚園・無認可保育施設・その他）」の割合

がやや高くなっています。 

図表 89 昼間の主な保育者 
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 きょうだいの有無 

きょうだいの有無については、今回調査では「いない」の割合が増加していま

す。 

図表 90 きょうだいの有無 

 

 

 きょうだいの人数 

きょうだいの人数については、今回調査では「１人」が半数以上となっており、

増えています。 

図表 91 きょうだいの人数 

 

 

 

 

62.7

38.9

54.7

36.4

50.8

42.4 2.9

10.3

0.9

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

平成23年調査

平成18年調査

平成13年調査

いない いる 不明

55.1

38.9

30.9

33.9

38.8

39.1 12.9

10.7

9.5

1.2

1.0

0.9

0.0

0.2

0.0
0.2

0.1

0.0

0.4

15.8

10.4

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

平成23年調査

平成18年調査

平成13年調査

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 不明



 

62 

 生まれた順番 

生まれた順番についても、今回調査では半数以上が「１番目」となっており、

増えています。 

図表 92 生まれた順番 

 

 

 家族構成 

子どもの家族構成については、今回調査では「親子」が平成 18 年、13 年調査に

比べて約 10 ポイント増えています。 

図表 93 家族構成 
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 本市における居住年数 

豊中市での居住年数についてみると、今回調査は平成 18 年、13 年調査に比べて

「２年未満」、「２年以上～３年未満」、「３年以上～４年未満」といった比較的居

住年数が低い人の割合が高くなっています。 

図表 94 本市における居住年数 
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 母親の就労状況 

母親の就労状況についてみると、今回調査では働いている人（「はい」という回

答）の割合は平成 18 年調査と同割合となっています。また、「育児休業中」の人

の割合は平成 18 年、13 年調査に比べて高くなっています。 

図表 95 母親の就労状況 

 

 

 母親の就労形態 

母親の就労形態についてみると、今回調査は平成 18 年、13 年調査に比べて「常

勤」の割合が高くなっている一方で、「パート・アルバイト」の割合が低くなって

います。 

図表 96 母親の就労形態 
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 母親の勤務時間 

母親の勤務時間については、今回調査は平成 18 年、13 年調査に比べて「７～８

時間」の割合が高くなっています。 

図表 97 母親の勤務時間 

 

 

 

 母親が仕事を辞めた時期 

母親が仕事を辞めた時期についてみると、今回調査は平成 18 年、13 年調査に比

べて「結婚前後」の割合が低くなっています。「妊娠後」、「出産後」については、

今回調査と平成 18 年調査ではほぼ同割合となっています。 

図表 98 母親が仕事を辞めた時期 
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 父親の就労状況 

父親の就労状況についてみると、大きな違いはみられず、大半が就労して（「は

い」という回答）います。 

図表 99 父親の就労状況 

 

 

 父親の就労形態 

父親の就労形態についてみると、今回調査は平成 18 年、13 年調査に比べて「常

勤」の割合がやや低くなっています。 

図表 100 父親の就労形態 
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 父親の勤務時間 

父親の勤務時間については、大きな違いはみられないものの、「11～12 時間」、

「13 時間以上」の割合が平成 18 年に比べてやや低くなっています。 

図表 101 父親の時間 
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（２） 妊娠・出産・育児について 

 妊娠・出産に関して満足できた点 

妊娠・出産に関して満足できた点については、上位にあげられているものに大

きな違いはみられないものの、今回調査は「医療や保健サービスについての情報」、

「妊娠、出産、育児についての不安への対応」、「妊婦（両親）教室」、「職場の理

解や対応」の割合が平成 18 年、13 年調査に比べて高くなっています。 

図表 102 妊娠・出産に関して満足できた点 
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 妊娠・出産に関して満足できなかった点 

妊娠・出産に関して満足できなかった点については、平成 18 年、13 年調査同様

「特にない」人の割合が最も高くなっています。満足しなかった点としてあげら

れているものでは、「妊娠中の受動喫煙の配慮」、「家事や育児などの支援サービス」

をあげる人の割合が、平成 18 年、13 年調査に比べて若干高くなっています。 

図表 103 妊娠・出産に関して満足できなかった点 

   

14.7

6.3

4.6

14.3

6.6

15.5

43.9

3.5

6.0

12.7

15.6

5.2

13.6

13.7

5.9

14.8

1.6

0.0

14.5

7.2

3.6

9.5

9.8

4.6

43.1

1.9

0.0

8.9

9.2

38.3

8.7

9.4

8.1

0 10 20 30 40 50

病産院の設備やスタッフの対応

医療や保健サービスについての情報

妊娠、出産、育児についての不安への対応

妊婦（両親）教室

妊娠中の受動喫煙への配慮

夫の援助など家族環境

職場の理解や対応

家事や育児などの支援サービス

特にない

その他

不明

(%)

平成23年調査

平成18年調査

平成13年調査



 

70 

（３） 妊娠中・育児中の飲酒・喫煙状況 

 妊娠中の飲酒状況 

妊娠中の飲酒については、前回と選択肢が変わっている為、やや比較しづらい

ものの、今回調査は「時々飲んだ」、「ほぼ毎日飲んだ」人の割合が平成 18 年、13

年調査に比べて大幅に低くなっています。 

図表 104 妊娠中の飲酒状況 

 
 

 妊娠中の母親の喫煙状況 

妊娠中の母親の喫煙については、今回調査では「妊娠前より減らして吸ってい

た」、「妊娠前と同様に吸っていた」人の割合が平成 18 年、13 年調査に比べて低く

なっています。 

図表 105 妊娠中の母親の喫煙状況 
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 妊娠中の家族の喫煙状況 

妊娠中の家族の喫煙については、今回調査では「妊婦と別の部屋で吸っていた」、

「妊婦と同じ部屋で吸っていた」人の割合が平成 18 年、13 年調査に比べて低くな

っています。特に同じ部屋で吸っていた人の割合が減少しています。 

図表 106 妊娠中の家族の喫煙状況 

 
 

 職場の分煙状況 

職場の分煙については、今回調査では「分煙されていた」割合が平成 18 年、13

年調査に比べて増加しています。 

図表 107 職場の分煙状況 
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 育児中の母親の喫煙状況 

育児中の母親の喫煙については、今回調査では「吸わない」人の割合が平成 18

年、13 年調査に比べて高くなっている一方で、「子どもと同じ部屋では吸わない」、

「子どもと同じ部屋で吸っている」人の割合が低くなっています。 

図表 108 育児中の母親の喫煙状況 

 
 

 育児中の家族の喫煙状況 

育児中の家族の喫煙については、今回調査では「吸わない」人の割合が平成 18

年、13 年調査に比べて大幅に高くなっている一方で、「子どもと同じ部屋では吸わ

ない」、「子どもと同じ部屋で吸っている」人の割合が低くなっています。 

図表 109 育児中の家族の喫煙状況 
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（４） マタニティブルーの状況 

 マタニティブルーの有無 

マタニティブルーの有無については、平成 18 年、13 年調査に比べて違いはみら

れず、「なった」人は 40％弱となっています。 

図表 110 マタニティブルーの有無 
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 マタニティブルーの対処法 

マタニティブルーの対処方法については、平成 18 年、13 年調査に比べて同じよ

うな傾向がみられます。 

図表 111 マタニティブルーの対処法 
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（５） 生後１か月時点での母乳の状況 

生後１か月の母乳育児の状況についてみると、今回調査では、「与えていた」人

の割合が平成 18 年、13 年調査に比べて高くなっています。 

図表 112 生後１か月の母乳育児の状況 

 

 

（６） 生後１歳までの子どもの寝かせ方 

生後１歳までの子どもの寝かせ方についてみると、今回調査では、「あおむけ」

の人の割合が平成 18 年調査に比べて高くなっています。 

図表 113 生後１歳までの子どもの寝かせ方 
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（７） 子どものかかりつけ医の有無 

 子どものかかりつけ医の有無 

子どものかかりつけ医の有無ついては、今回調査では、「かかりつけ医がいる」

人の割合が平成 18 年、13 年調査に比べて高くなっています。 

図表 114 子どものかかりつけ医のいる人 

 

 

 子どものかかりつけ医に相談できるか 

子どものかかりつけ医のいる人にかかりつけ医に相談できるかどうかをみると、

今回調査では、相談できる人（「はい」という回答）の割合が平成 18 年、13 年調

査に比べて低くなっています。 

図表 115 子どものかかりつけ医に相談できるか 
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（８） 休日・夜間の小児救急病院の認知度 

休日・夜間の小児救急病院の認知度については、今回調査では、「知っている」

人の割合が平成 18 年に比べて低くなっています。 

図表 116 休日・夜間の小児救急病院の認知度 
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（９） 子どもの事故防止のための対策 

子どもの事故防止のための対策についてみると、上位にあげられているものに

大きな違いはみられないものの、今回調査では、「危ないもの（マッチなど）を置

かない」、「口に入れると危険なものを置かない」、「階段に柵をする」、「交通ルー

ルを教える」の割合が平成 18 年、13 年調査に比べてやや高くなっています。 

図表 117 子どもの事故防止のための対策の状況 
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（１０） 子育てサークルへの参加状況 

 子育てサークルへの参加経験 

子育てサークルへの参加経験については、今回調査では、「現在参加している」、

「以前参加したことがある」人の割合が平成 18 年、13 年に比べて高くなっていま

す。一方、「参加したことがない」人の割合は減少しています。 

図表 118 子育てサークルへの参加経験 
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参加している子育てサークルについては、大きな違いはみられず、「地域の子育

てサロン」「市立保育所のサークル（ぴよぴよ、こぐま、パンダ教室など）」への

参加が 60％を超えています。 

図表 119 参加している子育てサークルの種類 
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 子育てサークルへの参加目的 

子育てサークルへの参加目的については、平成 18 年、13 年は「子どもの友達づ

くり」、「自分（保護者）の仲間づくり」をあげる人が多かったのが、今回調査で

は「子どもの友達づくり」が最も多く、次いで「子育てなどの情報交換」となっ

ており、「自分（保護者）の仲間づくり」をあげる人がやや減ってきています。 

図表 120 子育てサークルへの参加目的 

 

 

 子育てに関するテーマの講座への参加経験 

子育てに関するテーマの講座への参加経験については、今回調査では、参加経

験が「ある」人の割合が平成 18 年、13 年に比べて高くなっています。 

図表 121 子育てに関するテーマの講座への参加経験 
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（１１） 育児に関する情報収集先、相談相手 

 育児に関する情報収集先 

育児に関する情報収集先については、上位にあがっているものに大きな違いは

ないものの、上位以外のものでは、今回調査は、「インターネット情報」をあげる

人が平成 18 年、13 年に比べて増加しています。 

図表 122 育児に関する情報収集先 
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 育児に関する不安・悩みの相談相手 

育児に関する不安・悩みの相談相手については、上位にあがっているものに大

きな違いはないものの、上位以外のものでは、今回調査は、「保育所・子育て支援

センターや幼稚園の先生」、「かかりつけ医」、「保健センター（千里・中部・庄内）」

などの専門機関をあげる人が平成 18 年、13 年に比べてやや増加しています。 

図表 123 育児に関する不安・悩みの相談相手 
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（１２） 子どもを預けられる人（場所） 

少しの間子どもを預けられる人や場所については、今回調査は、「保育所一時保

育サービス」をあげる人が平成 18 年、13 年に比べてやや増加しています。 

図表 124 子どもを預けられる人（場所） 
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（１３） 母親の育児状況 

 子どもと過ごす時間の有無 

母親がゆっくりと子どもの相手ができる時間の有無については、今回調査では、

「ある」人の割合が平成 18 年、13 年に比べて大幅に増加しています。 

図表 125 子どもと過ごす時間の有無 

 
 

 育児を楽しいと感じることの有無 

育児を楽しいと感じているかについては、今回調査では、楽しいと感じる人（「は

い」という回答）の割合が平成 18 年、13 年に比べて大幅に増加しています。 

図表 126 育児を楽しいと感じることの有無 
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 母親の心身の調子 

母親の心身の調子については、今回調査では、「心身ともに快調」の人の割合が

平成 18 年、13 年に比べて増加しています。 

図表 127 母親の心身の調子 

 

 

 母親の子育てに自信がもてないことの有無 

母親が子育てに自信がもてないことの有無については、大きな違いはみられず、

自信が持てない人（「はい」という回答）は約 45％います。 

図表 128 母親の子育てに自信がもてないことの有無 
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 母親の子育てに自信が持てない時期 

母親が子育てに自信がもてない時期については、今回調査では平成 18 年、13 年

調査に比べて「いつも自信がもてない」人の割合が高くなっています。 

図表 129 母親の子育てに自信が持てない時期 

 

 

 母親の子育てに自信が持てない状況 

母親が子育てに自信がもてない状況については、上位にあがっているものに大

きな違いはみられないものの、今回調査では平成 18 年に比べて「子どもの要求が

わからない時」の人の割合が低くなっています。 

図表 130 母親の子育てに自信が持てない状況 
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 母親が子どもを虐待していると感じることの有無 

母親が子どもを虐待しているのではないかと感じることの有無については、今

回調査では「はい」の人の割合が、平成 18 年、13 年に比べて低くなっています。 

図表 131 母親が子どもを虐待していると感じることの有無 

 

 

 母親が子どもを虐待していると思うとき 

母親が子どもを虐待しているのではないかと思うときについては、上位にあが

っているものに大きな違いはみられず、「叩くなどの乱暴な扱い」、「心を傷つける

ような言葉や態度」については、平成 18 年、13 年に比べて低くなっていますが、

「厳しいしつけ」はやや増加しています。 

図表 132 母親が子どもを虐待していると思うとき 
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（１４） 父親の育児状況 

 子どもとよく遊んでいるか 

父親が子どもとよく遊んでいるかについては、おおむね大きな違いはみられず、

子どもとよく遊んでいる人（「はい」という回答）の割合が約 65％前後います。 

図表 133 子どもとよく遊んでいるか 

 

 

 育児を楽しいと感じることの有無 

父親が育児を楽しいと感じているかについては、今回調査では、楽しいと感じ

る人（「はい」という回答）の割合が平成 18 年、13 年に比べて増加しています。 

図表 134 育児を楽しいと感じることの有無 
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 父親の心身の調子 

父親の心身の調子については、今回調査では、「心身ともに快調」の人の割合が

平成 18 年、13 年に比べて増加しています。 

図表 135 父親の心身の調子 

 

 

 父親が子どもを虐待していると感じることの有無 

父親が子どもを虐待しているのではないかと感じることの有無については、今

回調査では「はい」の人の割合が、平成 18、13 年に比べてやや低くなっています。 

図表 136 父親が子どもを虐待していると感じることの有無 
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 父親が子ども虐待をしていると思うとき 

父親が子ども虐待しているのではないかと思うときについては、平成 18、13 年

に比べて「心を傷つけるような言葉や態度」や「叩くなど乱暴な扱い」は減少し

ています。一方、平成 18 年に比べ「厳しいしつけ」はやや増加しています。 

図表 137 父親が子ども虐待をしていると思うとき 
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（１５） 父親の育児・家事の実施状況 

 父親の育児の実施状況 

父親の育児の実施状況については、今回調査では「よくしている」、「時々して

いる」人の割合が、平成 18 年、13 年調査に比べてやや増加しています。 

図表 138 父親の育児の実施状況 

 

 

 父親の家事の実施状況 

父親の家事の実施状況については、今回調査では「よくしている」、「時々して

いる」人の割合が、平成 18 年、13 年調査に比べて増加しています。 

図表 139 父親の家事の実施状況 
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 父親の配偶者の精神的な支えとしての役割 

父親が母親の精神的な支えになっているかについては、今回調査では「はい」

とする人の割合が、平成 18 年、13 年調査に比べて大幅に増加しています。 

図表 140 父親の配偶者の精神的な支えとしての役割 
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（１６） 母子保健サービスへの希望 

 乳幼児健診の満足度 

乳幼児健診に満足しているかについては、今回調査では「はい」とする人の割

合が増加し、半数を超えています。 

図表 141 乳幼児健診の満足度 

 

 

 乳幼児健診の感想 

乳幼児健診の感想については、上位にあげられているものに大きな違いはみら

れないものの、今回調査では「信頼がおけて安心できた」、「医師や保健師の話が

勉強になった」、「栄養士の話がためになった」、「心理士の話がためになった」と

答えた人の割合が増加しています。一方、「もっとゆっくり話をする時間がほしか

った」、「決まりだから受けた」と答えた人も増加しています。 

図表 142 乳幼児健診の感想 
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 乳幼児健診を受けなかった理由 

乳幼児健診を受けなかった理由については、今回調査では「豊中市に住んでい

なかった」とする人が半数近くを占めています。 

図表 143 乳幼児健診を受けなかった理由 
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 母子保健サービスに特に望む内容 

母子保健サービスに特に望む内容については、上位にあげられているものに大

きな違いはないものの、今回調査では「予防接種に関する情報提供と相談体制の

充実」をあげる人が、平成 18 年、13 年調査に比べて増加しています。 

図表 144 母子保健サービスに特に望む内容 
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 母子保健サービスに望む内容（優先順位第１位） 

母子保健サービスに望む内容で優先順位第１位については、上位にあげられて

いるものに大きな違いはみられないものの、今回調査では「休日・夜間の小児救

急体制の充実」をあげる人が平成18年、13年調査に比べて大幅に減少しています。 

図表 145 母子保健サービスに望む内容（優先順位第１位） 
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 今後の母子保健サービスの方法・体制に望むこと 

母子保健サービスを進めていくための方法・体制で特に望むことについては、

上位にあげられているものに大きな違いはみられないものの、今回調査では「健

診などのサービスの休日（土曜・日曜）実施」は減少した一方で、「子育てを助け

合い支え合う地域づくり」をあげる割合は増加しています。 

図表 146 今後の母子保健サービスの方法・体制に望むこと 
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