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Ⅰ アンケート調査の概要 

 

 

1. 調査の目的 

 

 

本町では「第 3 期子ども・子育て支援事業計画（計画期間：2025（令和 7）年度～2029

（令和 11）年度）」の策定に向けて、その基礎資料とするニーズ調査を実施し、就学前児童

及び小学生児童がいる世帯を対象に保育等の利用状況や利用意向などを把握することを目

的としてアンケート調査を実施した。 

 

 

2. 実施概要 

 

 

2－1. 実施期間 

・2024（令和 6）年 1月 18日～3月 1日 

※当初回答期限：2024（令和 6）年 2月 9日より延長 

 

2－2. 対象者 

・就学前児童（０～6歳児）のいるニセコ町の全世帯 

・小学生児童のいるニセコ町の全世帯 

※住民基本台帳より抽出 

※世帯数は 2024（令和 6）年 1月 17日 

時点の世帯数 

 

2－3. 調査方法と回収状況 

・調査票はWeb（Googleフォーム）にて作成し、QRコードをはがきに印刷して配布・Web

にて回収（英語版の調査票は郵送で配布・回収） 

・回収状況は、以下のとおり 

図表Ⅰ-2-2 回収状況 

 対象数 
調査票 
未着数 

有効回収数 有効 
回収率※ 合計 Web  郵送 

就学前児童のいる世帯 186 0 92 77 15 49.5% 

小学生児童のいる世帯 232 0 91 85 6 39.2% 

※有効回収率＝有効回収数 ／（対象数－調査票未着数） 

  

図表Ⅰ-2-1 対象者数 

就学前・小学生児童のいる世帯数  

就学前児童
のみ 

小学生児童
のみ 

就学前・小
学生両方 合計 

121 件 167 件 65 件 353 件 
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2－4. 調査結果の表示方法 

・調査結果の比率は、小数点第 2位以下を四捨五入しているため、その合計値が 100.0%に

ならない場合がある。 

・複数回答の設問の場合、回答比率の合計が 100.0%を超える場合がある。 

・グラフ中の「N」とは、その設問の回答者数（母数）を表している。 

・クロス集計表では、無回答を除外しているため、合計と一致しない場合がある。 
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Ⅱ 就学前児童のいる世帯 集計結果 

 

 

１. 住まいの地域について 

 

問 1 住まいの地区 

回答者の住まいの地区は、「1. ニセコ小学校区」が 82.6％、「2. 近藤小学校区」が 17.4％

であった。 

 

図表Ⅱ-1-1 住まいの地区｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 子どもと家族の状況について 

 

問 2 就学前の子どもの年齢 

就学前の子どもの年齢※は、「4歳」が 19.6％と最も多く、次いで「3歳」と「5歳」がと

もに 17.4％、「1歳」が 13.0％であった。 

※就学前の子どもが 2人以上いる場合、一番幼い子どもの年齢を回答 

 

図表Ⅱ-2-1 就学前の子どもの年齢｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．ニセコ小学校区, 

82.6%

２．近藤小学校区, 17.4%

件数 ％

１．ニセコ小学校区 76 82.6%

２．近藤小学校区 16 17.4%

92 100.0%合計

件数 ％

0歳(R5年4月～） 8 8.7%

1歳(R4年4月～R5年3月） 12 13.0%

2歳(R3年4月～R4年3月） 11 12.0%

3歳(R2年4月～R3年3月） 16 17.4%

4歳（H31年4月～R2年3月） 18 19.6%

5歳(H30年4月～H31年3月） 16 17.4%

6歳(H29年4月～H30年3月） 10 10.9%

無回答 1 1.1%

92 100.0%合計

0歳(R5年4月～）

1歳(R4年4月～R5年3月）

2歳(R3年4月～R4年3月）

3歳(R2年4月～R3年3月）

4歳（H31年4月～R2年3月）

5歳(H30年4月～H31年3月）

6歳(H29年4月～H30年3月）

無回答

8.7%

13.0%

12.0%

17.4%

19.6%

17.4%

10.9%

1.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
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問３ 就学前の子どもの人数 

就学前の子どもの人数は、「1人」が 60.9％と最も多く、次いで「2人」が 35.9％、「3人」

が 2.2％であった。 

図表Ⅱ-2-2 就学前の子どもの人数｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 回答者の続柄 

回答者の続柄は、「2. 母親」が 84.8％、「1. 父親」が 15.2％であった。 

 

図表Ⅱ-2-3 回答者の続柄｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 回答者の年代 

回答者の年代は、「40 代」が 51.1％と最も多く、次いで「30 代」が 45.7％、「20 代」が

3.3％であった。 

図表Ⅱ-2-4 回答者の年代｜N＝92 

 

 

 

 

 

  

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

無回答

60.9%

35.9%

2.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%件数 ％

1人 56 60.9%

2人 33 35.9%

3人 2 2.2%

4人 0 0.0%

5人 0 0.0%

6人 0 0.0%

7人 0 0.0%

無回答 1 1.1%

92 100.0%合計

１．父親, 

15.2%

２．母親, 

84.8%

件数 ％

１．父親 14 15.2%

２．母親 78 84.8%

92 100.0%合計

件数 ％

10代 0 0.0%

20代 3 3.3%

30代 42 45.7%

40代 47 51.1%

50代 0 0.0%

60代 0 0.0%

70代 0 0.0%

92 100.0%合計

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

0.0%

3.3%

45.7%

51.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問６ 同居家族の人数と子どものみの人数 

同居している家族の人数は、「4 人」が 39.1％と最も多く、次いで「3 人」が 37.0％、「5

人」が 15.2％であった。また、子どものみの人数※は、「2 人」が 42.4％と最も多く、次い

で「1人」が 38.0％、「3人」が 17.4％であった。 

※妊娠中も含む 

図表Ⅱ-2-5 同居家族の人数｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅱ-2-6 子どものみの人数｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 同居家族の構成員 

同居している家族の構成員は、「2. 母」が 98.9％と最も多く、次いで「1. 父」が 93.5％、

「3. 兄弟・姉妹」が 51.1％であった。 

図表Ⅱ-2-7 同居家族の構成員（複数回答）｜N＝92 

 

 

 

 

 

  

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

4.3%

37.0%

39.1%

15.2%

2.2%

2.2%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%件数 ％

2人 4 4.3%

3人 34 37.0%

4人 36 39.1%

5人 14 15.2%

6人 2 2.2%

7人 2 2.2%

8人 0 0.0%

9人 0 0.0%

92 100.0%合計

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

無回答

38.0%

42.4%

17.4%

1.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%件数 ％

1人 35 38.0%

2人 39 42.4%

3人 16 17.4%

4人 1 1.1%

5人 0 0.0%

6人 0 0.0%

7人 0 0.0%

無回答 1 1.1%

92 100.0%合計

１．父

２．母

３．兄弟・姉妹

４．祖父

５．祖母

６．その他

93.5%

98.9%

51.1%

3.3%

3.3%

3.3%

0.0% 50.0% 100.0%

（複数回答）

件数 ％

１．父 86 93.5%

２．母 91 98.9%

３．兄弟・姉妹 47 51.1%

４．祖父 3 3.3%

５．祖母 3 3.3%

６．その他 3 3.3%

92 -全体
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問８ 子どもの祖父母との近居状況 

子どもの祖父母との近居※状況は、「3. 近居の祖父母はいない」が 75.0％と最も多く、次

いで「1. 祖父近居」が 22.8％、「2. 祖母近居」が 20.7％であった。 

※近居とは、交通手段を問わず、おおむね 30分以内程度に行き来できる範囲のこと 

 

図表Ⅱ-2-8 祖父母との近居状況（複数回答）｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 回答者の配偶関係 

回答者の配偶関係は、「1. 配偶者がいる」が 94.6％、「2. 配偶者はいない」が 5.4％であっ

た。 

 

図表Ⅱ-2-9 回答者の配偶関係｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 子育てを主に行っている人 

子育てを主に行っている人は、「1. 父母両方」が 67.4％と最も多く、次いで「3. おもに母

親」が 32.6％であった。 

 

図表Ⅱ-2-10 子育てを主に行っている人｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

１．配偶者がいる 87 94.6%

２．配偶者はいない 5 5.4%

92 100.0%合計
１．配偶者がいる, 

94.6%

２．配偶者はいない, 

5.4%

件数 ％

１．父母両方 62 67.4%

２．おもに父親 0 0.0%

３．おもに母親 30 32.6%

４．おもに祖父母 0 0.0%

５．その他 0 0.0%

92 100.0%合計

１．父母両方

２．おもに父親

３．おもに母親

４．おもに祖父母

５．その他

67.4%

0.0%

32.6%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

（複数回答）

件数 ％

１．祖父近居 21 22.8%

２．祖母近居 19 20.7%

３．近居の祖父母はいない 69 75.0%

92 -全体

１．祖父近居

２．祖母近居

３．近居の祖父母はいない

22.8%

20.7%

75.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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３. 保護者の就労状況について 

 

問 11 保護者の就労状況 

父親の就労状況は、「1. フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が 89.1％

と最も多く、次いで「3. フルタイム以外の短時間で就労しており、育休・介護休業中ではな

い」が 2.2％であった。 

母親の就労状況は、「3. フルタイム以外の短時間で就労しており、育休・介護休業中では

ない」が 47.8％と最も多く、次いで「1. フルタイムで就労しており、育休・介護休業中で

はない」が 27.2％、「5. 以前は就労していたが、現在は就労していない」が 14.1％であった。 

 

図表Ⅱ-3-1 保護者の就労状況｜N＝92 

【父親】                   【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％ 件数 ％

82 89.1% 25 27.2%

1 1.1% 5 5.4%

2 2.2% 44 47.8%

0 0.0% 3 3.3%

1 1.1% 13 14.1%

0 0.0% 2 2.2%

6 6.5% 0 0.0%

92 100.0% 92 100.0%

父親 母親

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

２．フルタイム(週5日程度・1日8時間程度)で就労し
ていたが、育休・介護休業中である

３．フルタイム以外の短時間(週5日未満・1日8時
間未満)で就労しており、育休・介護休業中では
ない
４．フルタイム以外の短時間(週5日未満・1日8時
間未満)で就労していたが、育休・介護休業中で
ある

５．以前は就労していたが、現在は就労してい
ない

６．今まで就労したことがない

無回答

合計

３．フルタイム以外の短時間で就労して

おり、育休・介護休業中ではない

４．フルタイム以外の短時間で就労して

いたが、育休・介護休業中である

５．以前は就労していたが、現在は
就労していない

６．今まで就労したことがない

無回答

１．フルタイムで就労しており、育
休・介護休業中ではない

２．フルタイムで就労していたが、育
休・介護休業中である

89.1%

1.1%

2.2%

0.0%

1.1%

0.0%

6.5%

0.0% 50.0% 100.0%

５．以前は就労していたが、現在は

就労していない

６．今まで就労したことがない

１．フルタイムで就労しており、育
休・介護休業中ではない

２．フルタイムで就労していたが、育
休・介護休業中である

３．フルタイム以外の短時間で就労して

おり、育休・介護休業中ではない

４．フルタイム以外の短時間で就労して

いたが、育休・介護休業中である

27.2%

5.4%

47.8%

3.3%

14.1%

2.2%

0.0% 50.0% 100.0%
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問 11-1 保護者の就労日数、就労時間 

保護者の就労状況（問 11）で「就労している」（１～４のいずれか）と回答した方に、就

労日数、就労時間、家を出る時間、帰宅する時間、始業時刻、終業時刻について聞いたとこ

ろ、以下のとおりである。 

 

■就労日数 

父親の 1週あたりの就労日数は、「5日」が 60.0％と最も多く、次いで「6日」が 29.4％、

「7日」が 8.2％であった。また、母親の 1週あたりの就労日数は、「5日」が 53.2％と最も

多く、次いで「4日」が 18.2％、「3日」が 14.3％であった。 

 

図表Ⅱ-3-2 保護者の就労日数｜父親／N＝85 母親／N＝77 

【父親】                     【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

週1日 0 0.0%

週2日 0 0.0%

週3日 0 0.0%

週4日 1 1.2%

週5日 51 60.0%

週6日 25 29.4%

週7日 7 8.2%

無回答 1 1.2%

85 100.0%合計

週1日

週2日

週3日

週4日

週5日

週6日

週7日

無回答

0.0%

0.0%

0.0%

1.2%

60.0%

29.4%

8.2%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

件数 ％

週1日 0 0.0%

週2日 3 3.9%

週3日 11 14.3%

週4日 14 18.2%

週5日 41 53.2%

週6日 4 5.2%

週7日 3 3.9%

無回答 1 1.3%

77 100.0%合計

週1日

週2日

週3日

週4日

週5日

週6日

週7日

無回答

0.0%

3.9%

14.3%

18.2%

53.2%

5.2%

3.9%

1.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%



 

9 

 

■就労時間 

父親の 1 日あたりの就労時間は、「8 時間以上」が 92.9％と最も多く、次いで「7 時間」

が 4.7％であった。また、母親の 1日あたりの就労時間は、「6時間」が 31.2％と最も多く、

次いで「8時間以上」が 20.8％、「7時間」が 18.2％であった。 

 

図表Ⅱ-3-3 保護者の就労時間｜父親／N＝85 母親／N＝77 

【父親】                      【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

1時間 0 0.0%

2時間 0 0.0%

3時間 0 0.0%

4時間 0 0.0%

5時間 0 0.0%

6時間 1 1.2%

7時間 4 4.7%

8時間以上 79 92.9%

無回答 1 1.2%

85 100.0%合計

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%

0.0%

0.0%

0.0%

1.2%

4.7%

92.9%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

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%

2.6%

9.1%

15.6%

31.2%

18.2%

20.8%

2.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

1時間 0 0.0%

2時間 0 0.0%

3時間 2 2.6%

4時間 7 9.1%

5時間 12 15.6%

6時間 24 31.2%

7時間 14 18.2%

8時間以上 16 20.8%

無回答 2 2.6%

77 100.0%合計
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■（通勤している場合）家を出る時間 

通勤している場合、家を出る時間を聞いたところ、父親は「8 時」が 41.1％と最も多く、

次いで「7時」が 38.4％であった。母親は「8時」が 55.0％と最も多く、次いで「9時」が

23.3％、「7時」が 16.7％であった。 

 

図表Ⅱ-3-4 保護者の家を出る時間｜父親／N＝73 母親／N＝60 

【父親】                   【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.7%

8.2%

38.4%

41.1%

4.1%

1.4%

1.4%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

1時 0 0.0%

2時 0 0.0%

3時 0 0.0%

4時 0 0.0%

5時 2 2.7%

6時 6 8.2%

7時 28 38.4%

8時 30 41.1%

9時 3 4.1%

10時 1 1.4%

11時 1 1.4%

12時 1 1.4%

13時 0 0.0%

14時 0 0.0%

15時 0 0.0%

16時 0 0.0%

17時 0 0.0%

18時 0 0.0%

19時 0 0.0%

20時 0 0.0%

21時 0 0.0%

22時 0 0.0%

23時 0 0.0%

24時 1 1.4%

73 100.0%合計

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

0.0%

16.7%

55.0%

23.3%

1.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

件数 ％

1時 0 0.0%

2時 0 0.0%

3時 0 0.0%

4時 0 0.0%

5時 1 1.7%

6時 0 0.0%

7時 10 16.7%

8時 33 55.0%

9時 14 23.3%

10時 1 1.7%

11時 0 0.0%

12時 0 0.0%

13時 0 0.0%

14時 0 0.0%

15時 0 0.0%

16時 0 0.0%

17時 1 1.7%

18時 0 0.0%

19時 0 0.0%

20時 0 0.0%

21時 0 0.0%

22時 0 0.0%

23時 0 0.0%

24時 0 0.0%

60 100.0%合計
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■（通勤している場合）帰宅する時間 

通勤している場合、帰宅する時間を聞いたところ、父親は「18時」が 38.4％と最も多く、

次いで「17時」が 16.4％であった。母親は「17時」が 30.0％と最も多く、次いで「16時」

が 28.3％であった。 

 

図表Ⅱ-3-5 保護者の帰宅時間｜父親／N＝73 母親／N＝60 

【父親】                   【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

1.7%

3.3%

8.3%

28.3%

30.0%

20.0%

3.3%

0.0%

0.0%

3.3%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

1時 0 0.0%

2時 0 0.0%

3時 0 0.0%

4時 0 0.0%

5時 0 0.0%

6時 0 0.0%

7時 0 0.0%

8時 0 0.0%

9時 0 0.0%

10時 0 0.0%

11時 0 0.0%

12時 1 1.7%

13時 1 1.7%

14時 2 3.3%

15時 5 8.3%

16時 17 28.3%

17時 18 30.0%

18時 12 20.0%

19時 2 3.3%

20時 0 0.0%

21時 0 0.0%

22時 2 3.3%

23時 0 0.0%

24時 0 0.0%

60 100.0%合計

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

0.0%

0.0%

5.5%

16.4%

38.4%

13.7%

5.5%

11.0%

5.5%

1.4%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

1時 0 0.0%

2時 0 0.0%

3時 0 0.0%

4時 0 0.0%

5時 0 0.0%

6時 0 0.0%

7時 0 0.0%

8時 0 0.0%

9時 0 0.0%

10時 0 0.0%

11時 0 0.0%

12時 0 0.0%

13時 1 1.4%

14時 0 0.0%

15時 0 0.0%

16時 4 5.5%

17時 12 16.4%

18時 28 38.4%

19時 10 13.7%

20時 4 5.5%

21時 8 11.0%

22時 4 5.5%

23時 1 1.4%

24時 1 1.4%

73 100.0%合計



 

12 

 

■（通勤していない場合）始業時刻 

通勤していない場合、始業時刻を聞いたところ、父親は「8時」が 36.4％と最も多く、次

いで「9 時」が 27.3％であった。母親は「9 時」が 47.1％と最も多く、次いで「10 時」が

23.5％であった。 

 

図表Ⅱ-3-6 保護者の始業時刻｜父親／N＝11 母親／N＝17 

【父親】                   【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

18.2%

36.4%

27.3%

9.1%

9.1%

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% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

1時 0 0.0%

2時 0 0.0%

3時 0 0.0%

4時 0 0.0%

5時 0 0.0%

6時 0 0.0%

7時 2 18.2%

8時 4 36.4%

9時 3 27.3%

10時 1 9.1%

11時 1 9.1%

12時 0 0.0%

13時 0 0.0%

14時 0 0.0%

15時 0 0.0%

16時 0 0.0%

17時 0 0.0%

18時 0 0.0%

19時 0 0.0%

20時 0 0.0%

21時 0 0.0%

22時 0 0.0%

23時 0 0.0%

24時 0 0.0%

合計 11 100.0%

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

11.8%

0.0%

11.8%

47.1%

23.5%

5.9%

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% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

1時 0 0.0%

2時 0 0.0%

3時 0 0.0%

4時 0 0.0%

5時 0 0.0%

6時 2 11.8%

7時 0 0.0%

8時 2 11.8%

9時 8 47.1%

10時 4 23.5%

11時 1 5.9%

12時 0 0.0%

13時 0 0.0%

14時 0 0.0%

15時 0 0.0%

16時 0 0.0%

17時 0 0.0%

18時 0 0.0%

19時 0 0.0%

20時 0 0.0%

21時 0 0.0%

22時 0 0.0%

23時 0 0.0%

24時 0 0.0%

17 100.0%合計
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■（通勤していない場合）終業時刻 

通勤していない場合、終業時刻を聞いたところ、父親は「17 時」が 36.4％と最も多く、

次いで「18時」が 27.3％であった。母親は「16時」が 35.3％と最も多く、次いで「11時」

と「17時」がともに 11.8％であった。 

 

図表Ⅱ-3-7 保護者の終業時刻｜父親／N＝11 母親／N＝17 

【父親】                   【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

11.8%

0.0%

5.9%

5.9%

5.9%

35.3%

11.8%

5.9%

5.9%

5.9%

0.0%

0.0%

5.9%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

1時 0 0.0%

2時 0 0.0%

3時 0 0.0%

4時 0 0.0%

5時 0 0.0%

6時 0 0.0%

7時 0 0.0%

8時 0 0.0%

9時 0 0.0%

10時 0 0.0%

11時 2 11.8%

12時 0 0.0%

13時 1 5.9%

14時 1 5.9%

15時 1 5.9%

16時 6 35.3%

17時 2 11.8%

18時 1 5.9%

19時 1 5.9%

20時 1 5.9%

21時 0 0.0%

22時 0 0.0%

23時 1 5.9%

24時 0 0.0%

17 100.0%合計

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

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%

18.2%

36.4%

27.3%

0.0%

9.1%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

1時 0 0.0%

2時 0 0.0%

3時 0 0.0%

4時 0 0.0%

5時 0 0.0%

6時 0 0.0%

7時 0 0.0%

8時 0 0.0%

9時 0 0.0%

10時 0 0.0%

11時 0 0.0%

12時 0 0.0%

13時 0 0.0%

14時 0 0.0%

15時 0 0.0%

16時 2 18.2%

17時 4 36.4%

18時 3 27.3%

19時 0 0.0%

20時 1 9.1%

21時 1 9.1%

22時 0 0.0%

23時 0 0.0%

24時 0 0.0%

11 100.0%合計
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問 11-2 保護者の就業形態 

保護者の就労状況（問 11）で「就労している」（1～4のいずれか）と回答した方に、就業

形態を聞いたところ、父親は「1. 正規の職員・従業員」が 61.2％と最も多く、次いで「4. 自

営業主」が 25.9％、「2. パート・アルバイト・契約社員・嘱託職員等」が 8.2％であった。 

母親は「2. パート・アルバイト・契約社員・嘱託職員等」が 48.1％と最も多く、次いで

「1. 正規の職員・従業員」が 27.3％、「5. 家族従業者」が 15.6％であった。 

「1～5 の選択肢にあてはまらない形態」としては、「会社役員」「会社代表」があげられ

ていた。 

 

図表Ⅱ-3-8 保護者の就業形態｜父親／N＝85 母親／N＝77 

【父親】                   【母親】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

52 61.2%

7 8.2%

0 0.0%

22 25.9%

2 2.4%

2 2.4%

85 100.0%

６．1～5の選択肢にあては
まらない形態

合計

１．正規の職員・従業員

２．パート・アルバイト・契約
社員・嘱託職員等

３．派遣社員

４．自営業主

５．家族従業者

件数 ％

１．正規の職員・従業員 21 27.3%

37 48.1%

３．派遣社員 0 0.0%

４．自営業主 5 6.5%

５．家族従業者 12 15.6%

2 2.6%

77 100.0%合計

２．パート・アルバイト・契約
社員・嘱託職員等

６．1～5の選択肢にあては
まらない形態

１．正規の職員・従業
員

２．パート・アルバイト・

契約社員・嘱託職員等

３．派遣社員

４．自営業主

５．家族従業者

６．1～5の選択肢にあて

はまらない形態

61.2%

8.2%

0.0%

25.9%

2.4%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

４．自営業主

５．家族従業者

６．1～5の選択肢にあ
てはまらない形態

１．正規の職員・従業
員

２．パート・アルバイト・

契約社員・嘱託職員等

３．派遣社員

27.3%

48.1%

0.0%

6.5%

15.6%

2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 11-3 （短時間で就労している場合）保護者の今後の就労希望 

保護者の就労状況（問 11）で「フルタイム以外の短時間で就労している」（3または 4）

と回答した方に、今後の就労希望について聞いたところ、父親は「3. フルタイム以外の短

時間の就労を続けたい」が 100.0％であった。 

母親は「3. フルタイム以外の短時間の就労を続けたい」が 57.4％と最も多く、次いで「2. 

フルタイムへの転換を希望しているが実現は難しいと考えている」が 27.7％、「1. フルタイ

ムへの転換を希望しており、実現の見込みがある」が 6.4％であった。 

 

図表Ⅱ-3-9 短時間就労の保護者の今後の就労希望｜父親／N＝2 母親／N＝47 

【父親】                    【母親】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

0 0.0%

0 0.0%

2 100.0%

0 0.0%

2 100.0%合計

１．フルタイムへの転換を希望
しており、実現の見込みがある

２．フルタイムへの転換を希望
しているが実現は難しいと考え
ている

３．フルタイム以外の短時間の
就労を続けたい

４．就労をやめ、子育てや家事
などに専念したい

件数 ％

3 6.4%

13 27.7%

27 57.4%

0 0.0%

4 8.5%

47 100.0%

３．フルタイム以外の短時間の

就労を続けたい

４．就労をやめ、子育てや家事

などに専念したい

無回答

合計

１．フルタイムへの転換を希望
しており、実現の見込みがある

２．フルタイムへの転換を希望

しているが実現は難しいと考え
ている

１．フルタイムへの転換

を希望しており、実現の

見込みがある

２．フルタイムへの転換
を希望しているが実現は

難しいと考えている

３．フルタイム以外の短

時間の就労を続けたい

４．就労をやめ、子育て

や家事などに専念した

い

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

１．フルタイムへの転換

を希望しており、実現の
見込みがある

２．フルタイムへの転換

を希望しているが実現は
難しいと考えている

３．フルタイム以外の短
時間の就労を続けたい

４．就労をやめ、子育て

や家事などに専念した
い

無回答

6.4%

27.7%

57.4%

0.0%

8.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 11-4 （就労していない場合）保護者の今後の就労希望 

保護者の就労状況（問 11）で「就労していない・就労したことがない」（5または６）と

回答した方に、今後の就労希望について聞いたところ、父親は「3. すぐにでも、もしくは１

年以内に就労したい」が 100.0％であった。 

母親は「1. 子育てや家事などに専念したい」が 46.7％と最も多く、次いで「2. １年以上

先に、一番下の子どもが〔 〕歳になった頃就労したい」が 40.0％、「3. すぐにでも、もし

くは１年以内に就労したい」が 13.3％であった。 

図表Ⅱ-3-10 現在就労していない保護者の今後の就労希望｜父親／N＝1 母親／N＝15 

【父親】                    【母親】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■就労希望時の子どもの年齢 

現在就労していない保護者の今後の就労希望（問 11-4）で「1年以上先に、一番下の子ど

もが〔 〕歳になった頃に就労したい」と回答した母親に、就労を希望する時の子どもの年

齢を聞いたところ、「7-10歳未満」が 50.0％と最も多く、次いで「2歳」が 33.3％であった。 

 

図表Ⅱ-3-11 就労希望時の子どもの年齢｜母親／N＝6 

【母親】 

 

 

 

  

件数 ％

1歳未満 0 0.0%

1歳 0 0.0%

2歳 2 33.3%

3歳 1 16.7%

4歳 0 0.0%

5歳 0 0.0%

6歳 0 0.0%

7-10歳未満 3 50.0%

10歳以上 0 0.0%

6 100.0%合計

1歳未満

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

7-10歳未満

10歳以上

0.0%

0.0%

33.3%

16.7%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

件数 ％

0 0.0%

0 0.0%

1 100.0%

1 100.0%

１．子育てや家事などに専念し

たい（就労を希望していない）

２．1年以上先に、一番下の子

どもが［　　］歳になった頃就労
したい

３．すぐにでも、もしくは1年以
内に就労したい

合計

件数 ％

7 46.7%

6 40.0%

2 13.3%

15 100.0%

２．1年以上先に、一番下の子

どもが［　　］歳になった頃就労
したい

３．すぐにでも、もしくは1年以
内に就労したい

合計

１．子育てや家事などに専念し

たい（就労を希望していない）

１．子育てや家事などに専念したい
（就労を希望していない）

２．1年以上先に、一番下の子ども
が［　　］歳になった頃就労したい

３．すぐにでも、もしくは1年以内に
就労したい

0.0%

0.0%

100.0%

0.0% 50.0% 100.0%

１．子育てや家事などに専念したい
（就労を希望していない）

２．1年以上先に、一番下の子ども
が［　　］歳になった頃就労したい

３．すぐにでも、もしくは1年以内に
就労したい

46.7%

40.0%

13.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 11-5 （就労していない場合）保護者の希望する就労形態 

保護者の今後の就労希望（問 11-4）で「就労したい」（2 または 3）と回答した方に、希

望する就労形態について聞いたところ、父親は「2. フルタイム以外の短時間（週５日未満・

１日８時間未満）」が 100.0％であった。 

母親は「2. フルタイム以外の短時間（週５日未満・１日８時間未満）」が 62.5％と最も多

く、次いで「3. まだ考えていない」が 25.0％、「1. フルタイム（週５日程度・１日８時間程

度）」が 12.5％であった。 

 

図表Ⅱ-3-12 保護者の希望する就労形態｜父親／N＝1 母親／N＝8 

【父親】                    【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

0 0.0%

1 100.0%

0 0.0%

1 100.0%

２．フルタイム以外の短時間(週5日
未満・1日8時間未満)

１．フルタイム（週5日程度・1日8時
間程度）

合計

３．まだ考えていない

件数 ％

1 12.5%

5 62.5%

2 25.0%

8 100.0%

３．まだ考えていない

合計

１．フルタイム（週5日程度・1日8時
間程度）

２．フルタイム以外の短時間(週5日
未満・1日8時間未満)

１．フルタイム

２．フルタイム以外の
短時間

３．まだ考えていない

0.0%

100.0%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

１．フルタイム

２．フルタイム以外の
短時間

３．まだ考えていない

12.5%

62.5%

25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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■希望する就労日数 

保護者の希望する就労形態（問 11-5）で「フルタイム以外の短時間」と回答した方に、1

週あたりの希望就労日数について聞いたところ、父親は無回答であった。また、母親は「３

日」が 60.0％と最も多く、次いで「2日」が 40.0％であった。 

 

図表Ⅱ-3-13 1 週あたりの希望就労日数｜父親／N＝1 母親／N＝5 

【父親】                    【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

週1日

週2日

週3日

週4日

週5日

週6日

週7日

無回答

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0% 50.0% 100.0%

週1日

週2日

週3日

週4日

週5日

週6日

週7日

0.0%

40.0%

60.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

件数 ％

週1日 0 0.0%

週2日 0 0.0%

週3日 0 0.0%

週4日 0 0.0%

週5日 0 0.0%

週6日 0 0.0%

週7日 0 0.0%

無回答 1 100.0%

1 100.0%合計

件数 ％

週1日 0 0.0%

週2日 2 40.0%

週3日 3 60.0%

週4日 0 0.0%

週5日 0 0.0%

週6日 0 0.0%

週7日 0 0.0%

5 100.0%合計
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■希望する就労時間 

保護者の希望する就労形態（問 11-5）で「フルタイム以外の短時間」と回答した方に、1

日あたりの希望就労時間について聞いたところ、父親は無回答であった。また、母親は「4

時間程度」が 60.0％と最も多く、次いで「3時間程度」と「6時間程度」がともに 20.0％で

あった。 

 

図表Ⅱ-3-14 1 日あたりの希望就労時間｜父親／N＝1 母親／N＝5 

【父親】                   【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1時間程度

2時間程度

3時間程度

4時間程度

5時間程度

6時間程度

7時間程度

8時間程度

0.0%

0.0%

20.0%

60.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

件数 ％

1時間程度 0 0.0%

2時間程度 0 0.0%

3時間程度 1 20.0%

4時間程度 3 60.0%

5時間程度 0 0.0%

6時間程度 1 20.0%

7時間程度 0 0.0%

8時間程度 0 0.0%

5 100.0%合計

1時間程度

2時間程度

3時間程度

4時間程度

5時間程度

6時間程度

7時間程度

8時間程度

無回答

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0% 50.0% 100.0%

件数 ％

1時間程度 0 0.0%

2時間程度 0 0.0%

3時間程度 0 0.0%

4時間程度 0 0.0%

5時間程度 0 0.0%

6時間程度 0 0.0%

7時間程度 0 0.0%

8時間程度 0 0.0%

無回答 1 100.0%

1 100.0%合計
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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 12 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

子どもの平日の定期的な教育・保育事業の利用について聞いたところ、「1. 利用している」

が 83.7％、「2. 利用していない」が 15.2％であった。 

 

図表Ⅱ-4-1 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12-1 平日に定期的に利用している教育・保育事業 

子どもの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況（問 12）で「利用している」と回答

した方に、どのような教育・保育の事業を利用しているか聞いたところ、「5. 幼児センター

きらっと（長時間保育）」が 76.6％と最も多く、次いで「4. 幼児センターきらっと（短時間

保育）」が 14.3％、「9. ファミリー・サポート・センター」が 3.9％であった。 

 

図表Ⅱ-4-2 平日に定期的に利用している教育・保育事業（複数回答）｜N＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

１．利用している 77 83.7%

２．利用していない 14 15.2%

無回答 1 1.1%

92 100.0%合計 １．利用している, 

83.7%

２．利用していない, 

15.2%

無回答, 1.1%

（複数回答）

件数 ％

59 76.6%

11 14.3%

3 3.9%

2 2.6%

1 1.3%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 1.3%

77 -

７．その他の認可外の保育
施設（託児所等）

５．幼児センターきらっと（長
時間保育）

４．幼児センターきらっと（短
時間保育）

９．ファミリー・サポート・セン
ター

１．幼稚園（幼児センター以
外）

３．認可保育所（幼児セン
ター以外）

２．幼稚園の預かり保育（幼
児センター以外）

６．家庭的保育（保育ママ）

１０．その他

８．居宅訪問型保育（ベビー
シッター等）

全体

問１２-１　子どもの平日教育・保育事業の利用について（すべてに○）

５．幼児センターきらっ
と（長時間保育）

４．幼児センターきらっ
と（短時間保育）

９．ファミリー・サポー
ト・センター

１．幼稚園（幼児セン
ター以外）

３．認可保育所（幼児
センター以外）

２．幼稚園の預かり保育
（幼児センター以外）

６．家庭的保育（保育
ママ）

７．その他の認可外の
保育施設（託児所等）

８．居宅訪問型保育
（ベビーシッター等）

１０．その他

76.6%

14.3%

3.9%

2.6%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問 12-2 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況・利用希望 

平日に定期的に利用している教育・保育事業について、（１）現在の利用状況、（２）希望

する日数・時間・開始時間・終了時間をそれぞれ聞いたところ、以下のとおりである。 

 

（１）現在の利用状況 

■利用日数 

現在の利用日数について聞いたところ、1週あたりの利用日数は「５日」が 94.8％と最も

多く、次いで「３日」が 2.6％、「2日」と「4日」がともに 1.3％であった。 

 

図表Ⅱ-4-3 1 週あたりの利用日数｜N＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用時間 

1日あたりの利用時間は「8時間」が 39.0％と最も多く、次いで「7時間」が 24.7％、「4

時間」は 10.4％であった。 

 

図表Ⅱ-4-4 1 日あたりの利用時間｜N＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

週1日 0 0.0%

週2日 1 1.3%

週3日 2 2.6%

週4日 1 1.3%

週5日 73 94.8%

77 100.0%合計

週1日

週2日

週3日

週4日

週5日

0.0%

1.3%

2.6%

1.3%

94.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

件数 ％

1時間 0 0.0%

2時間 0 0.0%

3時間 0 0.0%

4時間 8 10.4%

5時間 3 3.9%

6時間 2 2.6%

7時間 19 24.7%

8時間 30 39.0%

9時間 5 6.5%

10時間 7 9.1%

11時間 0 0.0%

12時間以上 0 0.0%

無回答 3 3.9%

77 100.0%合計

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

0.0%

0.0%

0.0%

10.4%

3.9%

2.6%

24.7%

39.0%

6.5%

9.1%

0.0%

0.0%

3.9%

0.0% 20.0% 40.0%
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■利用開始時間 

利用開始時間は「8時台」が 66.2％と最も多く、次いで「9時台」が 23.4％であった。 

 

図表Ⅱ-4-5 利用開始時間｜N＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用終了時間 

利用終了時間は「16 時台」が 57.1％と最も多く、次いで「18 時台」が 18.2％であった。 

 

図表Ⅱ-4-6 利用終了時間｜N＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 8 10.4%

8時台 51 66.2%

9時台 18 23.4%

10時台 0 0.0%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

77 100.0%合計

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 10 13.0%

14時台 0 0.0%

15時台 2 2.6%

16時台 44 57.1%

17時台 7 9.1%

18時台 14 18.2%

19時台 0 0.0%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

77 100.0%合計

11時台

12時台

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時台

0.0%

0.0%

13.0%

0.0%

2.6%

57.1%

9.1%

18.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

0.0%

10.4%

66.2%

23.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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（２）希望する日数・時間・開始時間・終了時間 

■希望する利用日数 

1週あたりの希望する利用日数は、「5日」が 92.2％と最も多く、次いで「3日」が 3.9％、

「2日」と「４日」がともに 1.3％であった。 

図表Ⅱ-4-7 1 週あたりの希望する利用日数｜N＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■希望する利用時間 

1 日あたりの希望する利用時間は、「8 時間」が 41.6％と最も多く、次いで「7 時間」が

18.2％、「9時間」が 11.7％であった。 

 

図表Ⅱ-4-8 1 日あたりの希望する利用時間｜N＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

週1日 0 0.0%

週2日 1 1.3%

週3日 3 3.9%

週4日 1 1.3%

週5日 71 92.2%

無回答 1 1.3%

77 100.0%合計

件数 ％

1時間 0 0.0%

2時間 0 0.0%

3時間 1 1.3%

4時間 4 5.2%

5時間 1 1.3%

6時間 3 3.9%

7時間 14 18.2%

8時間 32 41.6%

9時間 9 11.7%

10時間 8 10.4%

11時間 1 1.3%

12時間以上 0 0.0%

無回答 4 5.2%

77 100.0%合計

週1日

週2日

週3日

週4日

週5日

無回答

0.0%

1.3%

3.9%

1.3%

92.2%

1.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

0.0%

0.0%

1.3%

5.2%

1.3%

3.9%

18.2%

41.6%

11.7%

10.4%

1.3%

0.0%

5.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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■希望する利用開始時間 

希望する利用開始時間は、「8 時台」が 62.3％と最も多く、次いで「9 時台」が 20.8％で

あった。 

 

図表Ⅱ-4-9 希望する利用開始時間｜N＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■希望する利用終了時間 

希望する利用終了時間は、「16 時台」が 33.8％と最も多く、次いで「17 時台」が 29.9％

であった。 

 

図表Ⅱ-4-10 希望する利用終了時間｜N＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 11 14.3%

8時台 48 62.3%

9時台 16 20.8%

10時台 0 0.0%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

無回答 2 2.6%

77 100.0%合計

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

無回答

0.0%

14.3%

62.3%

20.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 6 7.8%

14時台 0 0.0%

15時台 3 3.9%

16時台 26 33.8%

17時台 23 29.9%

18時台 11 14.3%

19時台 6 7.8%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

無回答 2 2.6%

77 100.0%合計

11時台

12時台

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時台

無回答

0.0%

0.0%

7.8%

0.0%

3.9%

33.8%

29.9%

14.3%

7.8%

0.0%

0.0%

2.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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問 12-3 平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由 

子どもの定期的な教育・保育事業の利用状況（問 12）で「利用していない」と回答した

方に、利用していない理由を聞いたところ、「8. 子どもがまだ小さいため、〔 〕歳くらいに

なったら利用しようと考えている」が 42.9％と最も多く、次いで「1. 利用する必要がない」

が 35.7％であった。 

「その他」としては、「来年度から預かってもらう」「送迎が難しい」といった回答があっ

た。 

図表Ⅱ-4-11 平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由（複数回答）｜N＝14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用希望時の子どもの年齢 

平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由（問 12-3）で「8. 子どもがまだ小

さいため、〔 〕歳くらいになったら利用しようと考えている」と回答した方に、利用を希

望する時の子どもの年齢を聞いたところ、「1 歳」が 66.7％と最も多く、次いで「2 歳」と

「5歳」がともに 16.7％であった。 

 

図表Ⅱ-4-12 利用希望時の子どもの年齢｜N＝6 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

1歳 4 66.7%

2歳 1 16.7%

3歳 0 0.0%

4歳 0 0.0%

5歳 1 16.7%

6 100.0%合計

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

66.7%

16.7%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

（複数回答）

件数 ％

6 42.9%

5 35.7%

2 14.3%

1 7.1%

1 7.1%

1 7.1%

0 0.0%

0 0.0%

3 21.4%

14 -

７．利用したいが、事業の質や
場所など、納得できる事業が
ない

２．子どもの祖父母や親戚の
人がみている

５．利用したいが、経済的な理
由で事業を利用できない

９．その他

全体

３．近所の人や父母の友人・
知人がみている

６．利用したいが、延長・夜間
等の利用時間帯の条件が合
わない

８．子どもがまだ小さいため、[
]歳くらいになったら利用しよう
と考えている

１．利用する必要がない(子どもの

教育や発達に応じるため、母親か父親が就

労していない等の理由）

４．利用したいが、希望する教
育・保育の事業に空きがない

７．利用したいが、事業の質や場所
など、納得できる事業がない

２．子どもの祖父母や親戚の人が
みている

５．利用したいが、経済的な理由で
事業を利用できない

９．その他

８．子どもがまだ小さいため、[　]歳
くらいになったら利用しようと考えて

いる

１．利用する必要がない(子どもの
教育や発達に応じるため、母親か
父親が就労していない等の理由）

４．利用したいが、希望する教育・保
育の事業に空きがない

３．近所の人や父母の友人・知人が
みている

６．利用したいが、延長・夜間等の
利用時間帯の条件が合わない

42.9%

35.7%

14.3%

7.1%

7.1%

7.1%

0.0%

0.0%

21.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 13 平日の定期的な教育・保育事業の利用意向 

子どもの平日の教育・保育事業として定期的に利用したいと考える事業を聞いたところ、

「5. 幼児センターきらっと（長時間保育）」が 68.5％と最も多く、次いで「12. ファミリー・

サポート・センター」が 27.2％、「4. 幼児センターきらっと（短時間保育）」が 21.7％であ

った。 

 

図表Ⅱ-4-13 平日の定期的な教育・保育事業の利用意向（複数回答）｜N＝92 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

63 68.5%

25 27.2%

20 21.7%

15 16.3%

14 15.2%

14 15.2%

13 14.1%

11 12.0%

11 12.0%

11 12.0%

8 8.7%

4 4.3%

1 1.1%

92 -

２．幼稚園の預かり保育（幼児セン
ター以外）

６．小規模な保育施設

８．事業所内保育施設

７．家庭的保育（保育ママ）

５．幼児センターきらっと（長時間保
育）

１２．ファミリー・サポート・センター

４．幼児センターきらっと（短時間保
育）

１．幼稚園（幼児センター以外）

９．企業主導型保育施設

１０．その他の認可外の保育施設
（託児所等）

１３．その他

全体

３．認可保育所（幼児センター以
外）

１１．居宅訪問型保育（ベビーシッ
ター等）

１１．居宅訪問型保育
（ベビーシッター等）

８．事業所内保育施設

２．幼稚園の預かり保育
（幼児センター以外）

６．小規模な保育施設

９．企業主導型保育施
設

７．家庭的保育（保育
ママ）

１０．その他の認可外の
保育施設（託児所等）

１３．その他

５．幼児センターきらっ
と（長時間保育）

１２．ファミリー・サポー
ト・センター

４．幼児センターきらっ
と（短時間保育）

１．幼稚園（幼児セン
ター以外）

３．認可保育所（幼児
センター以外）

68.5%

27.2%

21.7%

16.3%

15.2%

15.2%

14.1%

12.0%

12.0%

12.0%

8.7%

4.3%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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５. 地域の子育て支援事業の利用状況について 

 

 

問 14 「こども誰でも通園制度（仮称）」の利用意向 

国が検討している「こども誰でも通園制度（仮称）」が創設された場合、利用したいか聞

いたところ、「1．利用したい」が 57.6％、「2．利用する必要はない」が 39.1％であった。 

 

図表Ⅱ-5-1 「こども誰でも通園制度（仮称）」の利用意向｜N＝92 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こども誰でも通園制度（仮称）」の利用意向（問 14）で「利用したい」と回答した方に、

希望する利用日数、利用時間、利用開始時間、利用終了時間を聞いたところ、以下のとおり

である。 

 

■希望する利用日数 

1週あたりの希望する利用日数は、「5日」が 37.7％と最も多く、次いで「3日」が 30.2％、

「2日」が 13.2％であった。 

 

図表Ⅱ-5-2 こども誰でも通園制度／1週あたりの希望する利用日数｜N＝53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

１．利用したい 53 57.6%

２．利用する必要はない 36 39.1%

無回答 3 3.3%

92 100.0%合計

件数 ％

週1日 4 7.5%

週2日 7 13.2%

週3日 16 30.2%

週4日 4 7.5%

週5日 20 37.7%

週6日 1 1.9%

週7日 1 1.9%

53 100.0%合計

週1日

週2日

週3日

週4日

週5日

週6日

週7日

7.5%

13.2%

30.2%

7.5%

37.7%

1.9%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

１．利用したい, 

57.6%

２．利用する必要はない, 

39.1%

無回答, 3.3%



 

28 

 

■希望する利用時間 

1 日あたりの希望する利用時間は、「8 時間」が 32.1％と最も多く、次いで「6 時間」が

17.0％、「4時間」が 11.3％であった。 

 

図表Ⅱ-5-3 こども誰でも通園制度／1日あたりの希望する利用時間｜N＝53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■希望する利用開始時間 

希望する利用開始時間は、「8 時台」が 47.2％と最も多く、次いで「9 時台」が 37.7％で

あった。 

 

図表Ⅱ-5-4 こども誰でも通園制度／希望する利用開始時間｜N＝53 

 

 

 

 

  

件数 ％

1時間 0 0.0%

2時間 1 1.9%

3時間 3 5.7%

4時間 6 11.3%

5時間 5 9.4%

6時間 9 17.0%

7時間 7 13.2%

8時間 17 32.1%

9時間 3 5.7%

10時間 0 0.0%

11時間 0 0.0%

12時間以上 2 3.8%

53 100.0%合計

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

0.0%

1.9%

5.7%

11.3%

9.4%

17.0%

13.2%

32.1%

5.7%

0.0%

0.0%

3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 3 5.7%

8時台 25 47.2%

9時台 20 37.7%

10時台 1 1.9%

11時台 1 1.9%

12時台 0 0.0%

13時台 2 3.8%

14時台 0 0.0%

15時台 0 0.0%

16時台 0 0.0%

17時台 1 1.9%

53 100.0%合計

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

0.0%

5.7%

47.2%

37.7%

1.9%

1.9%

0.0%

3.8%

0.0%

0.0%

0.0%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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■希望する利用終了時間 

希望する利用終了時間は、「16 時台」が 35.8％と最も多く、次いで「17 時台」が 15.1％

であった。 

 

図表Ⅱ-5-5 こども誰でも通園制度／希望する利用終了時間｜N＝53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 5 9.4%

13時台 2 3.8%

14時台 5 9.4%

15時台 6 11.3%

16時台 19 35.8%

17時台 8 15.1%

18時台 6 11.3%

19時台 1 1.9%

20時台 0 0.0%

21時台 1 1.9%

53 100.0%合計

11時台

12時台

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時台

0.0%

9.4%

3.8%

9.4%

11.3%

35.8%

15.1%

11.3%

1.9%

0.0%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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問 15 地域子育て支援センター「おひさま」の利用状況 

地域子育て支援センター「おひさま」で利用している事業について聞いたところ、「5. 利

用していない」が 77.2％と最も多く、次いで「2. おひさまひろば」が 15.2％、「4. 保育開

放」が 10.9％であった。 

 

図表Ⅱ-5-6 地域子育て支援センター「おひさま」の利用状況｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子育て支援センター「おひさま」で 1～4の事業を利用している方に、各事業の利用

頻度を聞いたところ、以下のとおりである。 

 

 

■子育て講座の利用頻度 

「子育て講座」について、年間の利用頻度を聞いたところ、「6～7回」が 37.5％と最も多

く、次いで「2回」が 25.0％であった。 

 

図表Ⅱ-5-7 子育て講座の利用頻度（年間）｜N＝8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

１．子育て講座 8 8.7%

２．おひさまひろば 14 15.2%

３．にこにこ相談 9 9.8%

４．保育開放 10 10.9%

５．利用していない 71 77.2%

92 -全体

件数 ％

1回 0 0.0%

2回 2 25.0%

3回 0 0.0%

4～5回 1 12.5%

6～7回 3 37.5%

8～9回 0 0.0%

10～11回 1 12.5%

12回以上 1 12.5%

8 100.0%合計

1回

2回

3回

4～5回

6～7回

8～9回

10～11回

12回以上

0.0%

25.0%

0.0%

12.5%

37.5%

0.0%

12.5%

12.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

１．子育て講座

２．おひさまひろば

３．にこにこ相談

４．保育開放

５．利用していない

8.7%

15.2%

9.8%

10.9%

77.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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■おひさまひろばの利用頻度 

「おひさまひろば」について、1 か月あたりの利用頻度を聞いたところ、「2 回」「3 回」

「12回以上」がともに 21.4％と最も多い。 

図表Ⅱ-5-8 おひさまひろばの利用頻度（月間）｜N＝14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■にこにこ相談の利用頻度 

「にこにこ相談」について、年間の利用頻度を聞いたところ、「1 回」が 44.4％と最も多

く、次いで「4～5回」が 33.3％であった。 

図表Ⅱ-5-9 にこにこ相談の利用頻度（年間）｜N＝9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■保育開放の利用頻度 

「保育開放」について、年間の利用頻度を聞いたところ、「1回」が 50.0％と最も多い。 

図表Ⅱ-5-10 保育開放の利用頻度（年間）｜N＝10 

  

 

 

 

  

件数 ％

1回 1 7.1%

2回 3 21.4%

3回 3 21.4%

4～5回 1 7.1%

6～7回 1 7.1%

8～9回 0 0.0%

10～11回 1 7.1%

12回以上 3 21.4%

無回答 1 7.1%

14 100.0%合計

1回

2回

3回

4～5回

6～7回

8～9回

10～11回

12回以上

無回答

7.1%

21.4%

21.4%

7.1%

7.1%

0.0%

7.1%

21.4%

7.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

件数 ％

1回 4 44.4%

2回 1 11.1%

3回 0 0.0%

4～5回 3 33.3%

6～7回 1 11.1%

8～9回 0 0.0%

10～11回 0 0.0%

12回以上 0 0.0%

9 100.0%合計

件数 ％

1回 5 50.0%

2回 1 10.0%

3回 0 0.0%

4～5回 1 10.0%

6～7回 0 0.0%

8～9回 0 0.0%

10～11回 1 10.0%

12回以上 1 10.0%

無回答 1 10.0%

10 100.0%合計

1回

2回

3回

4～5回

6～7回

8～9回

10～11回

12回以上

無回答

50.0%

10.0%

0.0%

10.0%

0.0%

0.0%

10.0%

10.0%

10.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

1回

2回

3回

4～5回

6～7回

8～9回

10～11回

12回以上

44.4%

11.1%

0.0%

33.3%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%



 

32 

 

問 15-1 地域子育て支援センター「おひさま」を利用していない理由 

地域子育て支援センター「おひさま」で利用している事業（問 15）で「利用していない」

と回答した方に、利用していない理由について聞いたところ、「その他」を除くと、「7. 場所

は知っているが入るのがためらわれるため」が 9.9％と最も多く、次いで「1. 自宅の近くに

ないため」が 8.5％、「2. 子どもがまだ幼く不安なため」と「4. 利用の仕方がわからないた

め」がともに 7.0％であった。 

「その他」としては、「幼児センターを利用しているため」「仕事で時間がないため」「利

用する必要がないため」等があげられていた。 

 

図表Ⅱ-5-11 地域子育て支援センター「おひさま」を利用していない理由（複数回答）｜N＝71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

7 9.9%

6 8.5%

5 7.0%

5 7.0%

3 4.2%

2 2.8%

1 1.4%

47 66.2%

71 -全体

７．場所は知っているが入る
のがためらわれるため

１．自宅の近くにないため

２．子どもがまだ幼く不安な
ため

４．利用の仕方がわからな
いため

６．地域子育て支援センター
自体を知らないため

３．ほかの保護者と交流す
るのが不安なため

８．その他

５．場所がどこにあるのかわ
からないため

７．場所は知っているが入るのが
ためらわれるため

１．自宅の近くにないため

２．子どもがまだ幼く不安なため

４．利用の仕方がわからないため

６．地域子育て支援センター自体
を知らないため

３．ほかの保護者と交流するの
が不安なため

５．場所がどこにあるのかわから
ないため

８．その他

9.9%

8.5%

7.0%

7.0%

4.2%

2.8%

1.4%

66.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問 16 地域子育て支援センター「おひさま」の利用意向 

地域子育て支援センター「おひさま」について、今後利用したいか聞いたところ、「3．新

たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」が 55.4％と最も多く、次いで「1．

利用していないが、今後利用したい」が 28.3％であった。 

図表Ⅱ-5-12 地域子育て支援センター「おひさま」の利用意向｜N＝71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■（今後利用したい場合）希望する利用回数 

地域子育て支援センター「おひさま」の利用意向（問 16）で「1. 利用していないが、今

後利用したい」と回答した方に、1 か月あたりの希望する利用回数を聞いたところ、「4～5

回」が 26.9％と最も多く、次いで「12回以上」が 23.1％、「1回」が 11.5％であった。 

図表Ⅱ-5-13 今後利用したい場合、1か月あたりの希望する利用回数｜N＝26 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■（今後利用日数を増やしたい場合）希望する利用回数 

 問 16で「2. すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」と回答した方に、1か

月あたりの希望する利用回数を聞いたところ、「4～5回」が 15.4％と最も多く、次いで「10

～11回」と「12回以上」がともに 7.7％であった。 

図表Ⅱ-5-14 今後利用日数を増やしたい場合、1か月あたりの希望する利用回数｜N＝10 

 

 

 

 

  

件数 ％

26 28.3%

10 10.9%

51 55.4%

5 5.4%

92 100.0%

１．利用していないが、今後利用し
たい

２．すでに利用しているが、今後利
用日数を増やしたい

３．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

合計

問１６　地域子育て支援センター「おひさま」の今後の利用について（1つに〇）

無回答

１．利用していないが、今後利用
したい

２．すでに利用しているが、今後
利用日数を増やしたい

３．新たに利用したり、利用日数
を増やしたいとは思わない

28.3%

10.9%

55.4%

5.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

件数 ％

1回 3 11.5%

2回 2 7.7%

3回 2 7.7%

4～5回 7 26.9%

6～7回 2 7.7%

8～9回 2 7.7%

10～11回 2 7.7%

12回以上 6 23.1%

26 100.0%合計

1回

2回

3回

4～5回

6～7回

8～9回

10～11回

12回以上

11.5%

7.7%

7.7%

26.9%

7.7%

7.7%

7.7%

23.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

件数 ％

1回 0 0.0%

2回 0 0.0%

3回 1 3.8%

4～5回 4 15.4%

6～7回 0 0.0%

8～9回 1 3.8%

10～11回 2 7.7%

12回以上 2 7.7%

10 38.5%合計

1回

2回

3回

4～5回

6～7回

8～9回

10～11回

12回以上

0.0%

0.0%

3.8%

15.4%

0.0%

3.8%

7.7%

7.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
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問 17 地域の子育て支援事業の認知度と利用意向 

地域の子育て支援事業について、それぞれの認知度と利用意向を聞いたところ、以下のと

おりである。 

 

A．事業の認知度 

 ①～⑦の子育て支援事業について、知っているか聞いたところ、「③おひさまひろば」が

79.3％と最も多く、次いで「⑥一時保育事業」が 77.2％、「⑤休日保育」が 68.5％であった。 

 

図表Ⅱ-5-15 子育て支援事業／事業の認知度｜N＝92 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B．事業の利用状況 

 ①～⑦の子育て支援事業について、これまで利用したことがあるか聞いたところ、「③お

ひさまひろば」が 63.0％と最も多く、次いで「②子育て講座」が 45.7％、「①にこにこ相談」

が 38.0％であった。 

 

図表Ⅱ-5-16 子育て支援事業／事業の利用状況｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（上段：件/下段：％）

はい いいえ 無回答 合計

①にこにこ相談 35 53 4 92

38.0% 57.6% 4.3% 100.0%

②子育て講座 42 46 4 92

45.7% 50.0% 4.3% 100.0%

③おひさまひろば 58 30 4 92

63.0% 32.6% 4.3% 100.0%

④出張遊び教室 9 79 4 92

9.8% 85.9% 4.3% 100.0%

⑤休日保育 10 78 4 92

10.9% 84.8% 4.3% 100.0%

⑥一時保育事業 33 55 4 92

35.9% 59.8% 4.3% 100.0%

⑦ニセコ子育てMAP 32 56 4 92

34.8% 60.9% 4.3% 100.0%

（上段：件/下段：％）

はい いいえ 無回答 合計

①にこにこ相談 59 29 4 92

64.1% 31.5% 4.3% 100.0%

②子育て講座 61 27 4 92

66.3% 29.3% 4.3% 100.0%

③おひさまひろば 73 16 3 92

79.3% 17.4% 3.3% 100.0%

④出張遊び教室 25 63 4 92

27.2% 68.5% 4.3% 100.0%

⑤休日保育 63 25 4 92

68.5% 27.2% 4.3% 100.0%

⑥一時保育事業 71 17 4 92

77.2% 18.5% 4.3% 100.0%

⑦ニセコ子育てMAP 52 36 4 92

56.5% 39.1% 4.3% 100.0%

（上段：件/下段：％）

⑤休日保育

⑦ニセコ子育てMAP

⑥一時保育事業

④出張遊び教室

③おひさまひろば

②子育て講座

①にこにこ相談 64.1%

66.3%

79.3%

27.2%

68.5%

77.2%

56.5%

31.5%

29.3%

17.4%

68.5%

27.2%

18.5%

39.1%

4.3%

4.3%

3.3%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

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

はい いいえ 無回答

（上段：件/下段：％）

①にこにこ相談

②子育て講座

③おひさまひろば

④出張遊び教室

⑤休日保育

⑥一時保育事業

⑦ニセコ子育てMAP

38.0%

45.7%

63.0%

9.8%

10.9%

35.9%

34.8%

57.6%

50.0%

32.6%

85.9%

84.8%

59.8%

60.9%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

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

はい いいえ 無回答
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C．今後の事業の利用希望 

 ①～⑦の子育て支援事業について、今後利用したいか聞いたところ、「⑦ニセコ子育て

MAP」が 54.3％と最も多く、次いで「⑥一時保育事業」が 47.8％、「⑤休日保育」が 45.7％

であった。 

 

図表Ⅱ-5-17 子育て支援事業／今後の事業の利用希望｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D．重点的な取組を期待するもの 

 ①～⑦の子育て支援事業のうち、行政に対して重点的な取組を期待するものについて

聞いたところ、「⑥一時保育事業」が 44.6％と最も多く、次いで「⑤休日保育」が 42.4％、

「③おひさまひろば」が 26.1％であった。 

 

図表Ⅱ-5-18 子育て支援事業／重点的な取組を期待するもの（複数回答）｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（上段：件/下段：％）

はい いいえ 無回答 合計

①にこにこ相談 36 50 6 92

39.1% 54.3% 6.5% 100.0%

②子育て講座 39 47 6 92

42.4% 51.1% 6.5% 100.0%

③おひさまひろば 40 48 4 92

43.5% 52.2% 4.3% 100.0%

④出張遊び教室 36 51 5 92

39.1% 55.4% 5.4% 100.0%

⑤休日保育 42 45 5 92

45.7% 48.9% 5.4% 100.0%

⑥一時保育事業 44 43 5 92

47.8% 46.7% 5.4% 100.0%

⑦ニセコ子育てMAP 50 36 6 92

54.3% 39.1% 6.5% 100.0%

（複数回答）

件数 ％

①にこにこ相談 12 13.0%

②子育て講座 14 15.2%

③おひさまひろば 24 26.1%

④出張遊び教室 15 16.3%

⑤休日保育 39 42.4%

⑥一時保育事業 41 44.6%

⑦ニセコ子育てMAP 10 10.9%

92 -全体

①にこにこ相談

②子育て講座

③おひさまひろば

④出張遊び教室

⑤休日保育

⑥一時保育事業

⑦ニセコ子育てMAP

13.0%

15.2%

26.1%

16.3%

42.4%

44.6%

10.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

（上段：件/下段：％）

⑤休日保育

⑥一時保育事業

⑦ニセコ子育てMAP

①にこにこ相談

②子育て講座

③おひさまひろば

④出張遊び教室

39.1%

42.4%

43.5%

39.1%

45.7%

47.8%

54.3%

54.3%

51.1%

52.2%

55.4%

48.9%

46.7%

39.1%

6.5%

6.5%

4.3%

5.4%

5.4%

5.4%

6.5%

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

はい いいえ 無回答
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６. 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 

 

 

問 18 土曜・休日の教育・保育事業の利用意向 

土曜日や日曜日・祝日に、定期的に教育・保育事業を利用したいか聞いたところ、それぞ

れ以下のとおりである。 

 

（１）土曜日 

 土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望について、「3. 利用する必要はない」が 42.4％

と最も多く、次いで「2. 月に 1～2 回は利用したい」が 41.3％、「1. ほぼ毎週利用したい」

が 15.2％であった。 

 

図表Ⅱ-6-1 土曜日／定期的な教育・保育事業の利用意向｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望について、「ほぼ毎週利用したい」「月に 1～

2回は利用したい」と回答した方に、希望する利用開始時間、利用終了時間を聞いたところ、

以下のとおりである。 

 

■希望する利用開始時間 

 土曜日に希望する利用開始時間は、「8 時台」が 53.8％と最も多く、次いで「9 時台」が

26.9％、「7時台」が 9.6％であった。 

 

図表Ⅱ-6-2 土曜日／定期的な教育・保育事業の希望する利用開始時間｜N＝52 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

１．ほぼ毎週利用したい 14 15.2%

２．月に1～2回は利用したい 38 41.3%

３．利用する必要はない 39 42.4%

無回答 1 1.1%

92 100.0%合計

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 5 9.6%

8時台 28 53.8%

9時台 14 26.9%

10時台 1 1.9%

11時台 1 1.9%

12時台 0 0.0%

13時台 1 1.9%

無回答 2 3.8%

52 100.0%合計

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

無回答

0.0%

9.6%

53.8%

26.9%

1.9%

1.9%

0.0%

1.9%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．ほぼ毎週利用したい

２．月に1～2回は利用したい

無回答

３．利用する必要はない

15.2%

41.3%

42.4%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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■希望する利用終了時間 

土曜日に希望する利用終了時間は、「16 時台」が 36.5％と最も多く、次いで「17 時台」

が 21.2％、「18時台」が 15.4％であった。 

 

図表Ⅱ-6-3 土曜日／定期的な教育・保育事業の希望する利用終了時間｜N＝52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）日曜日・祝日 

 日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望について、「3. 利用する必要はない」

が 65.2％と最も多く、次いで「2. 月に 1～2回は利用したい」が 30.4％、「1. ほぼ毎週利用

したい」が 3.3％であった。 

 

図表Ⅱ-6-4 日曜日・祝日／定期的な教育・保育事業の利用希望｜N＝92 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望について、「ほぼ毎週利用したい」「月

に 1～2回は利用したい」と回答した方に、希望する利用開始時間、利用終了時間を聞いた

ところ、以下のとおりである。 

  

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 3 5.8%

13時台 2 3.8%

14時台 2 3.8%

15時台 5 9.6%

16時台 19 36.5%

17時台 11 21.2%

18時台 8 15.4%

19時台 0 0.0%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

無回答 2 3.8%

52 100.0%合計

件数 ％

１．ほぼ毎週利用したい 3 3.3%

２．月に1～2回は利用したい 28 30.4%

３．利用する必要はない 60 65.2%

無回答 1 1.1%

92 100.0%合計

11時台

12時台

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時台

無回答

3.8%

0.0%

5.8%

3.8%

3.8%

9.6%

36.5%

21.2%

15.4%

0.0%

0.0%

0.0%

3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

無回答

１．ほぼ毎週利用したい

２．月に1～2回は利用したい

３．利用する必要はない

3.3%

30.4%

65.2%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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■希望する利用開始時間 

 日曜日・祝日に希望する利用開始時間は、「8時台」が 51.6％と最も多く、次いで「9時

台」が 35.5％、「7時台」は 6.5％であった。 

 

図表Ⅱ-6-5 日曜日・祝日／定期的な教育・保育事業の希望する利用開始時間｜N＝31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■希望する利用終了時間 

日曜日・祝日に希望する利用終了時間は、「17時台」が 25.8％と最も多く、次いで「16

時台」と「18時台」がともに 22.6％、「15時台」が 16.1％であった。 

 

図表Ⅱ-6-6 日曜日・祝日／定期的な教育・保育事業の希望する利用終了時間｜N＝31 

  

 

 

 

 

  

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 2 6.5%

8時台 16 51.6%

9時台 11 35.5%

10時台 1 3.2%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

無回答 1 3.2%

31 100.0%合計

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

無回答

0.0%

6.5%

51.6%

35.5%

3.2%

0.0%

0.0%

0.0%

3.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 1 3.2%

13時台 1 3.2%

14時台 0 0.0%

15時台 5 16.1%

16時台 7 22.6%

17時台 8 25.8%

18時台 7 22.6%

19時台 1 3.2%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

無回答 1 3.2%

31 100.0%合計

11時台

12時台

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時台

無回答

0.0%

3.2%

3.2%

0.0%

16.1%

22.6%

25.8%

22.6%

3.2%

0.0%

0.0%

3.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
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問 19 長期休暇中の教育・保育事業の利用意向 

幼児センター（短時間保育）または幼稚園を利用している方に、長期休暇中において、幼

稚園の預かり保育の利用を希望するか聞いたところ、「1. 利用したい」が 46.2％、「2. 利用

する必要はない」が 53.8％であった。 

 

図表Ⅱ-6-7 長期休暇中の幼稚園の預かり保育の利用意向｜N＝13 

  

 

 

 

 

 

 

 

■希望する利用日数 

 問 19 で長期休暇中の幼稚園の預かり保育を「利用したい」と回答した方に、1 か月あた

りの希望する利用日数を聞いたところ、「1～3日」「4～6日」「7～9日」「10～12日」「13～

15日」のいずれも 1件（16.7％）であった。 

 

図表Ⅱ-6-8 1 か月あたりの希望する利用日数｜N＝6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

１．利用したい 6 46.2%

２．利用する必要はない 7 53.8%

13 100.0%合計

１．利用したい, 

46.2%
２．利用する必要はない, 

53.8%

件数 ％

1～3日 1 16.7%

4～6日 1 16.7%

7～9日 1 16.7%

10～12日 1 16.7%

13～15日 1 16.7%

無回答 1 16.7%

6 100.0%合計

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

無回答

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
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７. 病気やケガの際の対応について 

 

 

問 20 病気やケガで定期的な教育・保育事業が利用できなかったことの有無 

この 1 年間に、子どもが病気やケガで定期的な教育・保育事業が利用できなかったこと

があるか聞いたところ、「1. あった」が 87.0％、「2. なかった」が 13.0％であった。 

 

図表Ⅱ-7-1 病気やケガで定期的な教育・保育事業の利用ができなかったことの有無｜N＝77 

  

 

 

 

 

 

 

問 20-1 定期的な教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法 

子どもが病気やケガで定期的な教育・保育事業が利用できなかったことの有無（問 20）

で「1. あった」と回答した方に、この 1年間に行った対処方法を聞いたところ、「2. 母親が

休んだ」が 82.1％と最も多く、次いで「1. 父親が休んだ」が 35.8％、「4. 父親または母親の

うち就労していない方が子どもをみた」が 14.9％であった。 

 

図表Ⅱ-7-2 定期的な教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法（複数回答）｜N＝67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、それぞれの対応にかかった 1年間あたりの日数は、以下（１）～（９）のとおりで

ある。  

件数 ％

１．あった 67 87.0%

２．なかった 10 13.0%

77 100.0%合計
１．あった, 87.0%

２．なかった, 13.0%

（複数回答）

件数 ％

55 82.1%

24 35.8%

10 14.9%

6 9.0%

2 3.0%

1 1.5%

６．ベビーシッターを利用した 0 0.0%

0 0.0%

6 9.0%

67 -

２．母親が休んだ

４．父親または母親のうち就労して
いない方が子どもをみた

３．親族・知人(同居者を含む)に子
どもをみてもらった

７．ファミリー・サポート・センターを
利用した

８．仕方なく子どもだけで留守番をさ
せた

１．父親が休んだ

５．病気やケガの子どもの為の病
児・病後児保育を利用した

９．その他

全体

問２０-１　子どもが病気・ケガで幼児センターや幼稚園、保育所が利用できなかった場合、この1年間に行った対処法について（すべてに〇）

２．母親が休んだ

１．父親が休んだ

４．父親または母親のうち就労して
いない方が子どもをみた

３．親族・知人(同居者を含む)に子
どもをみてもらった

７．ファミリー・サポート・センターを
利用した

５．病気やケガの子どもの為の病
児・病後児保育を利用した

６．ベビーシッターを利用した

８．仕方なく子どもだけで留守番をさ
せた

９．その他

82.1%

35.8%

14.9%

9.0%

3.0%

1.5%

0.0%

0.0%

9.0%

0.0% 50.0% 100.0%
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（１）父親が休んだ／年間日数 

図表Ⅱ-7-3 父親が休んだ／年間日数｜N＝24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）母親が休んだ／年間日数 

図表Ⅱ-7-4 母親が休んだ／年間日数｜N＝55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）親族・知人（同居者含む）に子どもをみてもらった／年間日数 

図表Ⅱ-7-5 親族・知人（同居者含む）に子どもをみてもらった／年間日数｜N＝6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた／年間日数 

図表Ⅱ-7-6 父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた／年間日数｜N＝10 

 

 

 

 

  

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

33.3%

16.7%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

無回答

30.9%

30.9%

30.9%

0.0%

3.6%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

37.5%

29.2%

0.0%

25.0%

4.2%

0.0%

4.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61日以上

無回答

20.0%

10.0%

10.0%

30.0%

10.0%

10.0%

10.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

1～3日 9 37.5%

4～6日 7 29.2%

7～9日 0 0.0%

10～12日 6 25.0%

13～15日 1 4.2%

16～18日 0 0.0%

19～20日 1 4.2%

24 100.0%合計

件数 ％

1～7日 17 30.9%

8～14日 17 30.9%

15～21日 17 30.9%

22～30日 0 0.0%

31～60日 2 3.6%

無回答 2 3.6%

55 100.0%合計

件数 ％

1～7日 2 20.0%

8～14日 1 10.0%

15～21日 1 10.0%

22～30日 3 30.0%

31～60日 1 10.0%

61日以上 1 10.0%

無回答 1 10.0%

10 100.0%合計



 

42 

 

（５）病気やケガの子どものための病児・病後児保育を利用した／年間日数 

図表Ⅱ-7-7 病気やケガの子どものための病児・病後児保育を利用した／年間日数｜N＝1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）ベビーシッターを利用した／年間日数 

 「ベビーシッターを利用した」の回答はなかった。 

 

（７）ファミリー・サポート・センターを利用した／年間日数 

図表Ⅱ-7-8 ファミリー・サポート・センターを利用した／年間日数｜N＝2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）仕方なく子どもだけで留守番をさせた／年間日数 

 「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」の回答はなかった。 

 

（９）その他／年間日数 

図表Ⅱ-7-9 その他／年間日数｜N＝6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

無回答

0.0%

33.3%

0.0%

16.7%

0.0%

0.0%

33.3%

16.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

1～3日 1 100.0%

4～6日 0 0.0%

7～9日 0 0.0%

10～12日 0 0.0%

13～15日 0 0.0%

16～18日 0 0.0%

19～20日 0 0.0%

1 100.0%合計

件数 ％

1～3日 2 100.0%

4～6日 0 0.0%

7～9日 0 0.0%

10～12日 0 0.0%

13～15日 0 0.0%

16～18日 0 0.0%

19～20日 0 0.0%

2 100.0%合計

件数 ％

1～3日 0 0.0%

4～6日 2 33.3%

7～9日 0 0.0%

10～12日 1 16.7%

13～15日 0 0.0%

16～18日 0 0.0%

19～20日 2 33.3%

無回答 1 16.7%

6 100.0%合計
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問 20-2 病児・病後児保育の利用意向 

定期的な教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法（問 20-1）で「1. 父親が休

んだ」または「2. 母親が休んだ」と回答した方に、病児・病後児保育を利用したいか聞いた

ところ、「1. 病児・病後児保育を利用したい」が 53.6％、「2. 利用したいとは思わない」が

42.9％であった。 

 

図表Ⅱ-7-10 病児・病後児保育の利用意向｜N＝56 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記で「1. 病児・病後児保育を利用したい」と回答した方に、希望する年間の利用日数を

聞いたところ、「4～6 日」が 43.3％と最も多く、次いで「10～12 日」が 23.3％、「19～20

日」が 13.3％であった。 

 

図表Ⅱ-7-11 病児・病後児保育／希望する年間の利用日数｜N＝30 

 

 

  
1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

21日以上

10.0%

43.3%

0.0%

23.3%

6.7%

0.0%

13.3%

3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

30 53.6%

24 42.9%

無回答 2 3.6%

56 100.0%

１．病児・病後児保育を利用
したい

２．利用したいとは思わない

合計

【問20-1で「１．父親が休んだ」または「２．母親が休んだ」と回答した方】

問２０-２　病気・ケガの子どものための病児・病後児保育の利用について（１つに○）

１．病児・病後児保育
を利用したい

２．利用したいとは思
わない

無回答

16.7%

53.6%

42.9%

3.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

件数 ％

1～3日 3 10.0%

4～6日 13 43.3%

7～9日 0 0.0%

10～12日 7 23.3%

13～15日 2 6.7%

16～18日 0 0.0%

19～20日 4 13.3%

21日以上 1 3.3%

30 100.0%合計
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問 20-3 病児・病後児保育で希望する事業形態 

病児・病後児保育の利用意向（問 20-2）で「1. 病児・病後児保育を利用したい」と回答

した方に、上記の目的で子どもを預ける時の事業形態を聞いたところ、「2. 幼稚園・保育所

等に併設した施設で子どもを保育する事業」が 70.0％と最も多く、次いで「1. 小児科等医

療機関に併設した施設で子どもを保育する事業」が 66.7％、「3. 地域住民等が子育て家庭の

自宅などで保育する事業」が 23.3％であった。 

 

図表Ⅱ-7-12 病児・病後児保育／希望する事業形態（複数回答）｜N＝30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20-4 病児・病後児保育を利用したいと思わない理由 

病児・病後児保育の利用意向（問 20-2）で「2. 利用したいとは思わない」と回答した方

に、利用したいと思わない理由を聞いたところ、「1. 病気やケガの子どもを他人にみてもら

うのは不安」が 58.3％と最も多く、次いで「4. 親が仕事を休んで対応できる」が 54.2％、

「3. 利用料がかかる・高い」は 29.2％であった。 

「その他」としては、「病気の時は子どものそばにいてあげたい」「お金を払うとはいえ病

気の子をみてもらうのは申し訳ない」等があげられていた。 

 

図表Ⅱ-7-13 病児・病後児保育を利用したいと思わない理由（複数回答）｜N＝24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

20 66.7%

21 70.0%

7 23.3%

0 0.0%

30 -全体

１．小児科等医療機関に併設
した施設で子どもを保育する
事業
２．幼稚園・保育所等に併設し
た施設で子どもを保育する事
業

３．地域住民等が子育て家庭
の自宅などで保育する事業

４．その他

問１２-３　病児・病後児保育利用の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われるか（すべてに〇）

問２０-４　病児・病後児保育を利用したいと思わない理由（すべてに〇）

１．小児科等医療機関に
併設した施設で子どもを

保育する事業
２．幼稚園・保育所等に
併設した施設で子どもを

保育する事業
３．地域住民等が子育て
家庭の自宅などで保育

する事業

４．その他

3.3%

66.7%

70.0%

23.3%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

（複数回答）

件数 ％

14 58.3%

1 4.2%

7 29.2%

13 54.2%

4 16.7%

24 -

２．病児・病後児保育事業
の内容に不安がある

３．利用料がかかる・高い

４．親が仕事を休んで対応
できる

５．その他

全体

１．病気やケガの子どもを他
人にみてもらうのは不安

問２０-４　病児・病後児保育を利用したいと思わない理由（すべてに〇）

４．親が仕事を休んで対応できる

５．その他

１．病気やケガの子どもを他人にみ

てもらうのは不安

２．病児・病後児保育事業の内容に

不安がある

３．利用料がかかる・高い

58.3%

4.2%

29.2%

54.2%

16.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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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 21 不定期の教育・保育事業の利用状況 

日中の定期的な保育や病気のため以外に、保護者の通院、不定期な仕事等を理由に不定期

に利用している事業はあるか聞いてみると、「6．利用していない」が 73.9％と最も多く、次

いで「1. 子育て支援センター「おひさま」での一時預かり」と「3. ファミリー・サポート・

センター」がともに 9.8％、「2. 幼児センター（短時間保育）や幼稚園の一時預かり（一時

保育）」が 8.7％であった。 

 

図表Ⅱ-8-1 不定期の教育・保育事業の利用状況（複数回答）｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、各事業の 1年間あたりの利用日数も聞いたところ、以下（１）～（５）のとおりで

ある。 

 

（１）子育て支援センター「おひさま」での一時預かり／年間日数 

図表Ⅱ-8-2 子育て支援センター「おひさま」での一時預かり／年間日数｜N＝9 

 

 

 

 

 

 

 

  

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61日以上

無回答

11.1%

0.0%

11.1%

0.0%

33.3%

22.2%

22.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%件数 ％

1～7日 1 11.1%

8～14日 0 0.0%

15～21日 1 11.1%

22～30日 0 0.0%

31～60日 3 33.3%

61日以上 2 22.2%

無回答 2 22.2%

9 100.0%合計

（複数回答）

件数 ％

9 9.8%

8 8.7%

9 9.8%

2 2.2%

0 0.0%

68 73.9%

92 -全体

６．利用していない

４．ベビーシッター(町外の事業を利用
した)

５．その他

１．子育て支援センター「おひさま」で

の一時預かり

２．幼児センター(短時間保育)や幼稚
園の一時預かり(一時保育)

３．ファミリー・サポート・センター

問２１　保護者の通院、不定期な仕事などを理由に不定期に利用している事業について（すべてに○）

１．子育て支援センター「おひさま」
での一時預かり

２．幼児センター(短時間保育)や幼
稚園の一時預かり(一時保育)

３．ファミリー・サポート・センター

４．ベビーシッター(町外の事業を利
用した)

５．その他

６．利用していない

9.8%

8.7%

9.8%

2.2%

0.0%

73.9%

0.0% 50.0% 100.0%
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（２）幼児センター（短時間保育）や幼稚園の一時預かり（一時保育）／年間日数 

図表Ⅱ-8-3 幼児センター（短時間保育）や幼稚園の一時預かり（一時保育）／年間日数｜N＝8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ファミリー・サポート・センター／年間日数 

図表Ⅱ-8-4 ファミリー・サポート・センター／年間日数｜N＝9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ベビーシッター（町外の事業を利用した）／年間日数 

図表Ⅱ-8-5 ベビーシッター（町外の事業を利用した）／年間日数｜N＝2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他／年間日数 

「その他」の回答はなかった。 

  

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61日以上

無回答

0.0%

25.0%

37.5%

0.0%

0.0%

12.5%

25.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61日以上

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

件数 ％

1～7日 0 0.0%

8～14日 2 25.0%

15～21日 3 37.5%

22～30日 0 0.0%

31～60日 0 0.0%

61日以上 1 12.5%

無回答 2 25.0%

8 100.0%合計

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61日以上

25.0%

77.8%

11.1%

0.0%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%件数 ％

1～7日 7 77.8%

8～14日 1 11.1%

15～21日 0 0.0%

22～30日 1 11.1%

31～60日 0 0.0%

61日以上 0 0.0%

9 100.0%合計

件数 ％

1～7日 2 100.0%

8～14日 0 0.0%

15～21日 0 0.0%

22～30日 0 0.0%

31～60日 0 0.0%

61日以上 0 0.0%

2 100.0%合計
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問 21-1 不定期の教育・保育事業を利用していない理由 

不定期の教育・保育事業の利用状況（問 21）で「6. 利用していない」と回答した方に、

利用していない理由を聞いたところ、「1. 特に利用する必要がない」が 67.6％と最も多く、

次いで「5. 利用料がかかる・高い」が 14.7％、「7. 事業を利用できるのかどうかがわからな

い」が 10.3％であった。 

「その他」としては、「子どもが幼すぎるため」「急に用事が入るため事前予約ができない

ため」「土日祝は仕事を休みにしているため」等があげられていた。 

 

図表Ⅱ-8-6 不定期の教育・保育事業を利用していない理由 

（複数回答）｜N＝68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

46 67.6%

10 14.7%

7 10.3%

5 7.4%

5 7.4%

4 5.9%

3 4.4%

1 1.5%

5 7.4%

68 -

４．事業の利便性(立地や利
用可能時間・日数など)がよ
くない

９．その他

全体

３．事業の質に不安がある

８．事業の利用方法(手続き
等)がわからない

２．利用したい事業が地域
にない

６．利用料がわからない

１．特に利用する必要がな
い

５．利用料がかかる・高い

７．事業を利用できるのかど
うかがわからない

６．利用料がわからない

４．事業の利便性(立地
や利用可能時間・日数

など)がよくない

９．その他

１．特に利用する必要が
ない

５．利用料がかかる・高
い

７．事業を利用できるの
かどうかがわからない

３．事業の質に不安があ
る

８．事業の利用方法(手
続き等)がわからない

２．利用したい事業が地
域にない

67.6%

14.7%

10.3%

7.4%

7.4%

5.9%

4.4%

1.5%

7.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問 22 一時預かりの利用意向 

保護者の通院や不定期な仕事、リフレッシュ等の目的で、「一時預かり」を利用する必要

があるか聞いたところ、「1. 利用したい」が 57.6％、「2. 利用する必要はない」が 41.3％で

あった。 

 

図表Ⅱ-8-7 一時預かりの利用意向｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時預かりを「利用したい」と回答した方に、利用したい目的を聞いたところ、「3. 買物、

子どもや保護者の習い事、リフレッシュ等」が 81.1％と最も多く、次いで「1. 冠婚葬祭、

学校行事、子どもや保護者の通院等」が 69.8％、「2. 不定期な仕事」が 50.9％であった。 

 

図表Ⅱ-8-8 一時預かりの利用目的（複数回答）｜N＝53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時預かりを「利用したい」と回答した方に、必要な年間日数と年間合計日数を聞いたと

ころ、以下（１）～（５）のとおりである。 

  

件数 ％

１．利用したい 53 57.6%

２．利用する必要はない 38 41.3%

無回答 1 1.1%

92 100.0%合計

１．利用したい, 

57.6%

２．利用する必要はない, 

41.3%

無回答, 1.1%

（複数回答）

件数 ％

37 69.8%

27 50.9%

43 81.1%

1 1.9%

53 -

２．不定期な仕事

３．買物、子どもや保護者の
習い事、リフレッシュ等

４．その他

全体

１．冠婚葬祭、学校行事、子
どもや保護者の通院等

１．冠婚葬祭、学校行事、子ども
や保護者の通院等

２．不定期な仕事

３．買物、子どもや保護者の習い
事、リフレッシュ等

４．その他

69.8%

50.9%

81.1%

1.9%

0.0% 50.0% 100.0%
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（１）冠婚葬祭、学校行事、子どもや保護者の通院等／年間日数 

図表Ⅱ-8-9 冠婚葬祭、学校行事、子どもや保護者の通院等／年間日数｜N＝37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）不定期な仕事／年間日数 

図表Ⅱ-8-10 不定期な仕事／年間日数｜N＝27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）買物、子どもや保護者の習い事、リフレッシュ等／年間日数 

図表Ⅱ-8-11 買物、子どもや保護者の習い事、リフレッシュ等／年間日数｜N＝43 

 

 

 

  

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61～90日

91～120日

121日以上

無回答

75.7%

13.5%

5.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61～90日

91～120日

121日以上

無回答

48.1%

14.8%

7.4%

3.7%

11.1%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61～90日

91～120日

121日以上

無回答

34.9%

32.6%

14.0%

0.0%

7.0%

0.0%

4.7%

0.0%

7.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

1～7日 28 75.7%

8～14日 5 13.5%

15～21日 2 5.4%

22～30日 0 0.0%

31～60日 0 0.0%

61～90日 0 0.0%

91～120日 0 0.0%

121日以上 0 0.0%

無回答 2 5.4%

37 100.0%合計

件数 ％

1～7日 13 48.1%

8～14日 4 14.8%

15～21日 2 7.4%

22～30日 1 3.7%

31～60日 3 11.1%

61～90日 1 3.7%

91～120日 1 3.7%

121日以上 1 3.7%

無回答 1 3.7%

27 100.0%合計

件数 ％

1～7日 15 34.9%

8～14日 14 32.6%

15～21日 6 14.0%

22～30日 0 0.0%

31～60日 3 7.0%

61～90日 0 0.0%

91～120日 2 4.7%

121日以上 0 0.0%

無回答 3 7.0%

43 100.0%合計
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（４）その他／年間日数 

図表Ⅱ-8-12 その他／年間日数｜N＝1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）利用したい年間合計日数 

図表Ⅱ-8-13 利用したい年間合計日数｜N＝53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61～90日

91～120日

121日以上

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61～90日

91～120日

121日以上

無回答

30.2%

24.5%

15.1%

7.5%

9.4%

0.0%

7.5%

1.9%

3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

1～7日 1 100.0%

8～14日 0 0.0%

15～21日 0 0.0%

22～30日 0 0.0%

31～60日 0 0.0%

61～90日 0 0.0%

91～120日 0 0.0%

121日以上 0 0.0%

1 100.0%合計

件数 ％

1～7日 16 30.2%

8～14日 13 24.5%

15～21日 8 15.1%

22～30日 4 7.5%

31～60日 5 9.4%

61～90日 0 0.0%

91～120日 4 7.5%

121日以上 1 1.9%

無回答 2 3.8%

53 100.0%合計
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問 23 宿泊を伴う一時預かりの利用意向 

冠婚葬祭、保護者・家族の育児疲れや育児不安、病気などを理由に、子どもの泊まりがけ

での「預かり」を利用したいか聞いてみると、「1. 利用したい」が 20.7％、「2. 利用する必

要はない」が 78.3％であった。 

 

図表Ⅱ-8-14 宿泊を伴う一時預かりの利用意向｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊りがけでの預かりを「利用したい」と回答した方に、利用したい目的を聞いてみると、

「3. 保護者や家族の病気」が 73.7％と最も多く、次いで「2. 保護者や家族の育児疲れ・不

安」が 63.2％、「1. 冠婚葬祭」が 42.1％であった。 

 

図表Ⅱ-8-15 宿泊を伴う一時預かりの利用目的｜N＝19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊りがけでの預かりを「利用したい」と回答した方に、必要な泊数を聞いたところ、以下

（１）～（４）のとおりである。 

 

（１）冠婚葬祭／泊数 

図表Ⅱ-8-16 冠婚葬祭／泊数｜N＝8 

 

 

 

 

 

 

 

３．保護者や家族の病気

１．冠婚葬祭

２．保護者や家族の育児疲
れ・不安

４．その他

42.1%

63.2%

73.7%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

1～3泊

4～6泊

7～9泊

10～12泊

無回答

87.5%

0.0%

0.0%

0.0%

12.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

件数 ％

１．利用したい 19 20.7%

２．利用する必要はない 72 78.3%

無回答 1 1.1%

92 100.0%合計

１．利用したい, 

20.7%

２．利用する必要はない, 

78.3%

無回答, 

1.1%

（複数回答）

件数 ％

8 42.1%

12 63.2%

14 73.7%

0 0.0%

19 -

１．冠婚葬祭

２．保護者や家族の育児疲
れ・不安

３．保護者や家族の病気

４．その他

全体

件数 ％

1～3泊 7 87.5%

4～6泊 0 0.0%

7～9泊 0 0.0%

10～12泊 0 0.0%

無回答 1 12.5%

8 100.0%合計
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（２）保護者や家族の育児疲れ・不安／泊数 

図表Ⅱ-8-17 保護者や家族の育児疲れ・不安／泊数｜N＝12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保護者や家族の病気／泊数 

図表Ⅱ-8-18 保護者や家族の病気／泊数｜N＝14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他／泊数 

「その他」の回答はなかった。 

 

  

1～3泊

4～6泊

7～9泊

10～12泊

13～15泊

16～18泊

19～20泊

58.3%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

1～3泊

4～6泊

7～9泊

10～12泊

無回答

71.4%

7.1%

0.0%

14.3%

7.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

件数 ％

1～3泊 7 58.3%

4～6泊 3 25.0%

7～9泊 0 0.0%

10～12泊 0 0.0%

13～15泊 0 0.0%

16～18泊 0 0.0%

19～20泊 2 16.7%

12 100.0%合計

件数 ％

1～3泊 10 71.4%

4～6泊 1 7.1%

7～9泊 0 0.0%

10～12泊 2 14.3%

無回答 1 7.1%

14 100.0%合計
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９. 小学校入学後の放課後の過ごし方について 

 

 

以下問 24～問 25は、2024（令和 6）年 4月から小学校に入学する子どもがいると回答

した 20名を対象として集計した。 

 

問 24 小学校入学後の放課後の過ごし方 

子どもが小学校に入学後、放課後どのような場所で過ごさせたいか、また、希望する利用

日数を（１）低学年（1～3年生）、（２）高学年（4～6年生）のそれぞれの期間について聞

いたところ、以下のとおりである。 

 

（１）低学年／放課後の居場所 

低学年時に平日の放課後に過ごさせたい場所は、「3. 学童保育（ニセコこども館）」が

60.0％と最も多く、次いで「1. 自宅」と「4. 習い事」がともに 45.0％、「5. 放課後子ども教

室」が 20.0％であった。 

 

図表Ⅱ-9-1 低学年／平日の放課後に過ごさせたい場所｜N＝20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■希望する利用日数 

低学年時に過ごさせたい居場所ごとの希望する利用日数は、以下①～⑦のとおりである。 

①自宅／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-2 低学年／自宅（1週あたりの日数）｜N＝9 

 

 

  
週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

11.1%

22.2%

44.4%

0.0%

22.2%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%件数 ％

週1日程度 1 11.1%

週2日程度 2 22.2%

週3日程度 4 44.4%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 2 22.2%

週6日程度 0 0.0%

9 100.0%合計

（複数回答）

件数 ％

３．学童保育(ニセコこども館) 12 60.0%

１．自宅 9 45.0%

9 45.0%

５．放課後子ども教室 4 20.0%

６．ファミリー・サポート・センター 2 10.0%

２．祖父母宅や友人・知人宅 1 5.0%

3 15.0%

20 -

７．その他(町民ｾﾝﾀｰ、公園など)

４．習い事(ピアノ教室、サッカークラ
ブ、学習塾など)

全体

７．その他(町民ｾﾝﾀｰ、
公園など)

３．学童保育(ニセコこど
も館)

１．自宅

４．習い事(ピアノ教室、サッ

カークラブ、学習塾など)

５．放課後子ども教室

６．ファミリー・サポート・
センター

２．祖父母宅や友人・知
人宅

60.0%

45.0%

45.0%

20.0%

10.0%

5.0%

15.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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②祖父母宅や友人・知人宅／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-3 低学年／祖父母宅や友人・知人宅（1週あたりの日数）｜N＝1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③学童保育／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-4 低学年／学童保育（1週あたりの日数）｜N＝12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学童保育／下校時からの利用時間 

図表Ⅱ-9-5 低学年／学童保育（下校時からの利用時間）｜N＝12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④習い事／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-6 低学年／習い事（1週あたりの日数）｜N＝9 

 

 

 

 

 

 

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

8.3%

0.0%

41.7%

8.3%

41.7%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

下校時から15時まで

下校時から16時まで

下校時から17時まで

下校時から18時まで

下校時から19時まで

0.0%

33.3%

33.3%

33.3%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

55.6%

22.2%

22.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

件数 ％

週1日程度 0 0.0%

週2日程度 1 100.0%

週3日程度 0 0.0%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 0 0.0%

週6日程度 0 0.0%

1 100.0%合計

週6日程度

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

22.2%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

件数 ％

週1日程度 1 8.3%

週2日程度 0 0.0%

週3日程度 5 41.7%

週4日程度 1 8.3%

週5日程度 5 41.7%

週6日程度 0 0.0%

12 100.0%合計

件数 ％

下校時から15時まで 0 0.0%

下校時から16時まで 4 33.3%

下校時から17時まで 4 33.3%

下校時から18時まで 4 33.3%

下校時から19時まで 0 0.0%

12 100.0%合計

件数 ％

週1日程度 5 55.6%

週2日程度 2 22.2%

週3日程度 2 22.2%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 0 0.0%

週6日程度 0 0.0%

9 100.0%合計
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⑤放課後子ども教室／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-7 低学年／放課後子ども教室（1週あたりの日数）｜N＝4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ファミリー・サポート・センター／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-8 低学年／ファミリー・サポート・センター（1週あたりの日数）｜N＝2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦その他／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-9 低学年／その他（1週あたりの日数）｜N＝3 

 

 

 

  

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

0.0%

50.0%

25.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

0.0%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

33.3%

66.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

件数 ％

週1日程度 0 0.0%

週2日程度 2 50.0%

週3日程度 1 25.0%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 1 25.0%

週6日程度 0 0.0%

4 100.0%合計

件数 ％

週1日程度 0 0.0%

週2日程度 1 50.0%

週3日程度 1 50.0%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 0 0.0%

週6日程度 0 0.0%

2 100.0%合計

件数 ％

週1日程度 1 33.3%

週2日程度 2 66.7%

週3日程度 0 0.0%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 0 0.0%

週6日程度 0 0.0%

3 100.0%合計
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（２）高学年／放課後の居場所 

高学年時に平日の放課後に過ごさせたい場所は、「1. 自宅」が 50.0％と最も多く、次いで

「4. 習い事」が 35.0％、「3. 学童保育（ニセコこども館）」が 20.0％であった。 

 

図表Ⅱ-9-10 高学年／平日の放課後に過ごさせたい場所｜N＝20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用希望日数 

高学年時に過ごさせたい居場所ごとの希望する利用日数は、以下①～⑦のとおりである。 

 

①自宅／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-11 高学年／自宅（1週あたりの日数）｜N＝10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②祖父母宅や友人・知人宅／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-12 高学年／祖父母宅や友人・知人宅（1週あたりの日数）｜N＝2 

 

 

 

 

  

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

0.0%

20.0%

70.0%

0.0%

10.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

件数 ％

週1日程度 0 0.0%

週2日程度 2 20.0%

週3日程度 7 70.0%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 1 10.0%

週6日程度 0 0.0%

10 100.0%合計

件数 ％

週1日程度 1 50.0%

週2日程度 1 50.0%

週3日程度 0 0.0%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 0 0.0%

週6日程度 0 0.0%

2 100.0%合計

（複数回答）

件数 ％

１．自宅 10 50.0%

7 35.0%

３．学童保育(ニセコこども館) 4 20.0%

５．放課後子ども教室 3 15.0%

２．祖父母宅や友人・知人宅 2 10.0%

６．ファミリー・サポート・センター 2 10.0%

3 15.0%

20 -

４．習い事(ピアノ教室、サッカークラ
ブ、学習塾など)

全体

７．その他(町民ｾﾝﾀｰ、公園など)

４．習い事(ピアノ教室、サッ

カークラブ、学習塾など)

３．学童保育(ニセコこど
も館)

５．放課後子ども教室

２．祖父母宅や友人・知

人宅

６．ファミリー・サポート・
センター

７．その他(町民ｾﾝﾀｰ、
公園など)

１．自宅 50.0%

35.0%

20.0%

15.0%

10.0%

10.0%

15.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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③学童保育／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-13 高学年／学童保育（1週あたりの日数）｜N＝4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学童保育／下校時からの利用時間 

図表Ⅱ-9-14 高学年／学童保育（下校時からの利用時間）｜N＝4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④習い事／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-15 高学年／習い事（1週あたりの日数）｜N＝7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤放課後子ども教室／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-16 高学年／放課後子ども教室（1週あたりの日数）｜N＝3 

 

 

  

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

25.0%

0.0%

50.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

下校時から15時まで

下校時から16時まで

下校時から17時まで

下校時から18時まで

下校時から19時まで

無回答

0.0%

0.0%

50.0%

25.0%

0.0%

25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

14.3%

28.6%

42.9%

14.3%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

0.0%

66.7%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

件数 ％

週1日程度 1 25.0%

週2日程度 0 0.0%

週3日程度 2 50.0%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 1 25.0%

週6日程度 0 0.0%

4 100.0%合計

件数 ％

下校時から15時まで 0 0.0%

下校時から16時まで 0 0.0%

下校時から17時まで 2 50.0%

下校時から18時まで 1 25.0%

下校時から19時まで 0 0.0%

無回答 1 25.0%

4 100.0%合計

件数 ％

週1日程度 1 14.3%

週2日程度 2 28.6%

週3日程度 3 42.9%

週4日程度 1 14.3%

週5日程度 0 0.0%

週6日程度 0 0.0%

7 100.0%合計
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⑥ファミリー・サポート・センター／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-17 高学年／ファミリー・サポート・センター：1週あたりの日数｜N＝2 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

⑦その他／1週あたりの日数 

図表Ⅱ-9-18 高学年／その他：1週あたりの日数｜N＝3 

  

 

 

 

 

  

件数 ％

週1日程度 0 0.0%

週2日程度 1 50.0%

週3日程度 1 50.0%

週4日程度 0 0.0%

週5日程度 0 0.0%

週6日程度 0 0.0%

2 100.0%合計

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

0.0%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

件数 ％

週1日程度 1 33.3%

週2日程度 1 33.3%

週3日程度 0 0.0%

週4日程度 1 33.3%

週5日程度 0 0.0%

週6日程度 0 0.0%

3 100.0%合計

週1日程度

週2日程度

週3日程度

週4日程度

週5日程度

週6日程度

33.3%

33.3%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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問 24-1 土曜日、日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）の利用希望 

小学校に入学後、放課後で過ごさせたい居場所（問 24）で「学童保育（ニセコこども館）」

と回答した方に、（１）土曜日、（２）日曜日・祝日に学童保育（ニセコこども館）を利用し

たいか聞いたところ、それぞれ以下のとおりとなった。 

 

（１）土曜日 

 土曜日の学童保育（ニセコこども館）の利用希望は、「1. 低学年（1~3年生）の間は利用

したい」が 50.0％と最も多く、次いで「3. 利用する必要はない」が 41.7％、「2. 高学年（4~6

年生）になっても利用したい」が 8.3％であった。 

 

図表Ⅱ-9-19 土曜日／学童保育（ニセコこども館）の利用希望｜N＝12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日の学童保育（ニセコこども館）を「低学年（1～3年生）の間は利用したい」「高

学年（4～６年生）になっても利用したい」と回答した方に、利用したい開始時間、終了

時間を聞いたところ、以下のとおりである。 

 

■利用開始時間 

土曜日の学童保育（ニセコこども館）で利用したい開始時間は、「8時台」が 42.9％と最

も多く、次いで「7時台」と「9時台」がともに 28.6％であった。 

 

図表Ⅱ-9-20 土曜日／学童保育（ニセコこども館）の利用開始時間｜N＝7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

6 50.0%

1 8.3%

5 41.7%

12 100.0%

１．低学年(1～3年生)の間は利用し
たい

２．高学年(4～6年生)になっても利
用したい

合計

３．利用する必要はない

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 2 28.6%

8時台 3 42.9%

9時台 2 28.6%

10時台 0 0.0%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

7 100.0%合計

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

0.0%

28.6%

42.9%

28.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

問２４-１　土曜日と日曜・祝日に学童保育（ニセコ子ども館）を利用したいか（1つに〇）

１．低学年(1～3年生)
の間は利用したい

２．高学年(4～6年生)
になっても利用したい

３．利用する必要はな
い

50.0%

8.3%

41.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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■利用終了時間 

土曜日の学童保育（ニセコこども館）で利用したい終了時間は、「18時台」が 42.9％と

最も多く、次いで「16時台」と「17時台」がともに 28.6％であった。 

 

図表Ⅱ-9-21 土曜日／学童保育（ニセコこども館）の利用終了時間｜N＝7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）日曜日・祝日 

 日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）の利用希望は、「3. 利用する必要はない」が

50.0％と最も多く、次いで「1. 低学年（1～3 年生）の間は利用したい」が 41.7％、「2. 高

学年（4～6年生）になっても利用したい」が 8.3％であった。 

 

図表Ⅱ-9-22 日曜日・祝日／学童保育（ニセコこども館）の利用希望｜N＝12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）を「低学年（1～3年生）の間は利用した

い」「高学年（4～６年生）になっても利用したい」と回答した方に、利用したい開始時

間、終了時間を聞いたところ、以下のとおりである。 

  

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

15時台 0 0.0%

16時台 2 28.6%

17時台 2 28.6%

18時台 3 42.9%

19時台 0 0.0%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

7 100.0%合計

11時台

12時台

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時台

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

28.6%

28.6%

42.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

5 41.7%

1 8.3%

6 50.0%

12 100.0%

１．低学年(1～3年生)の間は利用し
たい

３．利用する必要はない

２．高学年(4～6年生)になっても利
用したい

合計

１．低学年(1～3年生)
の間は利用したい

２．高学年(4～6年生)
になっても利用したい

３．利用する必要はな
い

41.7%

8.3%

50.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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■利用開始時間 

日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）で利用したい開始時間は、「7時台」「8時

台」「9時台」がともに 33.3％であった。 

 

図表Ⅱ-9-23 日曜日・祝日／学童保育（ニセコこども館）の利用開始時間｜N＝6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用終了時間 

日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）で利用したい終了時間は、「18時台」が

50.0％と最も多く、次いで「17時台」が 33.3％、「16時台」が 16.7％であった。 

 

図表Ⅱ-9-24 日曜日・祝日／学童保育（ニセコこども館）の利用終了時間｜N＝6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 2 33.3%

8時台 2 33.3%

9時台 2 33.3%

10時台 0 0.0%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

6 100.0%合計

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

0.0%

33.3%

33.3%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

15時台 0 0.0%

16時台 1 16.7%

17時台 2 33.3%

18時台 3 50.0%

19時台 0 0.0%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

6 100.0%合計

11時台

12時台

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時台

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

16.7%

33.3%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 25 長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）の利用希望 

長期休暇中における学童保育（ニセコこども館）の利用希望について聞いたところ、「1. 

低学年（1～3年生）の間は利用したい」が 55.0％と最も多く、次いで「3. 利用する必要は

ない」が 25.0％、「2．高学年（4～6年生）になっても利用したい」が 20.0％であった。 

 

図表Ⅱ-9-25 長期休暇中／学童保育（ニセコこども館）の利用希望｜N＝20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）を「低学年（1～3 年生）の間は利用したい」

「高学年（4～6 年生）になっても利用したい」と回答した方に、利用したい開始時間、終

了時間を聞いたところ、以下のとおりである。 

 

■利用開始時間 

長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）で利用したい開始時間は、「8時台」が 66.7％

と最も多く、次いで「9時台」が 20.0％、「7時台」が 13.3％であった。 

 

図表Ⅱ-9-26 長期休暇中／学童保育（ニセコこども館）の利用開始時間｜N＝15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

11 55.0%

4 20.0%

5 25.0%

20 100.0%

３．利用する必要はない

１．低学年(1～3年生)の間は利用し
たい

２．高学年(4～6年生)になっても利
用したい

合計

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 2 13.3%

8時台 10 66.7%

9時台 3 20.0%

10時台 0 0.0%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

15 100.0%合計

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

0.0%

13.3%

66.7%

20.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

問２５　夏休み・冬休み・春休みなど長期休暇期間中、学童保育（ニセコ子ども館）の利用について（1つに〇）

１．低学年(1～3年生)
の間は利用したい

２．高学年(4～6年生)
になっても利用したい

３．利用する必要はな
い

55.0%

20.0%

25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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■利用終了時間 

長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）で利用したい終了時間は、「16時台」が

40.0％と最も多く、次いで「18時台」が 33.3％、「17時台」が 20.0％であった。 

 

図表Ⅱ-9-27 長期休暇中／学童保育（ニセコこども館）の利用終了時間｜N＝15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25-1 長期休暇中及び通常期間の学童保育（ニセコこども館）の利用希望 

長期休暇中における学童保育（ニセコこども館）の利用希望（問 25）で「利用したい」

（1または 2）と回答した方に、学童保育（ニセコこども館）は長期休暇中のみの利用希望

なのか聞いたところ、「1. 長期の休暇期間中のみの利用希望」が 33.3％、「2. 長期の休暇期

間中と普段の日も含めた利用希望」が 60.0％であった。 

 

図表Ⅱ-9-28 長期休暇中及び通常期間における学童保育（ニセコこども館）の利用希望｜N＝15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

15時台 1 6.7%

16時台 6 40.0%

17時台 3 20.0%

18時台 5 33.3%

19時台 0 0.0%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

15 100.0%合計

11時台

12時台

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時台

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.7%

40.0%

20.0%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

5 33.3%

9 60.0%

無回答 1 6.7%

15 100.0%

１．長期の休暇期間中のみ
の利用希望

２．長期の休暇期間中と普
段の日も含めた利用希望

合計

問２５-１　長期休暇期間中のみ、学童保育（ニセコ子ども館）の利用希望か（1つに〇）

２．長期の休暇期間中と普段の
日も含めた利用希望

無回答

１．長期の休暇期間中のみの利
用希望

33.3%

60.0%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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10. 育児休業や職場の両立支援制度について 

 

 

問 26 子どもが生まれた時の育児休業の取得状況 

子どもが生まれた時、育児休業を取得したか聞いたところ、父親は「1. 取得した（取得中

を含む）」が 10.9％、「2. 取得していない」が 76.1％であった。 

母親は「1. 取得した（取得中を含む）」が 47.8％、「2. 取得していない」が 17.4％、「3. 働

いていなかった」が 32.6％であった。 

 

図表Ⅱ-10-1 育児休業の取得状況｜N＝92 

【父親】                   【母親】 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．取得した(取得中を含む)２．取得していない３．働いていなかった無回答10.9% 76.1%0.0% 13.0%0.0%20.0%40.0% 60.0% 80.0%

件数 ％

１．取得した(取得中を含む) 10 10.9%

２．取得していない 70 76.1%

３．働いていなかった 0 0.0%

無回答 12 13.0%

92 100.0%合計

件数 ％

１．取得した(取得中を含む) 44 47.8%

２．取得していない 16 17.4%

３．働いていなかった 30 32.6%

無回答 2 2.2%

92 100.0%合計

１．取得した(取得中を含む)

２．取得していない

３．働いていなかった

無回答

10.9%

76.1%

0.0%

13.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．取得した(取得中を含む)

２．取得していない

３．働いていなかった

無回答

47.8%

17.4%

32.6%

2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 26-1 育児休業を取得していない理由 

（１）父親／育児休業を取得していない理由 

育児休業の取得状況（問 26）で「取得していない」と回答した方に、父親が育児休業を

取得していない理由を聞いたところ、「2. 仕事が忙しかった」が 38.6％と最も多く、次いで

「1. 職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が 32.9％、「8. 配偶者が育児休業を取

得した」が 27.1％であった。 

 

図表Ⅱ-10-2 父親／育児休業を取得していない理由（複数回答）｜N＝70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

27 38.6%

23 32.9%

19 27.1%

16 22.9%

16 22.9%

11 15.7%

9 12.9%

5 7.1%

3 4.3%

2 2.9%

1 1.4%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

2 2.9%

70 －

５．昇給・昇格などが遅れそ

うだった

４．(育児休業後に)仕事に戻

るのが難しそうだった

全体

１０．子育てや家事に専念す
るため自分の意思で退職し

た

２．仕事が忙しかった

１．職場に育児休業を取りに

くい雰囲気があった

８．配偶者が育児休業を取
得した

６．収入が減り、経済的に苦

しくなりそうだった

１５．自営業・農業等に就労

しているため

９．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

１１．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)

１２．有期雇用のため育児休
業の取得要件を満たさな

かった

１３．育児休業を取得できる
ことを知らなかった

３．(産休後に)仕事に早く復

帰したかった

７．(産休終了と同時に)保育

所などに預けることができた

１４．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

１６．その他
１６．その他

５．昇給・昇格などが遅れそうだった

４．(育児休業後に)仕事に戻るのが

難しそうだった

１２．有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

１３．育児休業を取得できることを知

らなかった

３．(産休後に)仕事に早く復帰した

かった

７．(産休終了と同時に)保育所など

に預けることができた

１０．子育てや家事に専念するため

自分の意思で退職した

１４．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

２．仕事が忙しかった

１．職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

８．配偶者が育児休業を取得した

６．収入が減り、経済的に苦しくなり

そうだった

１５．自営業・農業等に就労している

ため

９．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

１１．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)

38.6%

32.9%

27.1%

22.9%

22.9%

15.7%

12.9%

7.1%

4.3%

2.9%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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（２）母親／育児休業を取得していない理由 

育児休業の取得状況（問 26）で「取得していない」と回答した方に、母親が育児休業を

取得していない理由を聞いたところ「15. 自営業・農業等に就労しているため」が 31.3％と

最も多く、次いで「11. 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）」

が 18.8％、「10. 子育てや家事に専念するため自分の意思で退職した」と「12. 有期雇用の

ため育児休業の取得条件を満たさなかった」がともに 12.5％であった。 

 

図表Ⅱ-10-3 母親／育児休業を取得していない理由（複数回答）｜N＝16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

5 31.3%

3 18.8%

2 12.5%

2 12.5%

1 6.3%

1 6.3%

1 6.3%

1 6.3%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

2 12.5%

16 －

１５．自営業・農業等に就労

しているため

５．昇給・昇格などが遅れそ

うだった

７．(産休終了と同時に)保育

所などに預けることができた

３．(産休後に)仕事に早く復

帰したかった

９．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

１３．育児休業を取得できる

ことを知らなかった

１．職場に育児休業を取りに

くい雰囲気があった

４．(育児休業後に)仕事に戻

るのが難しそうだった

１１．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)

１０．子育てや家事に専念す

るため自分の意思で退職し

た

１２．有期雇用のため育児休

業の取得要件を満たさな

かった

２．仕事が忙しかった

１４．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

６．収入が減り、経済的に苦

しくなりそうだった

１６．その他

全体

８．配偶者が育児休業を取

得した

１．職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

４．(育児休業後に)仕事に戻るのが

難しそうだった

５．昇給・昇格などが遅れそうだった

６．収入が減り、経済的に苦しくなり

そうだった

７．(産休終了と同時に)保育所など

に預けることができた

８．配偶者が育児休業を取得した

１４．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

１６．その他

１５．自営業・農業等に就労している

ため

１１．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)

１０．子育てや家事に専念するため

自分の意思で退職した

１２．有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

２．仕事が忙しかった

３．(産休後に)仕事に早く復帰した

かった

９．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

１３．育児休業を取得できることを知

らなかった

31.3%

18.8%

12.5%

12.5%

6.3%

6.3%

6.3%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

12.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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問 26-2 育児休業取得後の職場復帰 

育児休業の取得状況（問 26）で「取得した（取得中を含む）」と回答した方に、育児休業

を取得した後、職場に復帰したか聞いたところ、父親は「1. 育児休業取得後、職場に復帰し

た」と回答した割合は 100.0％であった。 

母親は「1. 育児休業取得後、職場に復帰した」が 79.5％、「2. 現在も育児休業中である」

が 13.6％、「3. 育児休業中に退職した」が 6.8％であった。 

 

図表Ⅱ-10-4 育児休業取得後の職場復帰｜父親／N＝10 母親／N＝44 

【父親】                   【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

件数 ％

10 100.0%

0 0.0%

0 0.0%

10 100.0%

１．育児休業取得後、職場
に復帰した

２．現在も育児休業中であ
る

３．育児休業中に退職した

合計

件数 ％

35 79.5%

6 13.6%

3 6.8%

44 100.0%

１．育児休業取得後、職場
に復帰した

２．現在も育児休業中であ
る

３．育児休業中に退職した

合計

２．現在も育児休業中
である

３．育児休業中に退職
した

１．育児休業取得後、
職場に復帰した

100.0%

0.0%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

１．育児休業取得後、
職場に復帰した

２．現在も育児休業中
である

３．育児休業中に退職
した

79.5%

13.6%

6.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問 26-3 育児休業後の職場復帰のタイミング 

育児休業取得後の状況（問 26-2）で「育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方

に、育児休業後、職場に復帰したタイミングを聞いたところ、父親は「3. 1と 2の選択肢以

外だった」が 80.0％と最も多く、次いで「1. 年度始めの保育所入所に合わせたタイミング

だった」と「2. 子どもが 1歳になるタイミングだった」がともに 10.0％であった。 

母親は「1. 年度始めの保育所入所に合わせたタイミングだった」が 60.0％と最も多く、

次いで「2. 子どもが 1歳になるタイミングだった」が 28.6％、「3. 1と 2の選択肢以外だっ

た」が 11.4％であった。 

 

図表Ⅱ-10-5 育児休業後の職場復帰のタイミング｜父親／N＝10 母親／N＝35 

【父親】                   【母親】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

1 10.0%

1 10.0%

8 80.0%

10 100.0%

１．年度始めの入所に合わ
せたタイミングだった

２．子どもが1歳になるタイミ
ングだった

３．1と2の選択肢以外だっ
た

合計

件数 ％

21 60.0%

10 28.6%

4 11.4%

35 100.0%

１．年度始めの入所に合わ
せたタイミングだった

２．子どもが1歳になるタイミ
ングだった

３．1と2の選択肢以外だっ
た

合計

１．年度始めの入所に
合わせたタイミング

だった

２．子どもが1歳になる
タイミングだった

３．1と2の選択肢以外
だった

10.0%

10.0%

80.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．年度始めの入所に
合わせたタイミング

だった

２．子どもが1歳になる
タイミングだった

３．1と2の選択肢以外
だった

60.0%

28.6%

11.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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11. 子育てと子育て環境、子育て支援全般について 

 

 

問 27 住んでいる地区の子育て環境について 

住んでいる地区は子育てのしやすい環境か、5 段階評価で聞いたところ、「3」（どちらと

もいえない）が 31.5％と最も多く、次いで「4」（子育てしやすいと感じる）が 23.9％であっ

た。 

 

図表Ⅱ-11-1 住んでいる地区の子育て環境について｜N＝92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住んでいる地区の子育て環境の満足度を地区別にみると、「ニセコ小学校区」は、「３」（ど

ちらともいえない）が 27.6％、「４」（子育てしやすいと感じる）が 25.0％と、比較的子育

て環境の満足度が高い。 

一方、「近藤小学校区」は、「３」（どちらともいえない）が 50.0％と、「ニセコ小学校区」

と比較すると、子育て環境の満足度が低くなっている。 

 

図表Ⅱ-11-2 地区別・子どもとの外出の際の困りごと（複数回答）｜N＝92 

 
  

■地区別 上段：件数、下段：％

子育てしやす
いとは感じない

とても子育てし
やすいと感じる

1 2 3 4 5 無回答
ニセコ小学校区 76 6 17 21 19 11 2

- 7.9% 22.4% 27.6% 25.0% 14.5% 2.6%

近藤小学校区 16 1 3 8 3 1 0

- 6.3% 18.8% 50.0% 18.8% 6.3% 0.0%

92 7 20 29 22 12 2

- 7.6% 21.7% 31.5% 23.9% 13.0% 2.2%

問27

合計

地
区

合計

件数 ％

7 7.6%

20 21.7%

29 31.5%

22 23.9%

12 13.0%

2 2.2%

92 100.0%合計

１　子育てしやすいとは感じない

２

３

４

５　とても子育てしやすいと感じる

無回答

２

無回答

５　とても子育てしやすいと
感じる

４

３

１　子育てしやすいとは
感じない

7.6%

21.7%

31.5%

23.9%

13.0%

2.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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【参考】2019（平成 31）年 調査結果 

問 37 住んでいる地区の子育て環境について｜N＝130 

出典：ニセコ町「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」（平成 31年 3月）を基に作成 

 

  

１　子育てしやすいとは
感じない

２

５　とても子育てしやすいと
感じる

４

３

4.6%

24.6%

34.6%

31.5%

4.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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問 27-1 子どもとの外出の際の困りごと 

住んでいる地区の子育て環境の満足度（問 27）で「子育てしやすいとは感じない」（1ま

たは 2）と回答した方に、子どもとの外出の際に困ることや困ったことを聞いたところ、「7. 

買物や用事の合間の気分転換に、子どもを遊ばせる場所がないこと」が 66.7％と最も多く、

次いで「6. 小さな子どもとの食事に配慮された場所がないこと」が 48.1％、「1. 歩道がない

通りが多く、交通安全に心配があること」が 37.0％であった。 

「その他」としては、「室内遊び場を充実してほしい」「病院が少ない・診療時間が短い」

「交通量が多く危ない」等があげられていた。 

 

図表Ⅱ-11-3 子どもとの外出の際の困りごと（複数回答）｜N＝27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

18 66.7%

13 48.1%

10 37.0%

5 18.5%

4 14.8%

3 11.1%

2 7.4%

1 3.7%

1 3.7%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

12 44.4%

27 -

７．買物や用事の合間の気分転換に、
子どもを遊ばせる場所がないこと

６．小さな子どもとの食事に配慮された
場所がないこと

全体

２．歩道の段差などがベビーカーや自
転車の通行の妨げになっていること

８．広い歩道が少ないなど、まちなみ
にゆとりがないこと

９．見通しのきかないところが多く、子
どもが犯罪の被害にあわないか心配
なこと

１０．周囲の人が子ども連れを迷惑そ
うにみること

１２．特に困ること・困ったことはない

１３．その他

５．授乳する場所や必要な設備が少な
いこと

４．トイレがオムツ替えや親子での利
用に配慮されていないこと

１．歩道がない通りが多く、交通安全に
心配があること

１１．荷物や子どもに手をとられて困っ
ているときに手を貸してくれる人が少な
いこと

３．公共交通機関や建物がベビーカー
での移動に配慮されていないこと

４．トイレがオムツ替えや親子での
利用に配慮されていないこと

２．歩道の段差などがベビーカーや
自転車の通行の妨げになっている

こと

８．広い歩道が少ないなど、まちな
みにゆとりがないこと

９．見通しのきかないところが多く、
子どもが犯罪の被害にあわないか

心配なこと

１０．周囲の人が子ども連れを迷惑
そうにみること

１２．特に困ること・困ったことはない

１３．その他

７．買物や用事の合間の気分転換
に、子どもを遊ばせる場所がないこ

と

６．小さな子どもとの食事に配慮さ
れた場所がないこと

１．歩道がない通りが多く、交通安
全に心配があること

１１．荷物や子どもに手をとられて
困っているときに手を貸してくれる人

が少ないこと
３．公共交通機関や建物がベビー

カーでの移動に配慮されていないこ
と

５．授乳する場所や必要な設備が
少ないこと

66.7%

48.1%

37.0%

18.5%

14.8%

11.1%

7.4%

3.7%

3.7%

0.0%

0.0%

0.0%

44.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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【参考】2019（平成 31）年 調査結果 

問 37-1 子どもとの外出の際の困りごと（複数回答）｜N=36 

出典：ニセコ町「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」（平成 31年 3月）を基に作成 

 

  

問２７-１　子どもと外出時、困ることや困った事(３つに〇）

（複数回答）

８．広い歩道が少ないなど、まちなみにゆとりがないこと

７．買物や用事の合間の気分転換に、子どもを遊ばせる
場所がないこと

１．歩道がない通りが多く、交通安全に心配があること

６．小さな子どもとの食事に配慮された場所がないこと

３．公共交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮

されていないこと

４．トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されてい
ないこと

１０．周囲の人が子ども連れを迷惑そうにみること

１３．その他

１２．特に困ること・困ったことはない

１１．荷物や子どもに手をとられて困っているときに手を
貸してくれる人が少ないこと

５．授乳する場所や必要な設備が少ないこと

２．歩道の段差などがベビーカーや自転車の通行の妨
げになっていること

９．見通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の被害

にあわないか心配なこと

55.6%

38.9%

36.1%

13.9%

11.1%

8.3%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

0.0%

0.0%

13.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%



 

73 

 

Ⅲ 小学生児童のいる世帯 集計結果 

 

 

１. 住まいの地域について 

 

 

問１ 住まいの地区 

回答者の住まいの地区は、「1. ニセコ小学校区」が 82.4％、「2. 近藤小学校区」が 17.6％

であった。 

 

図表Ⅲ-1-1 住まいの小学校区｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 子どもと家族の状況について 

 

 

問２ 小学生の子どもの学年 

小学生の子どもの学年※は、「1年生」が 25.3％と最も多く、次いで「2年生」が 20.9％、

「3年生」が 17.6％であった。 

※子どもが 2人以上いる場合、一番幼い子どもの学年を回答 

 

図表Ⅲ-2-1 小学生の子どもの学年｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

１．ニセコ小学校区 75 82.4%

２．近藤小学校区 16 17.6%

91 100.0%合計 １．ニセコ小学校区, 

82.4%

２．近藤小学校区, 17.6%

件数 ％

小学1年生 23 25.3%

小学2年生 19 20.9%

小学3年生 16 17.6%

小学4年生 10 11.0%

小学5年生 9 9.9%

小学6年生 14 15.4%

91 100.0%合計

小学1年生

小学2年生

小学3年生

小学4年生

小学5年生

小学6年生

25.3%

20.9%

17.6%

11.0%

9.9%

15.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
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問３ 小学生の子どもの人数 

小学生の子どもの人数は、「1人」が 79.1％と最も多く、次いで「2人」が 19.8％、「3人」

が 1.1％であった。 

 

図表Ⅲ-2-2 小学生の子どもの人数｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 回答者の続柄 

回答者の続柄は、「1. 父親」が 18.7％、「2. 母親」が 81.3％であった。 

 

図表Ⅲ-2-3 回答者の続柄｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 回答者の年代 

回答者の年代は、「40 代」が 67.0％と最も高く、次いで「50 代」が 20.9％、「30 代」が

11.0％であった。 

 

図表Ⅲ-2-4 回答者の年代｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

1人 72 79.1%

2人 18 19.8%

3人 1 1.1%

91 100.0%合計

件数 ％

１．父親 17 18.7%

２．母親 74 81.3%

３．その他 0 0.0%

91 100.0%合計

件数 ％

10代 0 0.0%

20代 1 1.1%

30代 10 11.0%

40代 61 67.0%

50代 19 20.9%

60代 0 0.0%

70代 0 0.0%

91 100.0%合計

1人

2人

3人

79.1%

19.8%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１．父親

２．母親

３．その他

18.7%

81.3%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

0.0%

1.1%

11.0%

67.0%

20.9%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問６ 同居家族の人数と子どものみの人数 

同居している家族の人数は、「4人」が 42.9％と最も多く、次いで「3人」と「5人」がと

もに 20.9％、「2人」が 7.7％であった。また、子どものみの人数※は「2人」が 46.2％と最

も多く、次いで「1人」が 25.3％、「3人」が 24.2％であった。 

※妊娠中も含む 

図表Ⅲ-2-5 同居家族の人数｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅲ-2-6 子どものみの人数｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 同居家族の構成員 

子どもからみた同居している家族の構成員は、「2. 母」が 98.9％と最も多く、次いで「1. 

父」が 89.0％、「3. 兄弟・姉妹」が 64.8％であった。 

 

図表Ⅲ-2-7 同居家族の構成員（複数回答）｜N＝91 

 

 

 

  

件数 ％

2人 7 7.7%

3人 19 20.9%

4人 39 42.9%

5人 19 20.9%

6人 6 6.6%

7人 1 1.1%

8人 0 0.0%

9人 0 0.0%

91 100.0%合計

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

7.7%

20.9%

42.9%

20.9%

6.6%

1.1%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

1人 23 25.3%

2人 42 46.2%

3人 22 24.2%

4人 4 4.4%

5人 0 0.0%

6人 0 0.0%

7人 0 0.0%

91 100.0%合計

（複数回答）

件数 ％

１．父 81 89.0%

２．母 90 98.9%

３．兄弟・姉妹 59 64.8%

４．祖父 5 5.5%

５．祖母 6 6.6%

６．その他 1 1.1%

91 -全体

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

25.3%

46.2%

24.2%

4.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

１．父

２．母

３．兄弟・姉妹

４．祖父

５．祖母

６．その他

89.0%

98.9%

64.8%

5.5%

6.6%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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問８ 子どもの祖父母との近居状況 

子どもの祖父母との近居※状況は、「3. 近居の祖父母はいない」が 78.0％と最も多く、次

いで「2. 祖母近居」が 19.8％、「1. 祖父近居」が 14.3％であった。 

※近居とは、交通手段を問わず、おおむね 30分以内程度に行き来できる範囲のことと定義した 

 

図表Ⅲ-2-8 祖父母との近居状況（複数回答）｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 回答者の配偶関係 

回答者の配偶関係は、「1. 配偶者がいる」が 92.3％、「2. 配偶者はいない」が 7.7％であっ

た。 

 

図表Ⅲ-2-9 回答者の配偶関係｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 子育てを主に行っている人 

子育てを主に行っている人は、「1. 父母両方」が 67.0％と最も多く、次いで「3. おもに母

親」が 33.0％であった。 

 

図表Ⅲ-2-10 子育てを主に行っている人｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

１．祖父近居 13 14.3%

２．祖母近居 18 19.8%

３．近居の祖父母はいない 71 78.0%

91 -全体

件数 ％

１．配偶者がいる 84 92.3%

２．配偶者はいない 7 7.7%

91 100.0%合計
１．配偶者がいる, 

92.3%

２．配偶者はいない, 7.7%

件数 ％

１．父母両方 61 67.0%

２．おもに父親 0 0.0%

３．おもに母親 30 33.0%

４．おもに祖父母 0 0.0%

５．その他 0 0.0%

91 100.0%合計

１．祖父近居

２．祖母近居

３．近居の祖父母はいない

14.3%

19.8%

78.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１．父母両方

２．おもに父親

３．おもに母親

４．おもに祖父母

５．その他

67.0%

0.0%

33.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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３. 保護者の就労状況について 

 

 

問 11 保護者の就労状況 

父親の就労状況は、「1. フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が 80.2％

と最も多く、次いで「5. 以前は就労していたが、現在は就労していない」が 4.4％、「3. フ

ルタイム以外の短時間で就労しており、育休・介護休業中ではない」が 3.3％であった。 

母親の就労状況は、「1. フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が 40.7％

と最も多く、次いで「3. フルタイム以外の短時間で就労しており、育休・介護休業中ではな

い」が 37.4％、「5. 以前は就労していたが、現在は就労していない」が 14.3％であった。 

図表Ⅲ-3-1 保護者の就労状況｜N＝91 

【父親】                   【母親】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
件数 ％ 件数 ％

73 80.2% 37 40.7%

0 0.0% 1 1.1%

3 3.3% 34 37.4%

0 0.0% 3 3.3%

4 4.4% 13 14.3%

0 0.0% 0 0.0%

11 12.1% 3 3.3%

91 100.0% 91 100.0%合計

父親 父親

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

２．フルタイム(週5日程度・1日8時間程度)で就労
していたが、育休・介護休業中である

３．フルタイム以外の短時間(週5日未満・1日8時
間未満)で就労しており、育休・介護休業中ではな
い
４．フルタイム以外の短時間(週5日未満・1日8時
間未満)で就労していたが、育休・介護休業中であ
る

５．以前は就労していたが、現在は就労していない

６．今まで就労したことがない

無回答

１．フルタイムで就労しており、育
休・介護休業中ではない

２．フルタイムで就労していたが、
育休・介護休業中である

３．フルタイム以外の短時間で就労

しており、育休・介護休業中ではな

い

４．フルタイム以外の短時間で就労

していたが、育休・介護休業中であ

る

５．以前は就労していたが、現在
は就労していない

６．今まで就労したことがない

無回答

80.2%

0.0%

3.3%

0.0%

4.4%

0.0%

12.1%

0.0% 50.0% 100.0%

１．フルタイムで就労しており、育

休・介護休業中ではない

２．フルタイムで就労していたが、
育休・介護休業中である

３．フルタイム以外の短時間で就
労しており、育休・介護休業中で

はない
４．フルタイム以外の短時間で就
労していたが、育休・介護休業中

である

５．以前は就労していたが、現在
は就労していない

６．今まで就労したことがない

無回答

40.7%

1.1%

37.4%

3.3%

14.3%

0.0%

3.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 11-1 保護者の就業形態 

保護者の就労状況（問 11）で「就労している」（1～4のいずれか）と回答した方に、就業

形態を聞いたところ、父親は「1. 正規の職員・従業員」が 63.2％と最も多く、次いで「4. 自

営業主」が 28.9％、「2. パート・アルバイト・契約社員・嘱託職員等」は 7.9％であった。 

母親は「2. パート・アルバイト・契約社員・嘱託職員等」が 49.3％と最も多く、次いで

「1. 正規の職員・従業員」が 29.3％、「5. 家族従業者」が 13.3％であった。 

 

図表Ⅲ-3-2 保護者の就業形態｜父親／N＝76 母親／N＝75 

【父親】                   【母親】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

１．正規の職員・従業員 48 63.2%

6 7.9%

３．派遣社員 0 0.0%

４．自営業主 22 28.9%

５．家族従業者 0 0.0%

0 0.0%

76 100.0%

２．パート・アルバイト・契約社
員・嘱託職員等

６．1～5の選択肢にあてはま

らない形態

合計

件数 ％

22 29.3%

37 49.3%

0 0.0%

6 8.0%

10 13.3%

0 0.0%

75 100.0%合計

１．正規の職員・従業員

２．パート・アルバイト・契約社
員・嘱託職員等

３．派遣社員

４．自営業主

５．家族従業者

６．1～5の選択肢にあてはま

らない形態

４．自営業主

５．家族従業者

１．正規の職員・従業

員

２．パート・アルバイト・

契約社員・嘱託職員等

３．派遣社員

６．1～5の選択肢に

あてはまらない形態

63.2%

7.9%

0.0%

28.9%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

３．派遣社員

４．自営業主

５．家族従業者

１．正規の職員・従業

員

２．パート・アルバイト・

契約社員・嘱託職員等

６．1～5の選択肢に

あてはまらない形態

29.3%

49.3%

0.0%

8.0%

13.3%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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４. 病気やケガの際の対応について 

 

 

問 12 病気やケガで小学校に行けなかったことの有無 

この 1年間に、子どもが病気やケガで小学校に行けなかったことがあるか聞いたところ、

「1. あった」が 78.0％、「2. なかった」が 22.0％であった。 

 

図表Ⅲ-4-1 病気やケガで小学校に行けなかったことの有無｜N＝91 

 

 
 

 

 

問 12-1 小学校に行けなかった場合の対処方法 

子どもが病気やケガで小学校に行けなかったことの有無（問 12）で「あった」と回答し

た方に、この 1年間に行った対処方法を聞いたところ、「2. 母親が休んだ」が 70.4％と最も

多く、次いで「1. 父親が休んだ」と「4. 父親または母親のうち就労していない方が子ども

をみた」がともに 21.1％、「8. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた」が 16.9％であった。 

 

図表Ⅲ-4-2 小学校に行けなかった場合の対処方法（複数回答）｜N＝71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

１．あった 71 78.0%

２．なかった 20 22.0%

91 100.0%合計
１．あった, 78.0%

２．なかった, 22.0%

（複数回答）

件数 ％

50 70.4%

15 21.1%

15 21.1%

12 16.9%

5 7.0%

1 1.4%

1 1.4%

0 0.0%

7 9.9%

71 -

２．母親が休んだ

１．父親が休んだ

４．父親または母親のうち就労
していない方が子どもをみた

８．仕方なく子どもだけで留
守番をさせた

３．親族・知人(同居者を含む)
に子どもをみてもらった

５．病気やケガの子どものた
めの病児・病後児保育を利用
した

７．ファミリー・サポート・セン
ターを利用した

６．ベビーシッターを利用し
た

９．その他

全体

２．母親が休んだ

１．父親が休んだ

４．父親または母親のうち就労し
ていない方が子どもをみた

８．仕方なく子どもだけで留守番
をさせた

３．親族・知人(同居者を含む)に
子どもをみてもらった

５．病気やケガの子どものための
病児・病後児保育を利用した

７．ファミリー・サポート・センター
を利用した

６．ベビーシッターを利用した

９．その他

70.4%

21.1%

21.1%

16.9%

7.0%

1.4%

1.4%

0.0%

9.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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また、それぞれの対応にかかった 1年間あたりの日数は、以下（１）～（９）のとおりで

ある。 

 

（１）父親が休んだ／年間日数 

図表Ⅲ-4-3 父親が休んだ／年間日数｜N＝15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）母親が休んだ／年間日数 

図表Ⅲ-4-4 母親が休んだ／年間日数｜N＝50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）親族・知人（同居者含む）に子どもをみてもらった／年間日数 

図表Ⅲ-4-5 親族・知人（同居者含む）に子どもをみてもらった／年間日数｜N＝5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

1～3日 7 46.7%

4～6日 2 13.3%

7～9日 1 6.7%

10～12日 4 26.7%

13～15日 0 0.0%

16～18日 0 0.0%

19～20日 1 6.7%

15 100.0%合計

件数 ％

1～7日 33 66.0%

8～14日 12 24.0%

15～21日 4 8.0%

無回答 1 2.0%

50 100.0%合計

件数 ％

1～3日 2 40.0%

4～6日 1 20.0%

7～9日 0 0.0%

10～12日 1 20.0%

13～15日 0 0.0%

16～18日 0 0.0%

19～20日 0 0.0%

無回答 1 20.0%

5 100.0%合計

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

46.7%

13.3%

6.7%

26.7%

0.0%

0.0%

6.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

1～7日

8～14日

15～21日

無回答

66.0%

24.0%

8.0%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

無回答

40.0%

20.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0.0%

20.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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（４）父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた／年間日数 

図表Ⅲ-4-6 父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた／年間日数｜N＝15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）病気やケガの子どものための病児・病後児保育を利用した／年間日数 

図表Ⅲ-4-7 病気やケガの子どものための病児・病後児保育を利用した／年間日数｜N＝1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）ベビーシッターを利用した／年間日数 

 「ベビーシッターを利用した」の回答はなかった。 

 

 

（７）ファミリー・サポート・センターを利用した／年間日数 

図表Ⅲ-4-8 ファミリー・サポート・センターを利用した／年間日数｜N＝1 

 

 

 

  

件数 ％

1～7日 7 46.7%

8～14日 4 26.7%

15～21日 0 0.0%

22～30日 0 0.0%

31～60日 0 0.0%

61日以上 1 6.7%

無回答 3 20.0%

15 100.0%合計

件数 ％

1～3日 1 100.0%

4～6日 0 0.0%

7～9日 0 0.0%

10～12日 0 0.0%

13～15日 0 0.0%

16～18日 0 0.0%

19～20日 0 0.0%

1 100.0%合計

件数 ％

1～3日 1 100.0%

4～6日 0 0.0%

7～9日 0 0.0%

10～12日 0 0.0%

13～15日 0 0.0%

16～18日 0 0.0%

19～20日 0 0.0%

1 100.0%合計

1～7日

8～14日

15～21日

22～30日

31～60日

61日以上

無回答

46.7%

26.7%

0.0%

0.0%

0.0%

6.7%

20.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

⑤病気やケガの子どものための病児・病後児保育を利用した日数（年間）

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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（８）仕方なく子どもだけで留守番をさせた／年間日数 

図表Ⅲ-4-9 仕方なく子どもだけで留守番をさせた／年間日数｜N＝12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）その他／年間日数 

図表Ⅲ-4-10 その他／年間日数｜N＝7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

1～3日 5 41.7%

4～6日 2 16.7%

7～9日 0 0.0%

10～12日 2 16.7%

13～15日 1 8.3%

16～18日 0 0.0%

19～20日 1 8.3%

無回答 1 8.3%

12 100.0%合計

件数 ％

1～3日 0 0.0%

4～6日 1 14.3%

7～9日 0 0.0%

10～12日 1 14.3%

13～15日 2 28.6%

16～18日 0 0.0%

19～20日 0 0.0%

21日以上 1 14.3%

無回答 2 28.6%

7 100.0%合計

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

21日以上

無回答

0.0%

14.3%

0.0%

14.3%

28.6%

0.0%

0.0%

14.3%

28.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

無回答

41.7%

16.7%

0.0%

16.7%

8.3%

0.0%

8.3%

8.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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問 12-2 病児・病後児保育の利用意向 

ケガや病気等で小学校に行けなかった場合の対処方法（問 12-1）で「1. 父親が休んだ」

または「2. 母親が休んだ」と回答した方に、病児・病後児保育を利用したいか聞いたとこ

ろ、「1. 病気やケガの子どものための病児・病後児保育を利用したい」が 33.3％、「2. 利用

したいとは思わない」が 52.9％であった。 

 

図表Ⅲ-4-11 病児・病後児保育の利用意向｜N＝51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記で「1. 病児・病後児保育を利用したい」と回答した方に、希望する年間の利用日数を

聞いたところ、「4～6日」が 41.2％と最も多く、次いで「10～12日」と「19～20日」がと

もに 23.5％であった。 

 

図表Ⅲ-4-12 病児・病後児保育の年間の希望利用日数｜N＝17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

17 33.3%

27 52.9%

7 13.7%

51 100.0%

１．病児・病後児保育を利用
したい

２．利用したいとは思わない

無回答

合計

件数 ％

1～3日 2 11.8%

4～6日 7 41.2%

7～9日 0 0.0%

10～12日 4 23.5%

13～15日 0 0.0%

16～18日 0 0.0%

19～20日 4 23.5%

17 100.0%合計

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16～18日

19～20日

11.8%

41.2%

0.0%

23.5%

0.0%

0.0%

23.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

１．病児・病後児保
育を利用したい

２．利用したいとは
思わない

無回答

33.3%

52.9%

13.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 12-3 病児・病後児保育で希望する事業形態 

病児・病後児保育の利用意向（問 12-2）で「1. 病児・病後児保育を利用したい」と回答

した方に、上記の目的で子どもを預ける時の事業形態を聞いたところ、「1. 小児科等の医療

機関に併設した施設で子どもを保育する事業」が 82.4％と最も多く、次いで「2. 幼稚園・

保育所等に併設した施設で子どもを保育する事業」が 29.4％、「3. 地域住民等が子育て家庭

の自宅などで保育する事業」が 11.8％であった。 

 

図表Ⅲ-4-13 病児・病後児保育で希望する事業形態（複数回答）｜N＝17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12-4 病児・病後児保育を利用したいと思わない理由 

病児・病後児保育の利用意向（問 12-2）で「2. 利用したいとは思わない」と回答した方

に、利用したいと思わない理由を聞いたところ、「4. 親が仕事を休んで対応できる」が 51.9％

と最も多く、次いで「1. 病気やケガの子どもを他人にみてもらうのは不安」が 48.1％、「3. 

利用料がかかる・高い」が 40.7％であった。 

 

図表Ⅲ-4-14 病児・病後児保育を利用したいと思わない理由（複数回答）｜N＝27 

 

  

（複数回答）

件数 ％

14 82.4%

5 29.4%

2 11.8%

2 11.8%

17 -全体

１．小児科等の医療機関に
併設した施設で子どもを保
育する事業

２．幼稚園・保育所等に併
設した施設で子どもを保育
する事業

３．地域住民等が子育て家
庭の自宅などで保育する事
業

４．その他

１．小児科等の医療機関に併設

した施設で子どもを保育する事

業

２．幼稚園・保育所等に併設した
施設で子どもを保育する事業

３．地域住民等が子育て家庭の

自宅などで保育する事業

４．その他

82.4%

29.4%

11.8%

11.8%

0.0% 50.0% 100.0%

（複数回答）

件数 ％

14 51.9%

13 48.1%

11 40.7%

3 11.1%

2 7.4%

27 -

４．親が仕事を休んで対応
できる

１．病気やケガの子どもを他
人にみてもらうのは不安

３．利用料がかかる・高い

２．病児・病後児保育事業
の内容に不安がある

５．その他

全体

問１２-４　病児・病後児保育を利用したいと思わない理由（すべてに〇）

５．その他

２．病児・病後児保育事業の内容
に不安がある

３．利用料がかかる・高い

１．病気やケガの子どもを他人に
みてもらうのは不安

４．親が仕事を休んで対応できる 51.9%

48.1%

40.7%

11.1%

7.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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５. 学童保育（ニセコこども館）・放課後子ども教室について 

 

 

問 13 小学生の放課後の過ごし方 

小学生の放課後の過ごし方を聞いたところ、「4. 家で家族（父、母、祖父母等）と過ごす」

と「6. 学童保育（ニセコこども館）で過ごす」がともに 37.4％と最も多く、次いで「5. 家

でひとり(もしくは兄弟のみ)で過ごす」が 36.3％、「2. 習いごとをしている」が 33.0％であ

った。 

 

図表Ⅲ-5-1 子どもの放課後の過ごし方（複数回答）｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学生の放課後の過ごし方を学年別でみると、「6. 学童保育（ニセコこども館）で過ご

す」は、低学年（1～3年生）の割合が高い。また、低学年のうちは「4. 家で家族（父、

母、祖父母等）と過ごす」の割合が高いが、高学年（4～6年生）になると「5. 家でひと

り（もしくは兄弟のみ）で過ごす」の割合が高くなっている。 

  

（複数回答）

件数 ％

34 37.4%

34 37.4%

33 36.3%

２．習いごとをしている 30 33.0%

１．スポーツ少年団等に参加 21 23.1%

３．友人と遊んでいる 20 22.0%

3 3.3%

８．その他 1 1.1%

91 -全体

７．ニセコ町学習交流センター「あそ
ぶっく」などで過ごす

４．家で家族(父、母、祖父母等)と
過ごす

６．学童保育（ニセコこども館）で過
ごす

５．家でひとり(もしくは兄弟のみ)で
過ごす

４．家で家族(父、母、祖父母等)
と過ごす

６．学童保育（ニセコこども館）で
過ごす

５．家でひとり(もしくは兄弟のみ)

で過ごす

２．習いごとをしている

１．スポーツ少年団等に参加

３．友人と遊んでいる

７．ニセコ町学習交流センター「あそ

ぶっく」などで過ごす

８．その他

37.4%

37.4%

36.3%

33.0%

23.1%

22.0%

3.3%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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図表Ⅲ-5-2 学年別・子どもの放課後の過ごし方（複数回答）｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 学童保育（ニセコこども館）の利用状況 

小学生の子どもが学童保育（ニセコこども館）を利用しているか聞いたところ、「1. 利用

している」が 37.4％、「2. 利用していない」が 62.6％であった。 

 

図表Ⅲ-5-3 学童保育（ニセコこども館）の利用状況｜N＝91 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．利用して

いる, 37.4%

２．利用していない, 

62.6%

件数 ％

１．利用している 34 37.4%

２．利用していない 57 62.6%

91 100.0%合計

■学年別 上段：件数、下段：％

１．スポーツ
少年団等に
参加

２．習いごと

をしている

３．友人と遊

んでいる

４．家で家族
(父、母、祖

父母等)と過
ごす

５．家でひと
り(もしくは兄

弟のみ)で過
ごす

６．学童保
育（ニセコこ

ども館）で過
ごす

７．ニセコ町

学習交流セ
ンター「あそ
ぶっく」など

で過ごす

８．その他

小学1年生 23 2 7 2 9 2 17 0 1

- 8.7% 30.4% 8.7% 39.1% 8.7% 73.9% 0.0% 4.3%

小学2年生 19 6 9 3 7 2 11 1 0
- 31.6% 47.4% 15.8% 36.8% 10.5% 57.9% 5.3% 0.0%

小学3年生 16 2 6 3 7 7 5 0 0
- 12.5% 37.5% 18.8% 43.8% 43.8% 31.3% 0.0% 0.0%

小学4年生 10 1 2 3 6 6 0 1 0
- 10.0% 20.0% 30.0% 60.0% 60.0% 0.0% 10.0% 0.0%

小学5年生 9 3 2 3 3 7 1 1 0
- 33.3% 22.2% 33.3% 33.3% 77.8% 11.1% 11.1% 0.0%

小学6年生 14 7 4 6 2 9 0 0 0
- 50.0% 28.6% 42.9% 14.3% 64.3% 0.0% 0.0% 0.0%

91 21 30 20 34 33 34 3 1

- 23.1% 33.0% 22.0% 37.4% 36.3% 37.4% 3.3% 1.1%

学
年

合計

合計

問13
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問 14-1 学童保育（ニセコこども館）の利用日数・理由等 

学童保育（ニセコこども館）の利用状況（問 14）で「1. 利用している」と回答した方に、

（１）利用日数・利用時間、（２）利用している理由、（３）今後、平日利用したい学年、（４）

土日祝や長期休暇中の利用希望について聞いたところ、それぞれ以下のとおりである。 

 

 

（１）学童保育（ニセコこども館）の利用日数・利用時間 

■利用日数 

 学童保育（ニセコこども館）の 1週間あたりの利用日数は、「5日」が 50.0％と最も多く、

次いで「4日」が 17.6％であった。 

 

図表Ⅲ-5-4 学童保育（ニセコこども館）の利用日数｜N＝34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■下校時からの利用時間 

 学童保育（ニセコこども館）の下校時からの利用時間は、「下校時から 18 時台まで」が

41.2％と最も多く、次いで「下校時から 17時台まで」が 38.2％であった。 

 

図表Ⅲ-5-5 学童保育（ニセコこども館）の下校時からの利用時間｜N＝34 

 

 

 

  

週1日くらい

週2日くらい

週3日くらい

週4日くらい

週5日くらい

週6日くらい

8.8%

11.8%

5.9%

17.6%

50.0%

5.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

無回答

下校時から15時台

まで
下校時から16時台

まで
下校時から17時台

まで
下校時から18時台

まで

0.0%

17.6%

38.2%

41.2%

2.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

週1日くらい 3 8.8%

週2日くらい 4 11.8%

週3日くらい 2 5.9%

週4日くらい 6 17.6%

週5日くらい 17 50.0%

週6日くらい 2 5.9%

34 100.0%合計

件数 ％

下校時から15時台まで 0 0.0%

下校時から16時台まで 6 17.6%

下校時から17時台まで 13 38.2%

下校時から18時台まで 14 41.2%

無回答 1 2.9%

34 100.0%合計
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■土曜日の利用開始時間 

 学童保育（ニセコこども館）の土曜日の利用開始時間は、「8時台」が 23.5％と最も多く、

次いで「9時台」が 5.9％であった。 

 

図表Ⅲ-5-6 学童保育（ニセコこども館）の土曜日の利用開始時間｜N＝34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土曜日の利用終了時間 

 学童保育（ニセコこども館）の土曜日の利用終了時間は、「17時台」と「18時台」がとも

に 11.8％と最も多かった。 

 

図表Ⅲ-5-7 学童保育（ニセコこども館）の土曜日の利用終了時間｜N＝34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

無回答

0.0%

2.9%

23.5%

5.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

67.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

11時台

12時台

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時台

無回答

0.0%

0.0%

2.9%

0.0%

2.9%

2.9%

11.8%

11.8%

0.0%

0.0%

0.0%

67.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 1 2.9%

8時台 8 23.5%

9時台 2 5.9%

10時台 0 0.0%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

無回答 23 67.6%

34 100.0%合計

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 1 2.9%

14時台 0 0.0%

15時台 1 2.9%

16時台 1 2.9%

17時台 4 11.8%

18時台 4 11.8%

19時台 0 0.0%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

無回答 23 67.6%

34 100.0%合計
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（２）学童保育（ニセコこども館）を利用している理由 

 子どもの身の回りの世話をしている方が学童保育（ニセコこども館）を利用している理由

は、「1. 現在就労している」が 97.1％と最も多く、次いで「2. 就労予定がある/求職中であ

る」が 2.9％であった。 

 

図表Ⅲ-5-8 学童保育（ニセコこども館）を利用している理由｜N＝34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後、平日に学童保育（ニセコこども館）を利用したい学年 

今後、平日に学童保育（ニセコこども館）を何年生まで利用したいか聞いたところ、「4年

生まで利用したい」が 29.4％と最も多く、次いで「3年生まで利用したい」が 26.5％、「6年

生まで利用したい」が 23.5％であった。 

 

図表Ⅲ-5-9 今後、平日に学童保育（ニセコこども館）を利用したい学年｜N＝34 

 

 

  

件数 ％

1年生まで利用したい 0 0.0%

2年生まで利用したい 1 2.9%

3年生まで利用したい 9 26.5%

4年生まで利用したい 10 29.4%

5年生まで利用したい 6 17.6%

6年生まで利用したい 8 23.5%

34 100.0%合計

１．現在就労している

２．就労予定がある/
求職中である

３．家族・親族などを介
護しなければならない

４．病気や障がいを
持っている

５．学生である

６．その他

97.1%

2.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

6年生まで利用
したい

1年生まで利用
したい

2年生まで利用
したい

3年生まで利用
したい

4年生まで利用
したい

5年生まで利用
したい

0.0%

2.9%

26.5%

29.4%

17.6%

23.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

33 97.1%

1 2.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

34 100.0%合計

１．現在就労している

２．就労予定がある/求
職中である

３．家族・親族などを介
護しなければならない

４．病気や障がいを持っ
ている

５．学生である

６．その他
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（４）土曜日、日曜日・祝日、長期休暇中における学童保育（ニセコこども館）の利用意向 

 

①土曜日 

土曜日の学童保育（ニセコこども館）の利用意向を聞いたところ、「1. 利用したい」が

52.9％、「2. 利用する必要はない」が 47.1％であった。 

 

図表Ⅲ-5-10 土曜日／学童保育（ニセコこども館）の利用意向｜N＝34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、土曜日に学童保育（ニセコこども館）を「1. 利用したい」と回答した方に、利用

を希望する学年、利用したい開始時間・終了時間を聞いたところ、以下のとおりである。 

 

 

■土曜日／利用を希望する学年 

 土曜日の学童保育（ニセコこども館）を何年生まで利用したいか聞いたところ、「4 年生

まで利用したい」が 38.9％と最も多く、次いで「6 年生まで利用したい」が 27.8％であっ

た。 

 

図表Ⅲ-5-11 土曜日／学童保育（ニセコこども館）の利用を希望する学年｜N＝18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．利用した

い, 52.9%

２．利用する必要はな

い, 47.1%

1年生まで利用
したい

2年生まで利用

したい
3年生まで利用

したい
4年生まで利用

したい
5年生まで利用

したい
6年生まで利用

したい

0.0%

0.0%

16.7%

38.9%

16.7%

27.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%件数 ％

1年生まで利用したい 0 0.0%

2年生まで利用したい 0 0.0%

3年生まで利用したい 3 16.7%

4年生まで利用したい 7 38.9%

5年生まで利用したい 3 16.7%

6年生まで利用したい 5 27.8%

18 100.0%合計

件数 ％

１．利用したい 18 52.9%

２．利用する必要はない 16 47.1%

34 100.0%合計
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■土曜日／希望する利用開始時間 

 土曜日の学童保育（ニセコこども館）で利用したい開始時間は、「8 時台」が 38.9％と最

も多く、次いで「9時台」が 33.3％、「7時台」が 27.8％であった。 

 

図表Ⅲ-5-12 土曜日／学童保育（ニセコこども館）の希望する利用開始時間｜N＝18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

■土曜日／希望する利用終了時間 

 土曜日の学童保育（ニセコこども館）で利用したい終了時間は、「18時台」が 38.9％と最

も多く、次いで「16時台」と「17時台」がともに 27.8％であった。 

 

図表Ⅲ-5-13 土曜日／学童保育（ニセコこども館）の希望する利用終了時間｜N＝18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

0.0%

27.8%

38.9%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

11時台

12時台

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時台

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.6%

27.8%

27.8%

38.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 5 27.8%

8時台 7 38.9%

9時台 6 33.3%

10時台 0 0.0%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

18 100.0%合計

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

15時台 1 5.6%

16時台 5 27.8%

17時台 5 27.8%

18時台 7 38.9%

19時台 0 0.0%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

18 100.0%合計
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②日曜日・祝日 

日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）の利用意向を聞いたところ、「1. 利用した

い」が 32.4％、「2. 利用する必要はない」が 67.6％であった。 

 

図表Ⅲ-5-14 日曜日・祝日／学童保育（ニセコこども館）の利用意向｜N＝34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、日曜日・祝日に学童保育（ニセコこども館）を「1. 利用したい」と回答した方

に、利用を希望する学年、利用したい開始時間・終了時間を聞いたところ、以下のとおり

である。 

 

 

■日曜日・祝日／利用を希望する学年 

 日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）を何年生まで利用したいか聞いたところ、「6

年生まで利用したい」が 45.5％と最も多く、次いで「4年生まで利用したい」が 36.4％であ

った。 

 

図表Ⅲ-5-15 日曜日・祝日／学童保育（ニセコこども館）の利用を希望する学年｜N＝11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3年生まで利用
したい

4年生まで利用
したい

5年生まで利用
したい

6年生まで利用
したい

1年生まで利用
したい

2年生まで利用
したい

0.0%

0.0%

9.1%

36.4%

9.1%

45.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

１．利用したい, 

32.4%

２．利用する必要はない, 67.6%

件数 ％

1年生まで利用したい 0 0.0%

2年生まで利用したい 0 0.0%

3年生まで利用したい 1 9.1%

4年生まで利用したい 4 36.4%

5年生まで利用したい 1 9.1%

6年生まで利用したい 5 45.5%

11 100.0%合計

件数 ％

１．利用したい 11 32.4%

２．利用する必要はない 23 67.6%

34 100.0%合計
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■日曜日・祝日／希望する利用開始時間 

 日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）で利用したい開始時間は、「8時台」が 45.5％

と最も多く、次いで「7時台」と「9時台」がともに 27.3％であった。 

 

図表Ⅲ-5-16 日曜日・祝日／学童保育（ニセコこども館）の希望する利用開始時間｜N＝11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日曜日・祝日／希望する利用終了時間 

 日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）で利用したい終了時間は、「18時台」が 54.5％

と最も多く、次いで「17時台」が 27.3％、「16時台」が 18.2％であった。 

 

図表Ⅲ-5-17 日曜日・祝日／学童保育（ニセコこども館）の希望する利用終了時間｜N＝11 

 

  

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

0.0%

27.3%

45.5%

27.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

11時台

12時台

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時台

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

18.2%

27.3%

54.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 3 27.3%

8時台 5 45.5%

9時台 3 27.3%

10時台 0 0.0%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

11 100.0%合計

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

15時台 0 0.0%

16時台 2 18.2%

17時台 3 27.3%

18時台 6 54.5%

19時台 0 0.0%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

11 100.0%合計
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③夏休み・冬休み・春休みなどの長期休暇中 

夏休み・冬休み・春休みなどの長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）の利用意向を聞

いたところ、「1. 利用したい」が 97.1％、「2. 利用する必要はない」が 2.9％であった。 

 

図表Ⅲ-5-18 長期休暇中／学童保育（ニセコこども館）の利用意向｜N＝34 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、長期休暇中に学童保育（ニセコこども館）を「1. 利用したい」と回答した方に、

利用を希望する学年、利用したい開始時間・終了時間を聞いたところ、以下のとおりであ

る。 

 

 

■長期休暇中／利用を希望する学年 

 長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）を何年生まで利用したいか聞いたところ、「4年

生まで利用したい」が 36.4％と最も多く、次いで「6年生まで利用したい」が 30.3％であっ

た。 

 

図表Ⅲ-5-19 長期休暇中／学童保育（ニセコこども館）の利用を希望する学年｜N＝33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．利用したい, 

97.1%

２．利用する必要はない, 2.9%

6年生まで利用
したい

1年生まで利用
したい

2年生まで利用
したい

3年生まで利用
したい

4年生まで利用
したい

5年生まで利用
したい

0.0%

3.0%

18.2%

36.4%

12.1%

30.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

１．利用したい 33 97.1%

２．利用する必要はない 1 2.9%

34 100.0%合計

件数 ％

1年生まで利用したい 0 0.0%

2年生まで利用したい 1 3.0%

3年生まで利用したい 6 18.2%

4年生まで利用したい 12 36.4%

5年生まで利用したい 4 12.1%

6年生まで利用したい 10 30.3%

33 100.0%合計
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■長期休暇中／希望する利用開始時間 

 長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）で利用したい開始時間は、「8 時台」が 51.5％

と最も多く、次いで「7時台」が 30.3％、「9時台」が 15.2％であった。 

 

図表Ⅲ-5-20 長期休暇中／学童保育（ニセコこども館）の希望する利用開始時間｜N＝33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■長期休暇中／希望する利用終了時間 

 長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）で利用したい終了時間は、「17時台」と「18時

台」がともに 36.4％と最も多く、次いで「16時台」が 21.2％であった。 

 

図表Ⅲ-5-21 長期休暇中／学童保育（ニセコこども館）の希望する利用終了時間｜N＝33 

 

 

 

  

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

0.0%

30.3%

51.5%

15.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

11時台

12時台

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時台

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.0%

21.2%

36.4%

36.4%

3.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

件数 ％

6時台 0 0.0%

7時台 10 30.3%

8時台 17 51.5%

9時台 5 15.2%

10時台 0 0.0%

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

15時台 0 0.0%

16時台 0 0.0%

17時台 1 3.0%

33 100.0%合計

件数 ％

11時台 0 0.0%

12時台 0 0.0%

13時台 0 0.0%

14時台 0 0.0%

15時台 1 3.0%

16時台 7 21.2%

17時台 12 36.4%

18時台 12 36.4%

19時台 1 3.0%

20時台 0 0.0%

21時台 0 0.0%

33 100.0%合計
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問 14-2 学童保育（ニセコこども館）を利用していない理由 

学童保育（ニセコこども館）の利用状況（問 14）で「2. 利用していない」と回答した方

に、利用していない理由を聞いたところ、「8. その他」を除くと、「1. 利用する必要がない

（子どもの教育や発達に応じるため、母親か父親が就労していない等の理由）」が 70.2％と

最も多く、次いで「4. 利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない」が 5.3％、「3. 近

所の人や保護者の友人・知人がみている」と「6. 利用したいが、事業の内容や場所などに不

安がある」がともに 1.8％であった。 

「その他」としては、「子どもがひとりで留守番できるため」「家から遠く、送り迎えが難

しい」「高学年になったため利用できない」等があげられていた。 

 

図表Ⅲ-5-22 学童保育（ニセコこども館）を利用していない理由（複数回答）｜N＝57 

  

 

  

（複数回答）

件数 ％

40 70.2%

3 5.3%

1 1.8%

1 1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

８．その他 18 31.6%

57 -

１．利用する必要がない（子ども
の教育や発達に応じるため、母親か父親

が就労していない等の理由）

４．利用したいが、経済的な
理由で事業を利用できない

３．近所の人や保護者の友
人・知人がみている

６．利用したいが、事業の内
容や場所などに不安がある

２．子どもの祖父母や親戚
の人がみている

５．利用したいが、夜間等の
利用時間帯の条件が合わ
ない

７．利用したいが、日曜日・
祝日などの利用ができない
から

全体

問１４-２　学童保育（ニセコ子ども館）を利用していない理由について(すべてに〇）　

１．利用する必要がない（子ども
の教育や発達に応じるため、母親か

父親が就労していない等の理由）

４．利用したいが、経済的な理由
で事業を利用できない

３．近所の人や保護者の友人・知
人がみている

６．利用したいが、事業の内容や
場所などに不安がある

２．子どもの祖父母や親戚の人
がみている

５．利用したいが、夜間等の利用
時間帯の条件が合わない

７．利用したいが、日曜日・祝日
などの利用ができないから

８．その他

70.2%

5.3%

1.8%

1.8%

0.0%

0.0%

0.0%

31.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問 15 小学校 4年生以降の放課後の過ごし方 

子どもが小学校 3年生の方に、4年生以降の放課後の過ごし方についてどのようなことを

望むか聞いたところ、「3. クラブ活動や塾など習い事をさせたい」が 62.5％と最も多く、次

いで「2. 放課後子ども教室を利用したい」が 37.5％であった。 

 

図表Ⅲ-5-23 小学校 4年生以降の放課後の過ごし方（複数回答）｜N＝14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 放課後子ども教室の将来の利用意向 

放課後子ども教室について、将来利用したいか聞いたところ、「1. 利用したい」が 51.6％、

「2. 利用する必要はない」が 48.4％であった。 

 

図表Ⅲ-5-24 放課後子ども教室の将来の利用意向｜N＝91 

  

 

 

 

 

 

 

上記で、放課後子ども教室を将来「1. 利用したい」と回答した方に、1週あたり何日利用

したいか聞いたところ、「2日」が 40.4％と最も多く、次いで「1日」が 21.3％、「3日」が

17.0％であった。 

図表Ⅲ-5-25 放課後子ども教室の希望する利用日数｜N＝47 

  

 

  
週1日くらい

週2日くらい

週3日くらい

週4日くらい

週5日くらい

週6日くらい

週7日くらい

無回答

21.3%

40.4%

17.0%

2.1%

14.9%

2.1%

0.0%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

件数 ％

47 51.6%

44 48.4%

91 100.0%

１．利用したい

２．利用する予定はない

合計

１．利用したい, 

51.6%
２．利用する予定はない, 

48.4%

【希望利用日数】

件数 ％

週1日くらい 10 21.3%

週2日くらい 19 40.4%

週3日くらい 8 17.0%

週4日くらい 1 2.1%

週5日くらい 7 14.9%

週6日くらい 1 2.1%

週7日くらい 0 0.0%

無回答 1 2.1%

47 100.0%合計

（複数回答）

件数 ％

10 62.5%

6 37.5%

2 12.5%

2 12.5%

0 0.0%

16 -全体

５．その他

３．クラブ活動や塾など習い事をさ
せたい

２．放課後子ども教室を利用したい

１．学童保育（ニセコこども館）を利用
したい

４．利用を希望する事業は特にない

問１５　小学校4年生以降の放課後の過ごし方についてどのようなことを望むか(すべてに〇）　

５．その他

３．クラブ活動や塾など習い事を
させたい

２．放課後子ども教室を利用した

い

１．学童保育（ニセコこども館）を
利用したい

４．利用を希望する事業は特にな
い

62.5%

37.5%

12.5%

12.5%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問 17 学童保育（ニセコこども館）の月額利用料金 

学童保育（ニセコこども館）の月額利用料金について、どの程度までなら適切か聞いたと

ころ、「2. 5,000円以内ならよい」が 27.5％と最も多く、次いで「1. 3,000円以内ならよい」

と「7. わからない」が 24.2％、「3. 7,000円以内ならよい」が 8.8％であった。 

「その他」としては、「年収に合わせて利用料金を設定する方が妥当」「現在の利用料金の

ままがいい」等があげられていた。 

 

図表Ⅲ-5-26 学童保育（ニセコこども館）の月額利用料金｜N＝91 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 ％

22 24.2%

25 27.5%

8 8.8%

5 5.5%

4 4.4%

5 5.5%

22 24.2%

91 100.0%

２．5,000円以内ならよい

１．3,000円以内ならよい

６．その他

５．有料なら利用しない

４．10,000円以内ならよい

３．7,000円以内ならよい

７．わからない

合計

問１７　学童保育（ニセコ子ども館）の月額利用料金について（１つに○）

１．3,000円以内ならよい

２．5,000円以内ならよい

３．7,000円以内ならよい

４．10,000円以内ならよい

５．有料なら利用しない

６．その他

７．わからない

　・町の学童保育なので、年収に合わせて利用料金を設定する方が妥当だと思う

24.2%

27.5%

8.8%

5.5%

4.4%

5.5%

24.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
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６. 子育てと子育て環境について 

 

 

問 18 住んでいる地区の子育て環境について 

住んでいる地区は子育てのしやすい環境か、5段階評価で聞いたところ、「３」（どちらと

もいえない）が 42.9％と最も多く、次いで「４」（子育てしやすいと感じる）が 23.1％であ

った。 

 

図表Ⅲ-6-1 住んでいる地区の子育て環境について｜N＝91 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住んでいる地区の子育て環境の満足度を地区別にみると、「ニセコ小学校区」は、「３」（ど

ちらともいえない）が 38.7％、「４」（子育てしやすいと感じる）が 26.7％と、比較的子育

て環境の満足度が高い。 

一方、「近藤小学校区」は、「２」（やや子育てしやすいと感じない）が 25.0％、「３」（ど

ちらともいえない）が 62.5％と、「ニセコ小学校区」と比較すると、子育て環境の満足度が

低くなっている。 

 

図表Ⅲ-6-2 地区別・住んでいる地区の子育て環境について｜N＝91 

 
  

■地区別 上段：件数、下段：％

子育てしやす

いとは感じない

とても子育てし

やすいと感じる

1 2 3 4 5

ニセコ小学校区 75 7 12 29 20 7

- 9.3% 16.0% 38.7% 26.7% 9.3%

近藤小学校区 16 0 4 10 1 1

- 0.0% 25.0% 62.5% 6.3% 6.3%

91 7 16 39 21 8

- 7.7% 17.6% 42.9% 23.1% 8.8%

問18

合計

地
区

合計

２

３

４

１　子育てしやす
いとは感じない

５　とても子育て
しやすいと感じる

7.7%

17.6%

42.9%

23.1%

8.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%件数 ％

7 7.7%

16 17.6%

39 42.9%

21 23.1%

8 8.8%

91 100.0%合計

１　子育てしやすいとは感じ
ない

２

３

４

５　とても子育てしやすいと
感じる
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【参考】2019（平成 31）年 調査結果 

問 26 住んでいる地区の子育て環境について｜N＝153 

出典：ニセコ町「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」（平成 31年 3月）を基に作成 

 

  

問１８　住んでいる地区は子育てのしやすい環境か（1つに○）

１　子育てしやすいとは感じない

２

３

４

５　とても子育てしやすいと感じる

5.2%

15.0%

35.9%

30.7%

13.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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問 18-1 子どもとの外出の際の困りごと 

住んでいる地区の子育て環境の満足度（問 18）で「子育てしやすいとは感じない」（1ま

たは 2）と回答した方に、子どもとの外出の際に困ることや困ったことを聞いたところ、「1. 

歩道がない通りが多く、交通安全に心配があること」が 56.5％と最も多く、次いで「7. 買

物や用事の合間の気分転換に、子どもを遊ばせる場所がないこと」が 39.1％、「6. 小さな子

どもとの食事に配慮された場所がないこと」が 30.4％であった。 

 「その他」としては、「公園・体育館等への徒歩での移動が難しい」「遊び場が少ない」

等があげられていた。 

 

図表Ⅲ-6-3 子どもとの外出の際の困りごと（複数回答）｜N＝23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答）

件数 ％

13 56.5%

9 39.1%

7 30.4%

3 13.0%

2 8.7%

2 8.7%

1 4.3%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

4 17.4%

23 -

９．見通しのきかないところが
多く、子どもが犯罪の被害にあ
わないか心配なこと

５．授乳する場所や必要な設
備が少ないこと

全体

２．歩道の段差などがベビー
カーや自転車の通行の妨げに
なっていること
４．トイレがオムツ替えや親子
での利用に配慮されていない
こと

１０．周囲の人が子ども連れを
迷惑そうにみること

１１．荷物や子どもに手をとら
れて困っているときに手を貸し
てくれる人が少ないこと

１２．特に困ること・困ったこと
はない

１３．その他

１．歩道がない通りが多く、交
通安全に心配があること

７．買物や用事の合間の気分
転換に、子どもを遊ばせる場
所がないこと

６．小さな子どもとの食事に配
慮された場所がないこと

３．公共交通機関や建物がベ
ビーカーでの移動に配慮され
ていないこと

８．広い歩道が少ないなど、ま
ちなみにゆとりがないこと

９．見通しのきかないところが多
く、子どもが犯罪の被害にあわな

いか心配なこと

５．授乳する場所や必要な設備
が少ないこと

２．歩道の段差などがベビーカー
や自転車の通行の妨げになって

いること

４．トイレがオムツ替えや親子で
の利用に配慮されていないこと

１０．周囲の人が子ども連れを迷
惑そうにみること

１１．荷物や子どもに手をとられ
て困っているときに手を貸してく

れる人が少ないこと

１２．特に困ること・困ったことは
ない

１３．その他

１．歩道がない通りが多く、交通
安全に心配があること

７．買物や用事の合間の気分転
換に、子どもを遊ばせる場所が

ないこと

６．小さな子どもとの食事に配慮
された場所がないこと

３．公共交通機関や建物がベ
ビーカーでの移動に配慮されて

いないこと

８．広い歩道が少ないなど、まち
なみにゆとりがないこと

56.5%

39.1%

30.4%

13.0%

8.7%

8.7%

4.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

17.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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【参考】2019（平成 31）年 調査結果 

問 26-1 子どもとの外出の際の困りごと（複数回答）｜N＝29 

出典：ニセコ町「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」（平成 31年 3月）を基に作成 

  

問１８-１　子どもと外出時、困ることや困った事(３つに〇）

（複数回答）

１１．荷物や子どもに手をとられて困っているときに手を
貸してくれる人が少ないこと

１３．その他

１．歩道がない通りが多く、交通安全に心配があること

７．買物や用事の合間の気分転換に、子どもを遊ばせる
場所がないこと

９．見通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の被害
にあわないか心配なこと

８．広い歩道が少ないなど、まちなみにゆとりがないこと

６．小さな子どもとの食事に配慮された場所がないこと

１０．周囲の人が子ども連れを迷惑そうにみること

１２．特に困ること・困ったことはない

４．トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されてい
ないこと

５．授乳する場所や必要な設備が少ないこと

２．歩道の段差などがベビーカーや自転車の通行の妨
げになっていること

３．公共交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮
されていないこと

51.7%

34.5%

17.2%

13.8%

10.3%

6.9%

6.9%

3.4%

3.4%

0.0%

0.0%

0.0%

24.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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Ⅳ 自由意見 

 

 

子育ての不安や悩み、ニセコ町の子育て支援に関する要望 

 

 

就学前児童の問 28 及び小学生児童の問 19 において、子育ての不安や悩み、子育てする

うえで近所や地域に望むこと、ニセコ町の子育て支援に関する要望等を自由記入として聞

いた。回答はのべ 104件あり、その内容を項目ごとに以下のとおりに整理した。 

 

図表Ⅳ-1 ニセコ町の子育て支援に関する要望等の記述内容の項目別件数（複数回答）｜N＝105 

項目 件数 

１．保育について 15 

 保育サービスの充実（延長、要件緩和、一時保育等） 7 

 土日祝の預かり・病児保育 8 

２．小学校・学童保育（ニセコこども館）について 7 

 学校教育環境の整備 3 

 教育・進学の選択肢の多様化 2 

 学童保育の充実 2 

３．子育て支援全般について 26 

 習い事に関すること 6 

 仕事と育児の両立・経済的支援 9 

 家事代行サービス等 4 

 子育て支援全般 7 

４．遊び場・居場所について 36 

 公園・広場・室内遊び場・スポーツ施設の充実 27 

 居場所づくり（子ども食堂・カフェ等） 4 

 イベントの充実 5 

５．生活環境について 16 

 買い物に関すること 4 

 通学路の交通安全・治安の維持 2 

 医療の充実 7 

 バスの充実 3 

６．その他 4 

 アンケートに関すること 2 

 その他 2 

全体 104 

 

（留意事項） 

・英文の回答は日本語に訳して掲載した。また個人名が特定できるような表現は、修正また

は削除した。 

・一つの回答が複数の分類にまたがっている場合は、各分類に分割または重複して掲載し

た。  
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以下、全文を記載する。 

 

１．保育について 

小項目 記述内容 調査対象 

保育サービ

ス の 充 実

（延長、要

件緩和、一

時保育等） 

母親が出産に伴い退職したため、子どもが一時幼児センターを退園しました。冬

に退園したため、あまり外で遊ぶことができず、母親も子どももストレスがたま

りました。 

就労していないので、確かに家で保育はできますが、生後間もない子どもを連れ

て「おひさま」に行ったり、外遊びできないのが現状です。そのため、「こども誰

でも通園制度」はとても助かるなと思いました。 

就労している家庭が優先的に入園できなければなりませんが、空きがあるのであ

れば「就労していない」ということだけで退園しなくてもいいのではないかと個

人的に思っています。 

 

未就学児・

小学生／ 

母親 

私は幼い子どもが 2人おり、下の子を連れて違う町で働いています。 

そのため、上の子は長時間型保育で預かってもらっていましたが、「おひさま」に

遊びに行った際、先生から、上の子を長時間型保育で預けて母親が働いている場

合、「おひさま」では遊べないので来ないでくださいと言われました。 

母親でも休みの日があると思いますが、地域子育て支援センターなのに遊びに行

けないというのはおかしいと思います。誰だって遊べる場所だと思います。特に、

住んでいるところは田舎で雪がたくさん降り、遊びに行く場所がなく困っている

方が多いです。 

そのため、私は冬の間仕事を休み、上の子を短時間型保育で預けました。それで

あれば、「おひさま」を利用できるからです。でもそれはおかしいと思います。 

真狩やルスツでは、地域子育て支援センターは誰でも行ってもいい場所だという

ことですが、改善はできないのでしょうか？よろしくお願いいたします。 

 

未就学児／

母親 

ニセコ町幼児センターの通常保育時間（8:30～16:30）が近隣町村の保育園（7:00

～18:00）と比べて短く、残業ができず仕事に支障が出ているので、居残り保育を

届出なしでも預けられる、通常の保育時間をもう少し長くしてほしいです。 

 

未就学児／

母親 

幼児センター未満児も保育料を無料にしてほしい。子どもを預けて働くにも保育

料の方が高いという事態も起き得る。 

今の時代は共働きが基本となってきているので、待機児童が出ている現状を職員

の増員などでどうにかしてほしい。 

 

未就学児／

母親 

野外保育の専門職員を配置してほしい。 未就学児・

小学生／ 

母親 

「おひさま」について、自分が利用したい時間帯に利用できなかった。真狩など

他の市町村の方が利用しやすかった。 

 

未就学児・

小学生／ 

母親 

上の子を幼稚園の長時間保育に預けている場合、下の子が「おひさま」を利用で

きないのはなぜですか。子育て講座も参加禁止になる理由がわかりません。仕事

が休みの日に遊びにも行けず苦しいです。 

 

未就学児／

母親 

土日祝の預

かり・病児

保育 

病児保育があるとありがたい。父母双方の祖父母も遠方のため、病気の時は頼る

人がおらず、有休や早退など仕事の方で調整するしかない。 
 

未就学児／

母親 

ニセコは自営業者、観光業に従事している人が多いと感じています。そういう人

達は土日やお盆、スキーシーズンに繁忙期を迎えるので、そういう時にこそ、保

育園等の預かりがあるととっても助かります。有料でも構いません。土日祝日、

長期の連休（夏休み・冬休み）に子どもを預けられることを願います。 

 

未就学児／

母親 
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小項目 記述内容 調査対象 

土日に就労している場合の保育 未就学児・

小学生／ 

母親 

病気の場合でも、急性期を過ぎたら病児保育で預かっていただければ、金銭的な

面の不平不満も出ないし、ありがたい。 

未就学児・

小学生／ 

母親 

病み上がりの時や症状の軽いときに利用できる病児保育があると助かる。 

 

未就学児／

母親 

祝日に仕事がある場合や、リフレッシュしたい時などに、幼児センター以外でも

子どもを預けられる場所があると助かります。 

 

未就学児／

母親 

近くに祖父母が住んでいないので、親が病気になった時、預けられるところがあ

ると助かります。 

 

未就学児／

母親 

病児保育の環境を早急に整えてほしい。 小学生／ 

父親 

 
 

２．小学校・学童保育（ニセコこども館）について 

小項目 記述内容 調査対象 

学校教育環

境の整備 

今回のアンケートとは趣旨が少し異なると思うので詳しくは書かないが、町内の

小中学校の現在の教育環境について非常に憂慮している。子どもからは驚くよう

な内情を聞かされるし、周囲の保護者からもこのまま通わせるのは不安だとか、

一体どんな指導をしているのかという声をたくさん聞く。 

単に教員の指導力不足だと責任を負わせて片付けてはいけない。昔と違って現在

の教員は立場が弱く、子どもの問題行動が増長しやすい。教員の手に余る問題に、

いかに対処し改善していくか、システムづくりが重要だ。 

学校評価アンケートや体罰調査などという表面的・形式的なものではなく、匿名

でプライバシーに配慮しつつ、もっと深堀りして生徒児童や保護者からしっかり

と意見・要望を聞き取り、早急に教育環境の改善を進めてもらいたい。 

 

小学生／ 

母親 

小中学校を含む公共施設のユニバーサルデザインに対する理解をもっと深めて

ほしいと思います。 

 

小学生／ 

母親 

図書館をもっと充実させてほしい（大型化、近代化、蔵書を増やす等）。 小学生／ 

母親 

教育・進学

の選択肢の

多様化 

子供の進学の選択肢がないことに不安がある。 小学生／ 

父親 

子どもが小学生までは、自然も豊かで良い町だと思うけれど、中学、高校と上が

るにつれて進学の選択肢が少なく、不安が出てくる。 

 

小学生／ 

母親 

学童保育の

充実（利用

人数・学年） 

学童保育の利用可能人数や学年を増やしてほしい。 小学生／ 

父親 

年末年始の学童保育（ニセコこども館）を 1月 4日から開始してほしい。今年は

子どもを会社に同行させたが、大変だった。 
 

小学生／ 

母親 
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３．子育て支援全般について 

小項目 記述内容 調査対象 

習い事に関

すること 

幼児向けの習い事や教室がないので、環境を整えてほしいです。広い体育館や

公認グラウンド、町営プール、スキー場など場所は多くあるように思います。

ニセコ在住で教える先生やコーチがいなくても、後志管内で出張コーチをして

いる方もいます。ニセコで体操教室を検討しているコーチはニセコ町に問合わ

せ窓口がなく、また、教室開催の受け入れ体制がないため、開催を断念したよ

うです。小学生以上になるとスポーツ少年団等がありますが、幼児向けにはな

いのが非常に残念です。幼少期の習い事は心身共に成長する良い刺激となりま

す。是非、教室を開催する制度やコーチの招待、受け入れ体制等を検討してい

ただきたいです。 
 

未就学児／

母親 

習い事が少ないのが残念。 未就学児／

母親 

スポーツ少年団の選択肢が少ない。書道教室がない。適応指導教室を作るべき 
 

小学生／ 

父親 

核家族や母子家庭が多く、コミュニティが狭いためお互いに助けあっていく文

化が自然とできており、学童保育なども柔軟に対応してくれているのでとても

助かっている。 

子どもが年少の時、小学１年生が入れるスポーツクラブが少なく困った。現在

はどのスポーツ少年団もコーチが減少しており、継続が難しくなってきている。

地域おこし協力隊などでスポーツ少年団の監督・コーチを雇ってほしい。佐賀

県では元アスリートや現役アスリートへの誘致・招致に力を入れ、スポーツで

まちおこしをしているところがあると聞いた。ニセコ町もコンパクトであるが

ゆえの良さを活かし、そのような活動も視野に入れていただけたらと思う。 
 

小学生／ 

母親 

スイミングやダンス、バイオリン・ギター演奏など、子どもがやってみたいと

思う習い事に通わせてあげたいけれど、その施設がなく、先生もいないのは都

会に比べて不利だなといつも思う。 
 

小学生／ 

母親 

職場や友人、ご近所には非常に恵まれていると感じており、ひとり親で大変だ

と思ったことは一度もありません。しかしながら、習い事や、プールなどの施

設が充実していたらいいなと感じることはあります。 
 

小学生／ 

母親 

仕事と育児

の両立・経済

的支援 

仕事と育児の両立は無理だと気づいたが、周囲から両立できるよね？という圧

力を感じる中で働くことが本当につらい。 

 

未就学児／

母親 

お米券などの支援があり大変助かります。ありがとうございます。 未就学児／

母親 

共働き世帯が増えているので、もう少し現代社会に沿った支援をしてほしい。 未就学児・

小学生／ 

母親 

・幼児センターの利用料は厚生労働省で決まっていると思うが、病気などで月

に半分近く休む時もあり、給食費も含めて高く、腑に落ちない面がある。 

・小学生対象の町主催の行事がたくさんあって嬉しいが、申込が平日日中なの

で年休を取らなければ申込ができない。子どもたちの病気で年休も食い込ん

で取得しているため、年休は使いたくない。メールや FAX、オンラインなど

別の方法での申込を検討してほしい。 

 

未就学児・

小学生／ 

母親 

自営業者に対する産休や育休の手当を条例などで作れないか、補助給付金を作

れないかと思いました。 

自営業は補償がないため、自力で金策をして乗り越えます。当たり前かもしれ

ませんが、だからこそ産後も休めないし、休まないです。少子化対策というな

らば、本当は国単位でそのような制度を作ってほしいです。 

 

未就学児・

小学生／ 

母親 
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小項目 記述内容 調査対象 

金銭的な不安が大きい。 未就学児／

父親 

子どもがまだ小さいので答えられないことがある。2024年に育休が終わる予定

だが、復帰後の勤務時間が決まっていない。週に 2～3日だけ働きたい。 

 

未就学児／

母親 

給食費の無償化を早急に実現いただきたいです。 小学生／ 

父親 

ニセコこども館の利用料が高すぎる。学校給食費も高い。 小学生／ 

母親 

家事代行サ

ービス等 

ニセコ町は実家が遠方の人も多いので、子どもをみる支援だけでなく、食事づ

くりや掃除などの家事代行などのサービスがあってほしいと切に願っている。 

 

未就学児／

母親 

仕事を終えて帰ってから子どもが寝るまで、ノンストップで忙しい。配食サー

ビスやこども食堂があったらいいなと思いました。 

 

未就学児・

小学生／ 

母親 

子どもは元気で親が病気になった時に世話をしてくれる人がいないのも大変。

食事や家事のサポートをしてくれる代行サービスがあると助かる。 

 

未就学児／

母親 

「子育て支援」に関しては不満に感じたことは今のところさほどありません。

ただ都会のように家事代行やテイクアウト、フードデリバリーなどのサービス

が少なく、また、家事は自分でするものという認識になっていると思います。 

仕事と育児を中心にしたいところですが、今は育児をどなたかに任せるしか仕

事と家事を両立する選択肢がないのが悩みです。 

子どもとはできるだけ過ごし、かつ仕事はもっとするというのがなかなか叶わ

ないのがニセコの難しいところだと思っています。どれほど同じ考えの方がい

るかわかりませんが、家事サービスが増えれば、育児もよりスムーズになるの

ではと考えます。 

 

未就学児／

母親 

子育て支援

全般 

教育の第一義的な責任は親にあるのに、託児所ばかり増やし、結果的に親から

教育する能力を奪い取っているようにしか見えない。 

未就学児・

小学生／ 

母親 

外国語を使った保育・子育てを望む。 未就学児／

父親 

ニセコ町での子育ての環境がとても良いです。幼児センターや体育館、公園、

隣人もとても良いです。ありがとう。 

 

未就学児／

父親 

これからの時代を生きる子どもたちにとって、その基礎となる社会構造はとて

も重要であり、前例は参考にならないこともあります。保守的なだけでは変化

に対応できません。柔軟で進歩的、寛容な変化を希望します。まずは、もっと

勉強と教養を深める取り組みを希望します。 

 

小学生／ 

母親 

上の子の時代に比べると、今の子育て環境は改善されてきていると思います。 小学生／ 

母親 

ニセコ町は、そこまで子育てに対して力を注いでいないなと感じる時が度々あ

ります。せっかく世界のニセコという名前がありながら田舎臭いのは残念です。 

 

小学生／ 

母親 

不登校児への対応があまり明確ではなく、不登校児の受け入れ機関が全くなく

不安です。 

全国的にも色々な制度が整ってきています。このような小さい町では人員的に

もなかなか難しいことも理解しているつもりではありますが、何か少しずつで

も検討していただきたいです。 

 

小学生／ 

母親 
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４．遊び場・居場所について 

小項目 記述内容 調査対象 

公園・広場・

室 内 遊 び

場・スポー

ツ施設の充

実 

公園、スーパー、病院等をもっと増やしてほしい。 未就学児／

母親 

有料で構わないので、町内に屋内のキッズパークがほしい。旧宮田小学校の体育

館は利用できないのかと思う。 

 

未就学児／

父親 

真狩のフラワーセンターの奥の室内遊び場は、素敵な空間だと思う。あれくらい

の広さがあれば幼児は充分遊べ、お昼ご飯もそのままその場で食べられるのは大

変ありがたい。隣には公園もあるので、兄弟で大きい子がいても遊びに飽きない

し、春や秋の風が冷たい時期は小さい子にとって室内で遊べることは心強い。 

ニセコにも室内遊び場と飲食できるスペースとが一体となった場があるといい。 

現状では総合体育館か、ニセコ中央倉庫群かだが、後者は会議等をする方も利用

しているようで気を使う。総合体育館の遊戯室は狭くて危険。 

 

未就学児・

小学生／ 

母親 

・近隣町村では幼児から中学生までシーズン券が無料になる補助がありますが、

ニセコでは今後どのような補助を検討していただけますか？幼児向け、一緒に

行く保護者向けの補助があると嬉しいです。 

・1 番遊具の多い「ちびっこ広場」でも、遊具が次々に破損して撤去されたり使

用不可のテープが貼っていたりしているので、もう少し遊具を充実させてもら

えると幸いです。北海道も夏の暑さが異常になってきているので、噴水や水遊

びができる公園があると最高です。 

 

未就学児／

母親 

子どもが遊べる場所が増えてほしいです。特に冬は行くところがなく困ります。 

国際協力隊員のお力を借りて、子ども英語教室があるといいと思います。 

「おひさま」は幼児センターに入所すると利用できないので残念です。簡単に子

育てについて相談できる環境が整っていないと感じます。 

支給されるはずの児童手当が支給されていないことがありました。児童手当も子

育て支援の一環であると考えます。同じ事例が発生しないよう、システムの改善

を求めます。 

 

未就学児／

母親 

子どもが遊ぶ場所が少ない。特に公園は幼いこどもが遊ぶ遊具がないため、遠方

まで連れて行かなければいけない状況。 

冬場も遊べるところがないので、屋内施設ができればありがたい。南幌町にある

施設がいい例だと思う。 

 

未就学児／

母親 

雪の季節が長い地域なので、旭川市のような室内遊び場を充実させてほしい。 

スキーがメインの遊びなので、せめて幼児の間はリフト券を無料にしてほしいの

と、無料になるのであれば、シーズンの無料パスがほしい。 

公園の遊具を八雲の様に充実させてほしい。 

冬季でも使用できる、室内プールがほしい。 

どれぐらい施設が充実しているかで、子どもの身体能力の伸び方が変わると思い

ます。 

 

未就学児／

母親 

特に冬場の子どもの遊び場がない。 未就学児／

母親 

冬季に遊べる場所が少ない。 

ニセコ町で水遊びができる場がほしい。 

 

未就学児／

母親 

冬季の日曜・祝日のみに室内で遊べる場所の運営をもう少し増やしてほしい。 

 

未就学児／

母親 

雨の日や冬季間、遊ばせる場所がないのが困ります。夏場、水遊びができるとこ

ろができたらうれしいです。 

未就学児・

小学生／ 

母親 
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小項目 記述内容 調査対象 

冬場、無料で予約を必要としない、小さい子が騒いで自由に遊べる室内遊び場が

あるといい。今、町内で利用できる場所は誰でも利用できるのはいいが、騒がし

くする子を持つ親としては他の人の目が気になる。 

 

未就学児・

小学生／ 

母親 

役場のキッズスペースについて、子どもの気晴らしや悪天候の時に利用させてい

ただいていますが、子どもは遊び場という認識で利用しているので、どうしても

騒いでしまいます。そう言った時にやはり役場職員の方の目が気になります。 

体育館の遊具の配置をもう少し考えていただきたいです（遊戯室の入り口の前に

ぶら下がり遊具があるが、間隔が狭すぎて接触事故が起こりかねない）。 

何年も直らない「ちびっこ広場」の遊具を修繕してほしいです。 

 

未就学児／

母親 

通年使えるプールがあってほしい（伊達市のようなスポーツ施設）。 

「あそぶっく」の増設もしくは移転させ、本の数を増やしてほしい。 

未就学児・

小学生／ 

母親 

キドキド（屋内遊び場）のような、冬に屋内でも小さな子どもが遊べる施設があ

ったら嬉しい。 

 

未就学児／

母親 

公園の遊具、水遊び場などの整備を希望。また、雨天時や冬の悪天候時などにも

子どもを遊ばせることができる施設がほしいです。 

未就学児・

小学生／ 

母親 

公共の遊び場を増やしてほしい。 

町内の歩道を増やしてほしい。 

 

未就学児／

父親 

休日に屋内で遊べる施設がほしい。 未就学児／

母親 

通年で利用できるプールができると嬉しい。 未就学児／

母親 

昔と比べてファミリー・サポート・センター等もでき、必要な時に子どもを見て

もらえたりする機会は増えているように感じます。公園施設（アスレチック）が

古かったり、壊れているため、近隣町村に連れて行くことが多いので、「ちびっこ

広場」の改修をしてもらえるともっとニセコで楽しめるようになると思います。 

 

未就学児／

母親 

ニセコ町の公園、「ちびっこ広場」にもう少し遊具など置いてほしい。噴水を直し

てほしい。体育館以外に室内で遊べる場所やトランポリン施設がほしい。中央倉

庫群の遊び場は幼い子ども向けすぎる。 

 

未就学児／

母親 

子どもの遊ぶ場所が特に冬は少な過ぎる。 

一時保育が月 12回までとなっているが、冬は全く預けることができない。また、

保育園の待機児童が多く、仕事が決まったが働けなかった。せめて一時保育の回

数は上限の 12回までは利用できるようにしてほしい。 

 

小学生／ 

母親 

子どもたちが冬季に室内で身体を動かす場所がなく、自由な時間に利用できな

い。土日に総合体育館でボールを蹴るなどの遊びが禁止なのは残念。半面だけで

も許可してほしい。 

 

小学生／ 

母親 

小学校高学年より上の学年が遊べる、冬場の室内遊具があると嬉しい。 小学生／ 

母親 

もっと子どもが遊べる場所を充実させてほしい。夏に水遊びができる場所や大人

と一緒に行けるようなプール施設がほしい。 

 

小学生／ 

母親 

通年で利用できるプールを建設してほしい。 小学生／ 

母親 

プールなどの施設が充実していたらいい。 

 

小学生／ 

母親 
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小項目 記述内容 調査対象 

居場所づく

り（子ども

食堂・カフ

ェ等） 

子どもたちの遊びと親同士のコミュニティが広がる場所がほしい。遊び場と親同

士が目を配りながら一息つけることが同時にできる場所が少ない。 

 

未就学児／

母親 

高齢者との交流 

障害者の理解 

未就学児・

小学生／ 

母親 

子ども食堂があったり、子どもや障害のある人、高齢者が気軽に集えるカフェが

常設であるといい。 

 

小学生／ 

母親 

中高生が遊んだり、憩う場所があってほしい。カフェをもう少しリーズナブルな

料金で会話を楽しめる場所にしてほしい。 

 

小学生／ 

母親 

イベントの

充実 

ニセコミライでやっていた雪で遊ぶイベントが良かったので、定期であると嬉し

い。 

 

未就学児／

母親 

週末の子どものイベントを増やしてほしい。 未就学児／

父親 

周辺の自治体のイベント情報をアナウンスしてほしい。 未就学児／

母親 

公で洋服やおもちゃ等のおさがりを譲渡するイベントや場があると嬉しい。 

 

未就学児／

母親 

大人向けのおしゃれなキッチンカーが集まるお祭りや音楽フェスティバル等の

開催は多いように感じますが、子どもが楽しめるお祭りは少ないと思います。子

どものお小遣いで楽しめる縁日、子ども和太鼓、子ども用の神輿、子どもが主役

になれるようなお祭りがあれば嬉しいです。 

 

未就学児／

母親 
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５．生活環境について 

小項目 記述内容 調査対象 

買物に関す

ること 

公園、スーパー、病院等をもっと増やしてほしい。 未就学児／

母親 

ニセコ町内に大型スーパーがないため、倶知安まで行かなければならず、小さ

い子どもを連れて行くのがとても不便である。特に冬はニセコビュープラザで

野菜を買うこともできないので不便。 

 

未就学児／

母親 

日用品の一通り揃う、中～大型のスーパーができたら嬉しいです。 未就学児・

小学生／ 

母親 

買い物するところ（外食も）が少なく、冬場は特に不便を感じています。近場

で品揃えの良いスーパーなどあると助かります。 

 

未就学児／

母親 

通学路の交

通安全・治

安の維持 

観光客や外国人が多くなり、治安が悪くなったと感じます。 

特に、自動車の運転の仕方や標識を守らないなどを日に何度も目撃します。 

歩道のない道を歩く観光客や、信号が赤でも通過する車もいます。通学路の交

通安全強化を望みます。 

 

小学生／ 

母親 

小学校を出て町民センターへ行く時に横断歩道をわたらない子どもが多いの

で、信号をつけてほしい。役場の方もそのままわたっていて、子どもは真似を

しているように感じます。 

 

小学生／ 

母親 

医療の充実 妊婦健診を全て無料にしてくれたら助かります（せめて町からの健診クーポン

にエコーを全健診分ほしいと思いました）。 

 

未就学児／

母親 

近隣の医療施設が乏しいので、充実してほしい。皮膚科、眼科、耳鼻科など、

子どもがかかりやすいところの専門病院があるとありがたい。 

 

未就学児・

小学生／ 

母親 

救急時に受け入れてくれる病院がない（様子を見てと言われる） 

 

未就学児／

母親 

現状では片道 1時間以上かけて町外に受診に行き、その受診先も混んでいます。 

体調不良の子どもを連れての長時間の移動や受診はとても困難です。 

小規模でも良いので専門的な診察治療（特に小児科領域）を希望します。 

 

未就学児・

小学生／ 

母親 

小児科がなく、病気の時に適切にみてくれる医療機関がない。 未就学児・

小学生／ 

母親 

小児科が町内にあったらいいなと思います。 未就学児／

母親 

町内の子ども医療の充実を図ってほしいです。体調などに大事があっても、信

頼のおける小児科などがないことが悩みです。 

 

小学生／ 

母親 

バスの充実 ニコットバスの増便 未就学児・

小学生／ 

母親 

急な仕事で習い事の迎えが行けない時、デマンドバスがつながらなく不便。 

 

小学生／ 

母親 

近藤小の生徒は学童保育に行くまで、小学校で１時間ほどバスを待たなければ

いけません。そのため、「あそぶっく」でのイベントなどに近藤小の生徒が参加

できません。近藤小の子どもたちがニセコ小の子どもたちと同じサービスが受

けられるよう、下校時のバス時間の変更を求めます。 

 

小学生／ 

父親 
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６．その他 

小項目 記述内容 調査対象 

アンケート

に関するこ

と 

個人を特定できるアンケートに疑問を感じる。 未就学児・

小学生／ 

母親 

子育て支援事情のアンケートとして、これだけ細かくアンケートをとってい

ただけるのはありがたいなと思いますが、子育て中の我々にとってこのアン

ケートは項目が多すぎました。また、この自由回答のために 102 項目答えて

きました。もう少し項目を減らすこともできると思います。また、ハガキで

はなく CoDMON（コドモン）から直接アンケートにつながるようにしていた

だけると、回答が楽になります。 

そしてこれだけ真剣に答えているからこそ、町民から得た回答が今後反映さ

れると嬉しいです。子育てにニセコを選んで良かった、と思えるような町で

あってほしいです。 

外の人からカッコよく見える必要はなく、実際に住んでいる町民（未来ある

ニセコの子ども）に優しい町でありますように。 

 

未就学児／

母親 

その他 障害者の理解の促進 未就学児・

小学生／ 

母親 

オムツゴミを週に 2回回収してほしいです。 未就学児／

母親 

  



 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

 

  



 

114 

 

  



ࢢ
ү
岀岈


ڧ
岅ؖ

屳
岥岯
崀岾
屎峕

ࠬ
岅屾

属
岀季

ʛ
展峘
峈
峀ௌ

ࢢ
岃岜
屇ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
ࣆ
ۂ
ܯ
ժ
屖ࡨ
ఈ
岈
屹岛

岈
峘屎
峇

ࠬ
岒
岈
屮ڢ

ྙ
岈
層
ب
属
ʛ
季

म
ָ

ࣉ
ಒ
岈
属
岥

ଵ
季

季
և
屯岘
岅岉

居ೖ
ࠔ
岢岤
ௌ

岅屮
ཀྵ
մ
岂屮
ڢ
ྙ
岬ࣂ

岤居

岅屜
岤屦
岂屠
屮屰
属
岘屳
屆季

季 屯岀
居ຌ

ௌ
岁
岉
展ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
屖岈
屹
岛
岈
屯岘
屰岘
岄
ࢬ
ࡨ
岬ࣰ

ࢬ
山岀
層
岤岘
屳
屦
居ྫ


̔
೧
ౕ
岅

山属
ࢢ
ү
岀

岅ؖ
屳
岥ܯ

ժ
ʤ

̏
ʥ
岬ࡨ

ఈ
屳
岥屭
岂岂
岄
岤岘
山屹
屆屷
屭岁
居ࢢ

ү
岀

岈
ௌ

岈
և
༹
岈
屮қ

ݡ
岬岁
屧岥
屺屫
ൕ
ӫ

屳
岥屹
岛
居ࠕ

յ
居展
म
ָ

岈
層
ࢢ
༹
岈
属
岥

ଵ
屖岂
展ঘ
ָ
ਫ਼
岈
層
ࢢ
༹
岈
属
岥

ଵ
屖岈
և
༹
岬ଲ

ে
岅岯
崀岾
屎峕


ࠬ
岬ࣰ

ࢬ
山岘
屳
屆季

屭岈
岯崀
岾屎
峕

ࠬ
岁
岉
居峘
峈
峀ௌ

岈
層
ࢢ
屯岭
ୣ
屦
居岃
岈
屪岣
属
岈
ฯ
ү
峘屎
峇屦

屜
岥履
岄
岃岅
屾属

岀
Ѵ
屳
岥屭
岂

岬
ద
岂山
岀属
岘屳
屆属
屹屺
属
屹

ๅ
岬岜
岂岅
居峘
屎峇
ྖ
岈
ਬ
ܯ

岬ߨ

属
居ௌ

岈
ࢢ
ү
岀

ڧ
岅屾
属
岀ܯ

ժ
屇
ඍ

山岀
属
屧屹
属
岂ߡ

屢岀
属
岘屳
屆季

岄
層
居屮
յ

属
屹屺
属
屹
಼
༲
岉
居յ


ं
ݺ
ਕ
屦
ಝ
ఈ
屯岦
屹岤
居ݺ

ʓ
岈
յ

屦
岕
履
岅
岜岦

屹
岤居
岕
履
岈

ద

岅ཤ
༽
屯岦
岥屭
岂岉
Ҳ

屜
岤岘
屵
岭
屆և

屯岘
岈
ི

岄
屮қ

ݡ
岬層
ซ
履
屵
屩屺
屯属
屆季

屮ଡ


岈
岂屭
岧

岅ڬ
क़
岁
岉
屮屰
属
岘屳
屦
居

ࠬ
岈
ट
ࢭ
岬屮
ཀྵ
մ
属
屹屺
屧居
屮ڢ

ྙ
屩屺
屯属
岘屳
岢屠
岢岧
山屩

層
ب
属
属
屹山
岘屳
屆季

ྫ

孹೧

孴݆
季

季
季

季
季

季
季

季峘
峈
峀ௌ

ௗ
季
ฤ
ࢃ
季
݊

季

ʤ

̏
ʥ
ྫ

孺ʛ
孴孴
೧
ౕ
岈
屗

孶
غ
峘峈
峀ௌ

ࢢ
岃岜
屇ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
ࣆ
ۂ
ܯ
ժ
屘季

屙屮
ى

岅屜
屹屽
岀岈
層
ب
属
屚季

孴ɿ
屭岈

ࠬ
岉
ໃ
ى
໌
岁
屳
屆ʤ

岯崀
岾屎
峕岅
層
໌

岬ॽ

属
岀属
屹屺
屩ච
གྷ
岉
屜
岤岘
屵
岭
屆ʥ

季
孵ɿ
ຌ
岯崀
岾屎
峕岉
居म

ָ

岈
層
ࢢ
屯岭
ٶ
岍
ঘ
ָ
ਫ਼
岈
層
ࢢ
屯岭
屦
属
岣屽
山岝
岥居
展層
ࢢ
屯岭
岈
ฯ
ޤ
ं
岈
๏
屖屦

層

屢屩
屺屯
属
屆季

孶ɿ
岯崀
岾屎
峕岒
岈
յ

岉
居Ծ

ى
宔宕
峀屎
峖岘
屹岉

官宕
宏履
岣岯
岼峈
峆属
屹屺
屧居
完宇
岬屮

ྙ
属
屹屺
属
岀履
岣屮

յ

屩屺
屯属
屆季

ˠ
完宇
岉
॑

յ

岬ඈ

屫岥
屹岛
岈
岜岈
岁
居յ


ं
岬ಝ

ఈ
屳
岥岜
岈
岁
岉
屜
岤岘
屵
岭
屆季

宔宕
峀屎
峖季

季

官宕
宏季
宫宷
宷害
家孽孲
孲宩宲
宵宰
家孱宪
宯宨孲
宭宬宛
宕孶
宇宆
宔宐

宍宻
宝孴
宔宑
宵孻
季

完宇
季

˖
˖
˖
˖
˖
˖
季

孷ɿ
岯崀
岾屎
峕岒
岈
յ

岉
居મ


ࢸ
岅ݲ

岬屾
屫岀
層
મ
岍
属
屹屺
屩

岂居
਼
࣊
岄
岃岬
屮

ྙ
属
屹屺
屩

屦
屜

岤岘
屳
屆岘
屹居
展屷
岈
ଠ
屖岈


岉
实季
宠಼
岅۫

ର
ద
岄
಼
༲
岬屮

ྙ
屩屺
屯属
屆季

學ɿ
਼
࣊
岁
࣎
ؔ
岬ى


屳
岥


岉
居孵
孷࣎

ؔ

孫ྭ
孽ޗ
ޛ
孹࣎

ˢ
孴孻
࣎
孬岁
屮ى


屩屺
屯属
屆季

孹ɿ
અ

岅岢
屽岀
岉
յ

山岀
属
屹屺
屩๏
屦
ݸ
岣岦

岥

屦
屜
岤岘
屳
岈
岁
居展
屭岂
岩
岤ॽ

屧屖
岞
展
һ
屖岅
ॊ
屽岀
յ


屩屺
屯属
屆ಝ

岅展
屭岂
岩
岤ॽ

屧屖
岄
岃屦
岄
属


岉
࣏
岈
અ

岅層

岙
屩屺
屯属
屆季

孺ɿ
յ

岉
յ

غ
ݸ
岘岁
岅層
ب
属
山岘
屳
屆季

յ

غ
ݸ
孽季
̐
݆
̗
ೖ
孫ۜ
孬岘
岁
季

˗
ຌ

ࠬ
岒
岈
࣯

岘屹
岉


岄
఼
屦
屜
岤岘
山屹
岣居
Ծ
ى
岘岁
層

属

岩
屵
屩屺
屯属
屆季

峘峈
峀ௌ

گ
ү
җ
ҽ
ճ
季
屭岃
岜າ

པ
՟
屭岃
岜າ

པ
ܐ
季

ు

孽 孳
孴孶
孹孰
孷孷
孰孵
孴孳
孴季
孫େ
න
孬季

季

म
ָ

ࣉ
ಒ
岈
属
岥

ଵ

1 

屙層
岜岄

ฯ
ү
ࣆ
ۂ

岈
಼
༲
屚季

յ

屳
岥岂
屧岈
ࢂ
ߡ
岅山
岀屩
屺屯
属
屆屹
屺山
居ௌ

岁
ࣰ
ࢬ
山岀
属
岄
属
ࣆ
ۂ
岜

岙
岘屳
屆季

ࣆ
ۂ
໌
季

ࣆ
ۂ
಼
༲
季

༰
க
Ԅ
ˠ
季

孫௪

岈
௪
Ԅ
࣎
ؔ
孬季

༰
க
Ԅ
岈
௪

岈
௪
Ԅ
࣎
ؔ
岁
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

༰
க
Ԅ
岈
༮
履
岤ฯ

ү
ˠ
季

༰
க
Ԅ
岁
居௪


岈
௪
Ԅ
࣎
ؔ
岬Ԉ

ௗ
山岀
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季


Ն
ฯ
ү
ॶ
ˠ
季

ಕ
岈

Ն
岬ण

屫屹
ฯ
ү
ॶ
岁
居層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岈
屭岂
岁
屳
屆季


ఈ
屭岃
岜Ԅ

季
ಋ
屲ࢬ

અ
಼
岅
༰
க
Ԅ
෨
岂ฯ

ү
ॶ
෨
岬屜

岩
屵
࣍
屾
ࢬ
અ
岁
居ฯ

ޤ
ं
岈
য়
ڱ
岅
岢

岤༰
க
Ԅ
෨
岘屹
岉
ฯ
ү
ॶ
෨
岁
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

ฯ
ү
峫峫
季

孫Պ
ఋ
ద
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
孬季


ఈ
山屹
ฯ
ү
峫峫
屦
ࣙ


岁
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岈
屭岂
岁
屳
屆季

ঘ
و
ໝ
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
季

ࣙ
࣑
ର
岈

Ն
岬ण

屫屹
ࣆ
ۂ
岁
居म

ָ

岈
層
ࢢ
屯岭
岬
孹ʛ
孴孼
ਕ
岈
ఈ
ҽ
岁
༮
履
岥

ࣆ
ۂ
岁
屳
屆季

ࣆ
ۂ
ॶ
಼
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
季

ࣆ
ۂ
ॶ
孫ة
ۂ
孬屦
ॊ
ۂ
ҽ
岈
層
ࢢ
屯岭
岂居
Ҳ
෨
居ஏ

Ү
े

岈
層
ࢢ
屯岭
岬ฯ

ү
屳
岥居

ࣙ
࣑
ର
岈

Ն
岬ण

屫屹
ࣆ
ۂ
岁
屳
屆季

ة
ۂ
क

ܗ
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
季

ࣆ
ۂ
ॶ
孫ة
ۂ
孬屦
ଡ
༹
岄
म
࿓
ܙ
ସ
岅ଲ

Ԣ
屳
岥屹
岛
岈
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
岁
居ॊ

ۂ
ҽ
Ґ


岅ஏ
Ү
岈
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥屭
岂屦
岁
屧岥
ฯ
ү
ࢬ
અ
岁
屳
屆季


Ն

ฯ
ү
ࢬ
અ
季


Ն
ฯ
ү
ॶ
Ґ

岈
居層
ࢢ
屯岭
岬ฯ

ү
屳
岥ࢬ

અ
岁
屳
屆季

峦
峠屎
峄
峐峌
屎季

ฯ
ү
ं
屦
層
ࢢ
屯岭
岈
ࣙ

岅


山岀
居層
ࢢ
屯岭
岈


岬屳
岥ࣆ

ۂ
岈
屭岂
岁
屳
屆季

峢岮
峬峷
屎屇
季

峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎ˠ

季

展ࢢ
ү
岀岈

ࢩ
ԋ
岬ण

屫
屹
属
ਕ
孫ғ
བ
ճ
ҽ
孬屖
岂展
ࢢ
ү
岀岬
ࢩ
ԋ
岁
屧岥
ਕ
孫
ڛ
ճ

ҽ
孬屖
屦
ճ
ҽ
ౌ

岬山
居༽

ࣆ
屦
屜
岥岂
屧岄

岃岅
ғ
བ
ճ
ҽ
屦
峢岮
峬峷
屎屇
峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌

屎岅
࿊
ཙ
山居
峈
崀峌
屎屦
ڰ
ో
山ༀ

岂岄
岤居

ڛ
ճ
ҽ
屦
Ҳ
࣎
ద
岅層
ࢢ
屯岭
岈


岬༙

ྋ
岁
ԋ
ঁ
屳
岥ճ

ҽ
ૌ
৭
岁
屳
屆孫
層
岜岄

ଲ
ে
೧
ྺ
孳
ࡂ
寁ঘ

ָ
ਫ਼
岘岁
孬季

Ԉ
ௗ
ฯ
ү
季

ฯ
ү
ॶ
岞

ఈ
屭岃
岜Ԅ


岁
居ฯ

ޤ
ं
岈
๏
岈
म
࿓
࣎
ؔ
ଁ
Յ

岒
岈
ଲ
Ԣ
岂山
岀居

௪

岈
ฯ
ү
࣎
ؔ
岬Ԉ

ௗ
山岀
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

Ҳ
࣎
༮
履
岤ฯ

ү
ˠ
季

孫Ҳ
࣎
ฯ
ү
孬季

ฯ
ү
ॶ

岬ཤ

༽
山岀
属
岄
属
ฯ
ޤ
ं
岈
๏
屦
म
࿓
居࣮

බ
岞
ץ
࠙

ࡉ
岄
岃岈
ཀྵ
༟
岈

屹岛
居Պ

ఋ
岁
岈
ฯ
ү
屦
岁
屧岄

属


岅居
層
ࢢ
屯岭
岬Ҳ

࣎
ద
岅༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

බ
ࣉ
ฯ
ү
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
季

層
ࢢ
屯岭
屦
බ
ـ
岅履

履
屽岀
属
屹
岤居
බ
ـ
岈
յ

غ
岅
屜
屽屹
岤山
岀居
௪

岈
ॄ

ฯ

ү
孫༰
க
Ԅ
岞
ฯ
ү
ॶ
岄
岃岒
岈
௪
Ԅ
孫ॶ
孬孬屦
ೋ
山属


岅居
Ҳ
࣎
ద
岅層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

ٵ
ೖ
ฯ
ү
ˠ
季

ฯ
ޤ
ं
岈
๏
屦
म
࿓

岅
岢岤
居ٵ

ೖ
岅
Պ
ఋ
岁
ฯ
ү
岁
屧岄

属
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥
ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

ָ
ಒ
ฯ
ү
ˠ
季

孫峘
峈
峀屭
岃岜
ؙ
孬季

म
࿓

岅
岢岤
ฯ
ޤ
ं
岈
๏
屦
居

ؔ
Պ
ఋ
岅
属
岄
属
ঘ
ָ
ਫ਼
岈
層
ࢢ
屯岭
岬ଲ

ে
岅
居

ਫ਼

岈

岬

ڛ
屳
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

๎
՟
ޛ
ࢢ
岃岜
گ
࣪
ˠ
季

屳
岓
岀岈

ࢢ
岃岜
岬ଲ

ে
岂山
岀居
҈
ৼ
屇҈
સ
岄
ࢢ
岃岜
岈
ڋ

ॶ
岬

ڛ
山居
ஏ
Ү
岈

๏
ʓ
岈
ࢂ
ժ
岬ಚ

岀居
ࢢ
岃岜
屹
屻岂
岂岜
岅
ห
ک
岞
峆峪

屎峑
屇ช
Կ
ܵ
ढ़

ಊ
居ஏ

Ү
े


岂岈
ި
ླྀ

ಊ

岈
ख
ૌ
岬屳
岥岜
岈
岁
屳
屆季

ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎ˠ

季

ࢢ
屦
ـ
ܲ
岅ॄ

岘岥
屭岂
岈
岁
屧岥

岁
居ࢢ

ү
岀

岈
ฯ
ޤ
ं
岈
ި
ླྀ
岞
ࢢ
ү
岀屇
ฯ

ү
岈
எ
ࣟ
岞
ܨ
ݩ
屦
屜
岥


岈
৮
ҽ
岅岢
岥ү

ࣉ
૮


岬ߨ

屽岀
属
岘屳
屆季

ˠ
宀ௌ

岁
ࣰ
ࢬ
山岀
属
岥ฯ

ү
ࣆ
ۂ
季

季 季

１. 就学前児童のいる世帯へのアンケート調査票

115



2 

宄ɿ
層
े
岘属
岈
ஏ
Ү
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季

孴季
層
े
岘属
岈
ஏ
ۢ
岬મ

岭
岁
居屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
峘峈
峀ঘ

ָ
ߏ
ۢ
季

季
季

季
孵ɿ
ۛ
౽
ঘ
ָ
ߏ
ۢ
季

季 宅ɿ
層
ࢢ
屯岭
岂屮
Պ
ଔ
岈
য়
ڱ
岅屾

属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季

孵季
म
ָ

岈
層
ࢢ
屯岭
岈
ਫ਼
೧
݆
岬屮
ى

屩屺
屯属
屆ʤ

ʨ
季
ʩ
಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆ʥ

म
ָ

岈
層

ࢢ
屯岭
屦
孵ਕ

Ґ

属
岥


居Ҳ

൬
༰
属
層
ࢢ
屯岭
岈
ਫ਼
೧
݆
岬屮
ى

屩屺
屯属
屆季

म
ָ

ʤ
ঘ
ָ
ߏ

ָ

ʥ
岈
層
ࢢ
屯岭
季
ฑ

屇ྫ

ʨ
季
季
ʩ
೧
季
ʨ
季
季
ʩ
݆
ਫ਼
岘岦

季
季 
孶季
म
ָ

岈
層
ࢢ
屯岭
સ
ҽ
岈
ਕ
਼
岅屾
属
岀居
屜
岀岉
岘岥
਼
࣊
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

म
ָ

ʤ
ঘ
ָ
ߏ

ָ

ʥ
岈
層
ࢢ
屯岭
季
સ
෨
岁
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
ʩ
ਕ
季

季 
孷季
屭岈

ࠬ
ධ
岅層

屢属
屹屺
屩๏
岉
岃岄
屹岁
屳
履
屆層
ࢢ
屯岭
履
岣岙
屹ؖ

ܐ
岁
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫

岀屩
屺屯
属
屆季

孴ɿ


季

季
季

孵ɿ


季

季
季

孶ɿ
屷岈
ଠ
孫季
季
季
季
季
季
孬季

季 
學季
屭岈

ࠬ
ධ
岅層

屢属
屹屺
屩๏
岉
Ձ
ࡂ
େ
岁
屳
履
屆屜
岀岉
岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
孴孳
େ
季

季
孶ɿ
孶孳
େ
季

季
學ɿ
學孳
େ
季

季
孺ɿ
孺孳
େ
Ґ

季

孵ɿ
孵孳
େ
季

季
孷ɿ
孷孳
େ
季

季
孹ɿ
孹孳
େ
季

季 
孹季
ݳ
ࡑ
居Ҳ

ॻ
岅層
े
岘属
岈
๏
岉
屜
岄
屹岬

岛
岀Ձ

ਕ
岁
屳
履
屆屜
岀岉
岘岥
਼
࣊
孴
屾岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆岘

屹
居層
ࢢ
屯岭
岉
居೧

ྺ
岅履

履
岩
岣屴
Ձ
ਕ
属
岘屳
履
孫ೝ
৹

岜

岙
岘屳
孬屆
層
ࢢ
屯岭
岈
岙
岈
ਕ
਼
岜屜

岀岉
岘岥

਼
࣊
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

ಋ
ڋ
岈
Պ
ଔ
સ
ҽ
季
季
季
季
ʨ
̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
屇̖
屇̗
ʩ
ਕ
季

層
ࢢ
屯岭
岈
岙
岈
ਕ
਼
季
季
季
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
ʩ
ਕ
季

季 
孺季
層
ࢢ
屯岭
岂Ҳ

ॻ
岅े

岭
岁
属
岥ಋ

ڋ
Պ
ଔ
岈
ߑ

ҽ
岅屾
属
岀居
屜
岀岉

岘岥
岜岈
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆

କ
ณ
岉
層
ࢢ
屯岭
履
岣岙
屹ؖ

ܐ
岁
層

屢屩
屺屯
属
屆季

孴ɿ

季
季

季
季

孶ɿ
ܓ

屇ࢠ
ຕ
季
季

季
學ɿ
ૈ

季

孵ɿ

季
季

季
季

孷ɿ
ૈ

季

季
季

孹ɿ
屷岈
ଠ
孫季
季
季
季
季
季
季孬季

季 
孻季
層
ࢢ
屯岭
岈
ૈ


岂岈
ۛ
ڋ
孫ި
௪
घ
ஊ
岬

岩
屴
居層
層
岚
岇
孶孳

Ґ
಼
ఖ
ౕ
岅ߨ

屧པ
岁
屧岥

ҕ
孬岈
য়

ڱ
岅
屾
属
岀居
屜
岀岉

岘岥
岜岈

屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫
岀屩
屺
屯属
屆କ

ณ
岉
層
ࢢ
屯岭
履
岣岙

屹
ؖ
ܐ
岁
屳
屆ૈ


岘屹
岉

ૈ

岂ಋ

ڋ
山岀
属
岥


岉
居展
̑
ɿ
ۛ
ڋ
岈
ૈ


岉
属
岄
属
屖岬
મ

山岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ૈ

ۛ屇
屇ڋ
季
季

季
孵ɿ
ૈ

ۛ屇
屇ڋ
季
季

季
孶ɿ
ۛ
ڋ
岈
ૈ


岉
属
岄
属
季

季 
孼季
屭岈

ࠬ
ධ
岅層

屢属
屹屺
属
岀属
岥๏

岈
ഓ
۰
ؖ
ܐ
岅屾
属
岀層

屢屩
屺屯
属
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴
屾岅
˕
岬

屾屫
岀屩
屺屯
属
屆季

孴ɿ
ഓ
۰
ं
屦
属
岥季

季
季

季
孵ɿ
ഓ
۰
ं
岉
属
岄
属
季

季 
孴孳
季
層
ࢢ
屯岭
岈
ࢢ
ү
岀孫
گ
ү
岬

岚
孬岬
層
岜岅
ߨ
屽岀
属
岥岈
岉
岃岄
屹岁
屳
履
屆層
ࢢ
屯岭
履
岣岙
屹ؖ

ܐ
岁
屜
岀岉
岘

岥൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ


ྈ
๏
季
季

季
孶ɿ
層
岜岅


季
季

季
學ɿ
屷岈
ଠ
孫季
季
季
季
季
季
孬季

孵ɿ
層
岜岅


季
季

季
孷ɿ
層
岜岅
ૈ


季

3 

宆ɿ
ฯ
ޤ
ं
岈
म
࿓
য়
ڱ
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
ˠ

孴孴
ʛ

孴孴
孰學
岉
居


屇

屷岦

屸岦
岅屾
属
岀層

屢屩
屺屯
属
屆岌
岂岤

岈
๏
岉
居屮
ࣙ
ਐ
岅ؖ

屳
岥અ


岈

岙
層

屢屩
屺屯
属
屆季

季 
孴孴
季
層
ࢢ
屯岭
岈
ฯ
ޤ
ं
岈
म
࿓
য়
ڱ
孫ࣙ
Ө
ۂ
岈
๏
岂屷
岈
Պ
ଔ
ॊ
ࣆ
ं
岬

岚
孬岅
屾属
岀屠
履
屦
属
岘屳
屆季

孴ɿ


孫屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

孬季
孵ɿ


孫屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

孬季
孴ɿ
峢峸
峌岱
峭孫
ु
學ೖ

ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻࣎

ؔ
ఖ
ౕ
孬岁
म

࿓
山岀
層岤
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁岉
岄
属季

孴ɿ
峢峸
峌岱
峭孫
ु
學ೖ

ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻࣎

ؔ
ఖ
ౕ
孬岁
म

࿓
山岀
層岤
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁岉
岄
属季

孵ɿ
峢峸
峌岱
峭孫
ु
學ೖ

ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻࣎

ؔ
ఖ
ౕ
孬岁
म

࿓
山岀
属屹
屦
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁屜
岥季

孵ɿ
峢峸
峌岱
峭孫
ु
學ೖ

ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻࣎

ؔ
ఖ
ౕ
孬岁
म

࿓
山岀
属屹
屦
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁屜
岥季

孶ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ

岈

࣎
孫ؔु
學ೖ
າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻࣎
ؔ

າ
ຮ
孬岁
म
࿓
山岀
層岤
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁岉
岄属
季
孶ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ

岈

࣎
孫ؔु
學ೖ
າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻࣎
ؔ

າ
ຮ
孬岁
म
࿓
山岀
層岤
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁岉
岄属
季

孷ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ

岈

࣎
孫ؔु
學ೖ
າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻࣎
ؔ

າ
ຮ
孬岁
म
࿓
山岀
属屹
屦居
ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁屜
岥季

孷ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ

岈

࣎
孫ؔु
學ೖ
າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻࣎
ؔ

າ
ຮ
孬岁
म
࿓
山岀
属屹
屦居
ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁屜
岥季

學ɿ
Ґ

岉
म
࿓
山岀
属屹
屦
居ݳ

ࡑ
岉
म
࿓
山岀
属岄

属
季
學ɿ
Ґ

岉
म
࿓
山岀
属屹
屦
居ݳ

ࡑ
岉
म
࿓
山岀
属岄

属
季

孹ɿ
ࠕ
岘岁
म
࿓
山屹
屭岂
屦
岄
属
季

孹ɿ
ࠕ
岘岁
म
࿓
山屹
屭岂
屦
岄
属
季

季 
孴孴
孰孴
季

孴孴
岁
展孴
屖履
岣展
孷屖
岅˕

岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆म

࿓
ೖ
਼
岂म

࿓
࣎
ؔ
居層
層
岚
岇
Պ
岬ड़

岥࣎
ؔ
居ؾ


屳
岥࣎

ؔ
岅屾
属
岀層

屢屩
屺屯
属
屆屷
岦
屸岦

਼
࣊
孴
屾岅
˕
居岘
屹岉

居实
季
宠಼
岅਼

࣊
岬屮
ى

屩屺
屯

属
屆࣎

ؔ
岉
居ච

屴
孫ྭ
孬孴
孷࣎

寁孵
孵࣎

岈
岢屠
岅
孵孷
࣎
ؔ

岁
屮ى


屩屺
屯属
屆म

࿓
࣎
ؔ
屦
孼࣎

ؔ
Ґ

岈



岉
居展
孻屖
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆ү

ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岈๏

岉
居ٵ
ۂ
岅

岥
岈য়

ڱ
岅屾
属岀
層

屢屩
屺屯
属屆
季

孴ɿ


季

孫屷
岦
屸岦

਼
࣊
孴屾
岅˕

居岘
屹岉

਼
࣊
岬ى


孬季

孵ɿ


季

孫屷
岦
屸岦

਼
࣊
孴屾
岅˕

居岘
屹岉

਼
࣊
岬ى


孬季

孴ु
屜
屹岤
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
ʩ
ೖ
季

孴
ೖ
屜
屹岤
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
屇̖
ʩ
࣎
ؔ
季

孴ु
屜
屹岤
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
ʩ
ೖ
季

孴
ೖ
屜
屹岤
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
屇̖
ʩ
࣎
ؔ
季

̏
ɿ
௪
ۊ
山岀
属
岥季

˲
層
層
岚
岇
Պ
岬ड़

岥࣎
ؔ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
季

˲
層
層
岚
岇
ؾ

屳
岥࣎

ؔ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
季

̐
ɿ

 ௪
ۊ
山岀
属岄

属
季

˲
層層
岚岇

岈࢟
ۂ
࣎
ࠃ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
季

˲
層層
岚岇

岈श
ۂ
࣎
ࠃ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
季

̏
ɿ
௪
ۊ
山岀
属
岥季

˲
層
層
岚
岇
Պ
岬ड़

岥࣎
ؔ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
季

˲
層
層
岚
岇
ؾ

屳
岥࣎

ؔ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
季

̐
ɿ
௪
ۊ
山岀
属岄

属
季

�
�
˲
層
層
岚
岇
岈
࢟
ۂ
࣎
ࠃ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
季

季
季
˲
層
層
岚
岇
岈
श
ۂ
࣎
ࠃ
ʨ
季
季
ʩ
࣎

 
季 
孴孴
孰孵
季

孴孴
岁
展孴
屖履
岣展
孷屖
岅˕

岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆層

ࣆ
岈
म
ۂ
ܙ
ସ
岅屾
属
岀居
೧
ؔ
岬௪

屲岀
層

岜岅
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

ʥ
季

孵ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

ʥ
季

孴ɿ
ਜ਼
و
岈
৮
ҽ
屇ॊ
ۂ
ҽ
季

孵ɿ
峞
屎峕
屇岯
峸
峝
岱峕
屇ܘ
༁
ऀ
ҽ
屇০

৮
ҽ
岄
岃季

孶ɿ
ഁ
ݥ
ऀ
ҽ
季

孷ɿ
ࣙ
Ө
ۂ
क
季
ˠ
孴季

學ɿ
Պ
ଔ
ॊ
ۂ
ं
季
ˠ
孵季

孹ɿ
孴寁
學岈
મ

ࢸ
岅屜
岀岉

岘岣
岄
属
ܙ
ସ
季

ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

孴ɿ
ਜ਼
و
岈
৮
ҽ
屇ॊ
ۂ
ҽ
季

孵ɿ
峞
屎峕
屇岯
峸
峝
岱峕
屇ܘ
༁
ऀ
ҽ
屇০

৮
ҽ
岄
岃季

孶ɿ
ഁ
ݥ
ऀ
ҽ
季

孷ɿ
ࣙ
Ө
ۂ
क
季
ˠ
孴季

學ɿ
Պ
ଔ
ॊ
ۂ
ं
季
ˠ
孵季

孹ɿ
孴寁
學岈
મ

ࢸ
岅屜
岀岉

岘岣
岄
属
ܙ
ସ
季

季
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

ˠ
孴
ࣙ
Ө
ۂ
क
岂岉
居ݺ

ਕ
岁
ࣆ
ۂ
岬ܨ

Ө
山岀
属
岥ਕ

孫
Պ
岄
岃岬

岚
孬岞
ࣙ
༟
ۂ
岈
ਕ
岬属
属
岘屳
屆季

ˠ
孵
Պ
ଔ
ॊ
ۂ
ं
岂岉
居ࣙ

Ө
ۂ
क
岈
Պ
ଔ
岁
居屷
岈
ࣆ
ۂ
岅

ં
ॊ
ࣆ
山岀
属
岥ਕ

屆ݺ
ਕ
岈
ঐ
వ
岞
Ӂ
ৱ
వ
居ݺ

ਕ
ܨ
Ө
岈

ॕ
岞
峧
崀峄
峴崀
居

Պ
岄
岃岁
Պ
ۂ
岬घ

ఽ
屽岀

ં

ࣆ
岬山
岀属
岥ਕ

岈
屭岂
岬属
属
岘屳
屆季

116



4 


孴孴
孰孶
季

孴孴
岁
展孶
屖岘
屹岉

展孷
屖ʤ
峢峸
峌岱
峭Ґ


岈

࣎
ؔ
岁
म
࿓
山岀
属
岥ʥ

岅˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘

屳
屆ࠕ

ޛ
岈
म
࿓
岅屾
属
岀岈
س

岬層
ซ
履
屵
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

ʥ
季

孵ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

ʥ
季

孴ɿ
峢峸
峌岱
峭岒
岈


岬س


山岀
層
岤居
ࣰ
ݳ
岈
ݡ

ࠒ
岙
屦
屜
岥季

孵ɿ
峢峸
峌岱
峭岒
岈


岬س


山岀
属
岥屦
居ࣰ

ݳ
岉

ೋ
山属
岂ߡ

屢岀
属
岥季

孶ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ


岈

࣎
ؔ
岈
म
࿓
岬କ

屫屹
属
季

孷ɿ
म
࿓
岬岞
岛
居ࢢ

ү
岀岞
Պ
ࣆ
岄
岃岅

೨
山屹
属
季

孴ɿ
峢峸
峌岱
峭岒
岈


岬س


山岀
層
岤居
ࣰ
ݳ
岈

ݡ
ࠒ
岙
屦
屜
岥季

孵ɿ
峢峸
峌岱
峭岒
岈


岬س


山岀
属
岥屦
居ࣰ

ݳ
岉
ೋ
山属
岂ߡ

屢岀
属
岥 

孶ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ


岈

࣎
ؔ
岈
म
࿓
岬କ

屫屹
属
季

孷ɿ
म
࿓
岬岞
岛
居ࢢ

ү
岀岞
Պ
ࣆ
岄
岃岅

೨
山屹
属
季

季 
孴孴
孰孷
季

孴孴
岁
展學
屖岘
屹岉

展孹
屖ʤ
म
࿓
山岀
属
岄
属
屇म
࿓
山屹
屭岂
屦
岄
属
ʥ
岅˕

岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆ࠕ

ޛ
岈
म
࿓
岅屾
属
岀岈
س

岬層
ซ
履
屵
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

居岘
屹岉

ʨ
季
ʩ
಼
岅਼

࣊
岬ى


ʥ
季

孵ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

居岘
屹岉

ʨ
季
ʩ
಼
岅਼

࣊
岬ى


ʥ
季

孴ɿ
ࢢ
ү
岀岞
Պ
ࣆ
岄
岃岅

೨
山屹
属
ʤ
म
࿓
岬س


山岀
属
岄
属
ʥ
季

孵ɿ
孴೧

Ґ


岅居
Ҳ
൬
Ծ
岈
ࢢ
岃岜
屦
季

ʨ
季
季
ʩ
ࡂ
岅岄

屽屹
ࠔ
岅म

࿓
山屹
属
季

孶ɿ
屳
屪岅
岁
岜居
岜山
屩岉

孴೧
Ґ
಼
岅म

࿓
山屹
属
季

孴ɿ
ࢢ
ү
岀岞
Պ
ࣆ
岄
岃岅

೨
山屹
属
ʤ
म
࿓
岬س


山岀
属
岄
属
ʥ
季

孵ɿ
孴೧

Ґ


岅居
Ҳ
൬
Ծ
岈
ࢢ
岃岜
屦
季

ʨ
季
季
ʩ
ࡂ
岅岄

屽屹
ࠔ
岅म

࿓
山屹
属
季

孶ɿ
屳
屪岅
岁
岜居
岜山
屩岉

孴೧
Ґ
಼
岅म

࿓
山屹
属
季

季 
孴孴
孰學
季

孴孴
孰孷
岁
展孵
屖岘
屹岉

展孶
屖ʤ
म
࿓
山屹
属
ʥ
岅˕

岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

س

屳
岥म

࿓
ܙ
ସ
岅屾
属
岀層

屢屩
屺屯
属
屆季

孴ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

居岘
屹岉

ʨ
季
ʩ
಼
岅਼

࣊
岬ى


ʥ
季

孵ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

居岘
屹岉

ʨ
季
ʩ
಼
岅਼

࣊
岬ى


ʥ
季

孴ɿ
峢峸
峌岱
峭ʤ

ु
學
ೖ
ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻
࣎
ؔ
ఖ
ౕ
ʥ
季

孵ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ

岈
࣎

孫ؔु
學ೖ
າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻࣎
ؔ
າ
ຮ
孬季

ʤ
展孵
屖岅
˕
岬屾
屫屹


ʥ
季

˲
ु
ʨ
季
季
ʩ
ೖ
屇孴
ೖ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
ؔ
ఖ
ౕ
季

̑
ɿ
岘屺
ߡ
屢岀
属
岄
属
季

孴ɿ
峢峸
峌岱
峭ʤ

ु
學
ೖ
ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻
࣎
ؔ
ఖ
ౕ
ʥ
季

孵ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ

岈
࣎

孫ؔु
學ೖ
າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻࣎
ؔ
າ
ຮ
孬季

ʤ
展孵
屖岅
˕
岬屾
屫屹


ʥ
季

˲
ु
ʨ
季
季
ʩ
ೖ
屇孴
ೖ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
ؔ
ఖ
ౕ
季

̑
ɿ
岘屺
ߡ
屢岀
属
岄
属
季

季 宇ɿ
ฑ
ೖ
岈
ఈ
غ
ద
岄
گ
ү
屇ฯ
ү
ࣆ
ۂ
岈
ཤ
༽
য়
ڱ
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
ˠ
屭屭
岁
属
屠展
ఈ
غ
ద
岄
گ
ү
屇ฯ
ү
ࣆ
ۂ
屖岂
岉
居݆

ୱ
Ғ
岁
ఈ
غ
ద
岅ཤ

༽
山岀
属
岥ࣆ

ۂ
岬ࢨ

山岘
屳
屆季

۫
ର
ద
岅岉

居༰
ࣉ
峈
崀峌
屎岞
༰
க
Ԅ
居ฯ

ү
ॶ
岄
岃居

孴孵
孰孴
岅ࣖ

山屹
ࣆ
ۂ
屦

岘岦

岘屳
屆季

季

孴孵
季
層
ࢢ
屯岭
岉
ݳ
ࡑ
居༰

ࣉ
峈
崀峌
屎岞
༰
க
Ԅ
居ฯ

ү
ॶ
岄
岃岈
展ఈ
غ
ద
岄
گ
ү
屇ฯ
ү
岈
ࣆ
ۂ
屖岬
ཤ
༽
屯岦

岀属
岘屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岥季

˲
季

孴孵
孰孴
岒
季
季
季
季
季
季
孵ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
季
˲
季

孴孵
孰孶
岒
季

季 
孴孵
孰孴
季

孴孵
孰孴
ʛ

孴孵
孰孵
岉
居

孴孵
岁
展孴
ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岥屖
岅˕

岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

層
ࢢ
屯岭
岉
居ฑ

ೖ
岃岈
岢屠
岄
گ
ү
屇ฯ
ү
岈
ࣆ
ۂ
岬ཤ

༽
山岀
属
岘屳
履
屆೧

ؔ
岬௪

屲岀
ຘ
݆
ཤ
༽
山岀
属
岥

ࣆ
ۂ
岬層

屢屩
屺屯
属
屆屜
岀岉
岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
༰
க
Ԅ
ʤ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎Ґ


ʥ
季

孵ɿ
༰
க
Ԅ
岈
༮
履
岤ฯ

ү
ʤ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎Ґ


ʥ
季

孶ɿ

Ն
ฯ
ү
ॶ
ʤ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎Ґ


ʥ
季

孷ɿ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎屧
岣屽
岂ʤ


࣎
ؔ
ฯ
ү
ʥ
季

學ɿ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎屧
岣屽
岂ʤ

ௗ
࣎
ؔ
ฯ
ү
ʥ
季

孹ɿ
Պ
ఋ
ద
ฯ
ү
ʤ
ฯ
ү
峫峫
ʥ
季

孺ɿ
屷岈
ଠ
岈

Ն

岈
ฯ
ү
ࢬ
અ
ʤ

ࣉ
ॶ

ʥ
季

孻ɿ
ڋ



ܗ
ฯ
ү
ʤ
峦
峠屎
峄峐
峌屎

ʥ
季

孼ɿ
峢岮
峬峷
屎屇
峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎季

孴孳
ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

5 


孴孵
孰孵
季
ฑ
ೖ
岅ఈ

غ
ద
岅ཤ

༽
山岀
属
岥گ

ү
屇ฯ
ү
岈
ࣆ
ۂ
岅屾
属
岀居
岃岈
屩岣
属
ཤ
༽
山岀
属
岘屳
履
屆岘
屹居
س


岂山
岀岉

岃岈
屩岣
属
ཤ
༽
山屹
属
岁
屳
履
屆孴

ु
屜
屹岤
Ձ
ೖ
居孴

ೖ
屜
屹岤
Ձ
࣎
ؔ
孫Ձ
࣎
履
岣Ձ

࣎
岘岁
孬履
岬居
屷岦

屸岦
਼
࣊
孴
屾岅
˕
居岘
屹岉

居ʨ
季
ʩ
಼
岅۫

ର
ద
岄
਼
࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆࣎

ؔ
岉
居ච

屴
孫ྭ
孬孼
࣎
ʛ
孴孻

࣎
岈
岢屠
岅
孵孷
࣎
ؔ

岁
屮ى


屩屺
屯属
屆季

ʤ
孴ʥ
ݳ
ࡑ
岈
ཤ
༽
য়
ڱ
季

孴ु
屜
屹岤
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
ʩ
ೖ
季

孴ೖ
屜
屹岤
ʨ
季
ʩ
࣎
ؔ
ʤ
࢟
ʨ
季
季
ʩ
࣎
ୈ
ʛ
श
ʨ
季
季
ʩ
࣎
ୈ
ʥ
ˣ
孫ى

ྭ
孬实̗
宠࣎
ୈ
ʛ
实孴
孻宠
࣎
ୈ
季

ʤ
孵ʥ
س

屳
岥ೖ

਼
屇࣎
ؔ
屇࣎
ؔ
ଵ
季

孴ु
屜
屹岤
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
ʩ
ೖ
季

孴ೖ
屜
屹岤
ʨ
季
ʩ
࣎
ؔ
ʤ
࢟
ʨ
季
季
ʩ
࣎
ୈ
ʛ
श
ʨ
季
季
ʩ
࣎
ୈ
ʥ
ˣ
孫ى

ྭ
孬实̗
宠࣎
ୈ
ʛ
实孴
孻宠
࣎
ୈ
季

季 
孴孵
孰孶
季

孴孵
岁
展孵
ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆ཤ

༽
山岀
属
岄
属
ཀྵ
༟
岉
Ձ
岁
屳
履
屆ཀྵ

༟
岂山
岀屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
屦
岄
属
孫ࢢ
岃岜
岈
گ
ү
岞

ୣ
岅Ԣ

屲岥
屹岛
居


履


屦
म
࿓
山岀
属
岄
属
岄
岃岈
ཀྵ
༟
孬季

孵ɿ
ࢢ
岃岜
岈
ૈ


岞

ੲ
岈
ਕ
屦
岙
岀属
岥 季

孶ɿ
ۛ
ॶ
岈
ਕ
岞


岈
༓
ਕ
屇எ
ਕ
屦
岙
岀属
岥季

孷ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屦
居س


屳
岥گ

ү
屇ฯ
ү
岈
ࣆ
ۂ
岅ۯ

屧屦
岄
属
季

學ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屦
居ܨ

ࡃ
ద
岄
ཀྵ
༟
岁
ࣆ
ۂ
岬ཤ

༽
岁
屧岄

属
季

孹ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屦
居Ԉ

ௗ
屇
ؔ

岈
ཤ
༽
࣎
ؔ
ଵ
岈
ড়
݇
屦

岩
岄
属
季

孺ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屦
居ࣆ

ۂ
岈
࣯
岞

ॶ
岄
岃居

ಚ
岁
屧岥
ࣆ
ۂ
屦
岄
属
季

孻ɿ
ࢢ
岃岜
屦
岘屺
ঘ
屯属
屹岛
居实
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
宠ࡂ
屩岣
属
岅岄

屽屹
岣ཤ

༽
山岢
屠岂
ߡ
屢岀
属
岥季

孫ˤ
೧
ྺ
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆孵
ਕ
Ґ

岈
層
ࢢ
屯岭
屦
属
岥


居Ҳ

൬
༰
属
層
ࢢ
屯岭
岬

ৼ
岅層

屢屩
屺屯
属
屆孬
季

孼ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 
孴孶
季
屳
岓
岀岈
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆ݳ

ࡑ
居ཤ

༽
山岀
属
岥居
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
岅履

履
岩
岣屴
居層
ࢢ
屯岭
岈
ฑ
ೖ
岈
گ

ү
屇ฯ
ү
岈
ࣆ
ۂ
岂山
岀居
展ఈ
غ
ద
岅屖
ཤ
༽
山屹
属
岂ߡ

屢
岥ࣆ

ۂ
岬層

屢屩
屺
屯属
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅

˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆岄
層
居屭
岦
岣岈
ࣆ
ۂ
岈
ཤ
༽
岅岉

居Ҳ
ఈ
岈
ཤ
༽
ं
ෝ
୴
屦

ਫ਼
山岘
屳
屆季

ˠ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎岈


居

ଵ
फ

岅Ԣ

屲屹
ཤ
༽
ྋ
屦
અ
ఈ
屯岦
岀属
岘屳
屆岘
屹居
ఈ
ҽ
岈
ؖ
ܐ
岅岢
岤س


岈

ࣆ
ۂ
岬ཤ

༽
岁
屧岄
属


屦
屜
岤岘
屳
屆季

孴ɿ
༰
க
Ԅ
ʤ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎Ґ


ʥ
季

孵ɿ
༰
க
Ԅ
岈
༮
履
岤ฯ

ү
ʤ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎Ґ


ʥ
季

孶ɿ

Ն
ฯ
ү
ॶ
ʤ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎Ґ


ʥ
季

孷ɿ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎屧
岣屽
岂ʤ


࣎
ؔ
ฯ
ү
ʥ
季

學ɿ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎屧
岣屽
岂ʤ

ௗ
࣎
ؔ
ฯ
ү
ʥ
季

孹ɿ
ঘ
و
ໝ
岄
ฯ
ү
ࢬ
અ
季

孺ɿ
Պ
ఋ
ద
ฯ
ү
ʤ
ฯ
ү
峫峫
ʥ
季

孻ɿ
ࣆ
ۂ
ॶ
಼
ฯ
ү
ࢬ
અ
季

孼ɿ
ة
ۂ
क

ܗ
ฯ
ү
ࢬ
અ
季

孴孳
ɿ
屷岈
ଠ
岈

Ն

岈
ฯ
ү
ࢬ
અ
ʤ

ࣉ
ॶ

ʥ
季

孴孴
ɿ
ڋ



ܗ
ฯ
ү
ʤ
峦
峠屎
峄峐
峌屎

ʥ
季

孴孵
ɿ
峢岮
峬峷
屎屇
峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎季

孴孶
ɿ
屷岈
ଠ
季

ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 季 季
季

117



6 
 守ɿ

ஏ
Ү
岈
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
ࣆ
ۂ
岈
ཤ
༽
য়
ڱ
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
季 
孴孷
季
ࠅ
屦
ݗ
౾
山岀
属
岥展
屭岃
岜୯

岁
岜௪

Ԅ

ౕ
孫Հ
স
孬ˠ
屖屦

અ
屯岦
屹


居ु

岅Ձ
ೖ
屩岣
属
ཤ
༽
山屹
属

岂ࢧ
属
岘屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
̏
屾岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

岘屹
居展
̏
ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屖岬
મ

山屹


岉
居实
季
宠಼
岅۫

ର
ద
岄
ೖ
਼
居࣎

ؔ
਼
ٶ
岍
࣎
ؔ
ଵ
岬਼

࣊
岁

屮ى

屩屺
屯属
屆࣎

ؔ
岉
居ච

屴
孫ྭ
孬孼
࣎
ʛ
孴孻
࣎
岈
岢屠
岅
孵孷
࣎
ؔ

岁
屮ى


屩屺
屯属
屆岄
層
居ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽

岅屜
屹屽
岀岉

居Ҳ
ఈ
岈
ཤ
༽
ྋ
屦

ਫ਼
屳
岥


屦
屜
岤岘
屳
屆季

孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
季
季

˲
ु
ʨ
季
ʩ
ೖ
屇孴
ೖ
ʨ
季
ʩ
࣎
ؔ
季

ཤ
༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
实季
宠࣎
ୈ
履
岣实
季
宠࣎
ୈ
岘岁
季

孵ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季

季
ˠ
展屭
岃岜
୯
岁
岜௪

Ԅ

ౕ
孫Հ
স
孬屖
岂岉
居

ஊ
ฯ
ү
ॶ
岞
༰
க
Ԅ

岬ཤ

༽
山岀
属
岄
属
າ
म
ָ
Ԅ
ࣉ
ʤ
孳
ࡂ
孹
履
݆

履
岣
孵
ࡂ
岘岁
ʥ
岬居
݆
Ҳ
ఈ
࣎
ؔ
岘岁
岈
ཤ
༽
Ն


岈

岁
居म

࿓
གྷ
݇
岬

岩
屴
居ฯ

ү
ॶ

岁
ఈ
غ
ద
岅༮

履
岥屭
岂岁
居࣎

ؔ
ୱ
Ғ

岁
ौ
ೊ
岅ཤ

༽
岁
屧岥

屹岄

௪
Ԅ

ౕ
岁
屳
屆季

季 
孴學
季
層
ࢢ
屯岭
岉
居ݳ

ࡑ
居ஏ

Ү
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎展
層
岌
屯岘
屖孫

ࢢ
屦
ॄ
岘屽
岀գ

屮山
屹岤
居૮


岬山
屹岤
居

ๅ

ڛ
岬ण

屫屹
岤屳
岥

孬岬
ཤ
༽
山岀
属
岘屳
履
屆࣏

岈

履
岣居
ཤ
༽
屯岦
岀属
岥岜
岈
屳
岓
岀岅
ʕ
岬屾
屫岀
屩屺
屯

属
屆岘
屹居
層
層
岢屷
岈
ཤ
༽
յ
਼
孫ළ
ౕ
孬岬
实季
宠಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ࢢ
ү
岀ߪ

࠴
季

೧
ؔ
实季
季
季
宠յ
ఖ
ౕ
季

孵ɿ
層
岌
屯岘
岌
岧岊

季
孴履

݆
屜
屹岤
实季
季
季
宠յ
ఖ
ౕ
季

孶ɿ
岅屭
岅屭
૮

季

೧
ؔ
实季
季
季
宠յ
ఖ
ౕ
季

孷ɿ
ฯ
ү

๎
季

೧
ؔ
实季
季
季
宠յ
ఖ
ౕ
季

學ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
季
˲
季

孴學
孰孴
岒
季

季 ˕
ࢂ
ߡ
孽峘
峈
峀ௌ

ஏ
Ү
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎展
層
岌
屯岘
屖季

孫ঘ
ָ
ߏ

ָ

岈
層
ࢢ
屯岭
岂屷
岈
ฯ
ޤ
ं
屦
ཤ
༽
岁
屧岘
屳
孬季

ࣰ
ࢬ
ࣆ
ۂ

岈
໌
স
季


季
ॶ
季

ஏ
Ү
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎孫
ࢢ
ү
岀ߪ

࠴
孬季

峘峈
峀ௌ

༰
ࣉ
峈
崀峌
屎季

展屧
岣屽
岂屖
ࢬ
અ
಼
季

孫峘
峈
峀ௌ


࢞
ݡ
孴孺
孬季

ஏ
Ү
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎孫
層
岌
屯岘
岌
岧岊

孬季
季
季
季
季
季
季

ஏ
Ү
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎孫
岅屭
岅屭
૮

孬季
季
季
季
季
季
季
季

ஏ
Ү
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎孫
ฯ
ү

๎
孬季
季
季
季
季
季
季
季
季

季 
孴學
孰孴
季

孴學
岁
展學
ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆ཤ

༽
山岀
属
岄
属
ཀྵ
༟
岉
層岜
岅Ձ

岁
屳

履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孶屾
岘岁
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ࣙ

岈
ۛ
屩岅
岄
属
屹岛
季

孵ɿ
ࢢ
岃岜
屦
岘屺
༰
屩
҈
岄
屹岛
季

孶ɿ
岕
履
岈
ฯ
ޤ
ं
岂ި

ླྀ
屳
岥岈
屦

҈
岄
屹岛
季

孷ɿ
ཤ
༽
岈

๏
屦
岩
履
岣岄
属
屹岛
季

學ɿ

ॶ
屦
岃屭
岅屜
岥岈
履
岩
履
岣岄
属
屹岛

季

孹ɿ
ஏ
Ү
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎ࣙ

ର
岬எ

岣岄
属
屹岛
季

孺ɿ

ॶ
岉
எ
屽岀
属岥
屦

岥岈
屦
屹岛
岣岩
岦
岥屹
岛季

孻ɿ
屷岈
ଠ
季

ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季

7 
 
孴孹
季
ஏ
Ү
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎展
層
岌
屯岘
屖岅
屾属
岀居
ࠕ
岉
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
屦
居岁
屧岦

岊
ࠕ
ޛ
ཤ
༽
山屹
属
居屜
岥

属
岉
居ཤ

༽
ೖ
਼
岬ଁ

岞
山屹
属
岂ࢧ

属
岘屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴
屾岅
˕
岬屾
屫岀
居層
層
岢屷
岈
ཤ
༽
յ
਼
孫ළ

ౕ
孬岬
实季
宠಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
屦
居ࠕ

ޛ
ཤ
༽
山屹
属
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
孴履
݆
屜
屹岤
实季
季
季
宠յ
ఖ
ౕ
季

孵ɿ
屳
岁
岅ཤ

༽
山岀
属
岥屦
居ࠕ

ޛ
ཤ
༽
ೖ
਼
岬ଁ

岞
山屹
属
季
季
季
季
季
孴履
݆
屜
屹岤
实季
季
季
宠յ
ఖ
ౕ
季

孶ɿ

屹岅
ཤ
༽
山屹
岤居
ཤ
༽
ೖ
਼
岬ଁ

岞
山屹
属
岂岉
ࢧ
岩
岄
属
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季

季 
孴孺
季
Ծ
ى
岈
ࣆ
ۂ
岬எ

屽岀
属
屹岤
居屭
岦
岘岁
岅ཤ

༽
山屹
屭岂
岉
屜
岤岘
屳
履
屆岘
屹居
ࠕ
ޛ
居ཤ

༽
山屹
属
岂ࢧ

属
岘屳

履
屆ᶅ

ʛ
ᶋ
岈
ࣆ
ۂ
屮岂
岅居
宄寁
宆
岈
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屷岦

屸岦
孴屾
屴
屾岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

岘屹
居ᶅ

ʛ
ᶋ
岈
ࣆ
ۂ
岁
居ߨ


岅ଲ

山岀
॑
఼
ద
岄
ख
ૌ
岬غ

ଶ
屳
岥岜
岈
岅屾
属
岀居
宇
ཟ
岅̐

屾岘
岁
岅˕

岬
屾屫
岀屩
屺屯
属
屆季

ࣆ
ۂ
໌
স

季

屙宄
屚季

எ
屽岀
属
岥季

屙宅
屚季

屭岦
岘岁
岅ཤ

༽
山屹
屭岂
屦
屜
岥季

屙宆
屚季

ࠕ
ޛ
ཤ
༽
山屹
属
季

屙宇
屚季

॑
఼
ద
岄
季

ख
ૌ
岬غ

ଶ
季

岉
属
季

属
属
屢季

岉
属
季

属
属
屢季

岉
属
季

属
属
屢季

屙ى

ྭ
屚ߪ
࠴
屇૮

ࣆ
ۂ
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

̐
屾岘
岁
ʕ
季

ᶅ
 
岅屭
岅屭
૮

季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

季
ᶆ

 
ࢢ
ү
岀ߪ

࠴
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

季
ᶇ

 
層
岌
屯岘
岌
岧岊

季
̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

季
ᶈ

 
ड़

༣
岍
گ
࣪
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

季
ᶉ

 
ٵ
ೖ
ฯ
ү
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

季
ᶊ

 
Ҳ
࣎
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

季
ᶋ

 
峘峈
峀ࢢ

ү
岀
宐
宄宓
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

̏
季

̐
季

季
季 安ɿ

ౖ
༷
屇ٵ
ೖ
岞
ௗ
غ
ٵ
Ս

岈
展ఈ
غ
ద
屖岄
گ
ү
屇ฯ
ү
ࣆ
ۂ
岈
ཤ
༽
س

岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季


孴孻
季
層
ࢢ
屯岭
岅屾
属
岀居
ౖ
༷
ೖ
岂ೖ

༷
ೖ
屇ॗ
ೖ
岅居
ఈ
غ
ద
岅༰

ࣉ
峈
崀峌
屎岞
ฯ
ү
ॶ
岄
岃岈
ཤ
༽
س

岉
屜

岤岘
屳
履
孫Ҳ
࣎
ద
岄
ཤ
༽
岉
ঈ
屧岘
屳
孬屆
屜
岀岉
岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

岘屹
居س


屦
屜
岥


岉
居ཤ

༽
山屹
属
層
層
岢屷
岈
࣎
ؔ
ଵ
岬居
孫ྭ
孬孼
࣎
寁孴
孻
࣎
岈
岢屠
岅
孵孷
࣎
ؔ

岁
屮

ى

屩屺
屯属
屆岄
層
居ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽
岅岉

居Ҳ
ఈ
岈
ཤ
༽
ं
ෝ
୴
屦

ਫ਼
山岘
屳
屆季

ˠ
屭屭
岁
岉
居

ଔ
屇எ
ਕ
岅岢
岥༮

履
岤岉

岙
岘屵
岭
屆季

孫孴
孬ౖ
༷
ೖ
季

孴ɿ
岕
岖
ຘ
ु
ཤ
༽
山屹
属
季
季
季
季
季
˲
ཤ
༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
季

孵ɿ
݆
岅
孴寁
孵յ

岉
ཤ
༽
山屹
属
季
季
季
季
实季
季
宠࣎
ୈ
履
岣实
季
季
宠࣎
ୈ
岘岁
季

孶ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季
季
季
季
季
季
ˤ
孫ى

ྭ
孬实孼
宠࣎
ୈ
寁实
孴孻
宠࣎
ୈ
季
季
季
季
季
季
季
季

季 孫孵
孬ೖ
༷
ೖ
屇ॗ
ೖ
季

孴ɿ
岕
岖
ຘ
ु
ཤ
༽
山屹
属
季
季
季
季
季
˲
ཤ
༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
季

孵ɿ
݆
岅
孴寁
孵յ

岉
ཤ
༽
山屹
属
季
季
季
季
实季
季
宠࣎
ୈ
履
岣实
季
季
宠࣎
ୈ
岘岁
季

孶ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季
季
季
季
季
季
ˤ
孫ى

ྭ
孬实孼
宠࣎
ୈ
寁实
孴孻
宠࣎
ୈ
季
季
季
季
季
季
季
季

季

118



8 
 
孴孼
季
展༰
ࣉ
峈
崀峌
屎孫

࣎
ؔ
ฯ
ү
孬屖
岘屹
岉
展༰
க
Ԅ
屖岬
ཤ
༽
屯岦
岀属
岥๏

岅屠
履
屦
属
岘屳
屆層
ࢢ
屯岭
岅屾
属
岀居

Ո
ٵ
岙
屇
ٵ
岙
岄
岃ௗ

غ
岈
ٵ
Ս
غ
ؔ

岈
༰
க
Ԅ
岈
༮
履
岤ฯ

ү
岈
ཤ
༽
岬س


山岘
屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ

孴
屾
岅˕

岬屾
屫岀
居س


屦
屜
岥


岉
居ཤ

༽
山屹
属
層
層
岢屷
岈
ೖ
਼
岬实
季
宠಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆岄

層
居ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽
岅岉

居Ҳ
ఈ
岈
ཤ
༽
ं
ෝ
୴
屦

ਫ਼
山岘
屳
屆季

孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
季
季
季
季
˲
ཤ
༽
山屹
属
ೖ
਼
季
݆
孵學
ೖ

实季
季
宠ೖ
季

孵ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季

季 宊ɿ
බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࡏ
岈
ଲ
Ԣ
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆孫
ฑ
ೖ
岈
گ
ү
屇ฯ
ү
岬ཤ

༽
屳
岥๏

岈
岙
孬季

˲
ฑ
ೖ
岈
گ
ү
屇ฯ
ү
岬ཤ

༽
山岀
属
岄
属
๏
岉
居

孵孴
岅層

岙
屩屺
屯属
屆季

季 
孵孳
季
ฑ
ೖ
岈
ఈ
غ
ద
岄
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎岞
༰
க
Ԅ
居ฯ

ү
ॶ
岄
岃岬
ཤ
༽
山岀
属
岥ฯ

ޤ
ं
岈
๏
孫

孴孵
岁
展孴
屖岅
˕

岬屾
屫屹
๏
孬岅
屠履
屦
属
岘屳
屆季

屭岈
孴
೧
ؔ
岅居
層
ࢢ
屯岭
屦
බ
ـ
岞
岾岹
岁
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎岞
༰
க
Ԅ
居ฯ

ү
ॶ
岄
岃岈
ࣆ
ۂ
屦
ཤ
༽
岁
屧岄
履
屽

屹屭
岂岉
屜
岤岘
屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
屜
屽屹
季
˲
季

孵孳
孰孴
岒
季
季
季
季
季
季
季
季
季
孵ɿ
岄
履
屽屹
季
˲
季

孵孴
岒
季
季

季 
孵孳
孰孴
季

孵孳
岁
展孴
ɿ
屜
屽屹
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

層
ࢢ
屯岭
屦
බ
ـ
岞
岾岹
岁

ஊ
ཤ
༽
山岀
属
岥༰

ࣉ
峈
崀峌
屎岞
༰
க
Ԅ
居ฯ

ү
ॶ
岄
岃屦
ཤ
༽
岁
屧岄

履
屽屹



岅居
屭岈

孴
೧
ؔ
岅ߨ

屽屹
ଲ
ॴ
๏
๑
岂山
岀屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫居
屷岦

屸岦
岈
ೖ
਼
岜实
季
宠಼
岅

਼
࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆孫
ൔ
ೖ
ఖ
ౕ
岈
ଲ
Ԣ
岈


岜
孴ೖ

岂岸
岳崀
峕山
岀屩
屺屯
属
屆孬
季

孴೧
ؔ
岈
ଲ
ॴ
๏
๑
季

ೖ
਼
ʤ
೧
ؔ
ʥ
季

孴ɿ
ʤ
層
ࢢ
屯岭
履
岣岙

屹ؖ
ܐ
ʥ


屦
ٵ
岭
屺季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孵ɿ
ʤ
層
ࢢ
屯岭
履
岣岙

屹ؖ
ܐ
ʥ


屦
ٵ
岭
屺季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孶ɿ

ଔ
屇எ
ਕ
孫ಋ
ڋ
ं
岬

岚
孬岅
ࢢ
岃岜
岬岙

岀岜
岣屽
屹季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孷ɿ


岘屹
岉


岈
屠屻
म
࿓
山岀
属
岄
属
๏
屦
ࢢ
岃岜
岬岙

屹季
೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

學ɿ
බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹岛
岈
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
岬ཤ

༽
山屹
季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孹ɿ
峦
峠屎
峄峐
峌屎
岬ཤ

༽
山屹
季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孺ɿ
峢岮
峬峷
屎屇
峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎岬
ཤ
༽
山屹
季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孻ɿ

๏
岄
屩ࢢ
岃岜
屺屫
岁
ཻ
ग
൬
岬屯
屵
屹季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孼ɿ
屷岈
ଠ
孫季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
孬季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

季 
孵孳
孰孵
季

孵孳
孰孴
岁
展孴
屖岘
屹岉

展孵
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

展බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹岛

岈
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
岬ཤ

༽
山屹
属
屖岂
ࢧ
岩
岦
岘山
屹履

屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴

屾
岅
˕
岬屾
屫居
ೖ
਼
岅
屾属

岀孫
層
層
岢屷
孬岜
实季
宠಼
岅
਼
࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆岄
層
居බ

ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹

岛
岈
ฯ
ү
ࣆ
ۂ

岈
ཤ
༽
岅岉

居Ҳ
ఈ
岈
ཤ
༽
ྋ
屦
履
履
岤居
層
ࢢ
屯岭
岈
݊
߃
য়
ସ
岬

Ѵ
山岀
層
屩屹
岛
居ࣆ


岈
ౌ


屦
ච
གྷ
岂岄
岤岘
屳
屆季

孴ɿ
බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹岛
岈
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
岬ཤ

༽
山屹
属
季 ˲
೧
ʨ
季
季
ʩ
ೖ
季
˲
季

孵孳
孰孶
岒
季
季

孵ɿ
ཤ
༽
山屹
属
岂岉
ࢧ
岩
岄
属
˲

孵孳
孰孷
岒
季

季 季

9 
 
孵孳
孰孶
季

孵孳
孰孵
岁
展孴
ɿ
බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹岛
岈
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
岬ཤ

༽
山屹
属
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠

履
屦
属
岘屳
屆

ى
岈

ద
岁
ࢢ
岃岜
岬༮

屫岥


居Ծ

ى
岈
属
屴
岦
岈
ࣆ
ۂ
ܙ
ସ
屦

岘山
属
岂ࢧ

岩
岦
岘屳
履
屆

屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ঘ
ࣉ
Ռ

岈
ҫ
ྏ
ؽ
ؖ
岅ญ

અ
山屹
ࢬ
અ
岁
ࢢ
岃岜
岬ฯ

ү
屳
岥ࣆ

ۂ
季

孵ɿ
༰
க
Ԅ
屇ฯ
ү
ॶ

岅ญ

અ
山屹
ࢬ
અ
岁
ࢢ
岃岜
岬ฯ

ү
屳
岥ࣆ

ۂ
季

孶ɿ
ஏ
Ү
े


屦
ࢢ
ү
岀Պ

ఋ
岈
ࣙ

岄
岃岁
ฯ
ү
屳
岥ࣆ

ۂ
ʤ
ྭ
孽峢
岮峬
峷屎
屇峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎ʥ

季
孷ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 
孵孳
孰孷
季

孵孳
孰孵
岁
展孵
ɿ
ཤ
༽
山屹
属
岂岉
ࢧ
岩
岄
属
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆屷
屠ࢧ

岩
岦
岥ཀྵ

༟
岅屾
属

岀屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岬ଠ

ਕ
岅岙

岀岜
岣屠
岈
岉


҈
季

孵ɿ
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
岈
಼
༲
岅

҈
屦
屜
岥季

孶ɿ
ཤ
༽
ྋ
屦
履
履
岥屇
߶
属
季

孷ɿ

屦

ࣆ
岬ٵ

岭
岁
ଲ
Ԣ
岁屧
岥季

學ɿ
屷岈
ଠ
季

ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 宋ɿ

ఈ
غ
岈
گ
ү
屇ฯ
ү
ࣆ
ۂ
岞
ॕ
ഩ
岬

屠Ҳ
࣎
༮
履
岤

岈
ཤ
༽
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳
屆季


孵孴
季
層
ࢢ
屯岭
岅屾
属
岀居
ೖ

岈
ఈ
غ
ద
岄
ฯ
ү
岞
බ
ـ
岈
屹岛

Ґ

岅居
ฯ
ޤ
ं
岈
௪
Ӆ
居

ఈ
غ
岄

ࣆ
岄
岃

岬ཀྵ
༟
岅
居

ఈ
غ
岅ཤ

༽
山岀
属
岥ࣆ

ۂ
岉
屜
岤岘
屳
履
屆屜
岥


岉
居屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫
居孴

೧
ؔ
岈
ཤ
༽
ೖ
਼
孫層
層
岢屷
孬岜
实季
宠಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆季

ཤ
༽
山岀
属
岥ࣆ

ۂ
季

ೖ
਼
ʤ
೧
ؔ
ʥ
季

孴ɿ
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎展
層
岌
屯岘
屖岁
岈
Ҳ
࣎
༮
履
岤季

孫
ஊ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎

岈
ཤ
༽
屦
岄
属
๏
岈
Ҳ
࣎
ద
岅ࢢ

岃岜
岬ฯ

ү
屳
岥ࣆ

ۂ
孬季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孵ɿ
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎孫

࣎
ؔ
ฯ
ү
孬岞
༰
க
Ԅ
岈
Ҳ
࣎
༮
履
岤孫
Ҳ
࣎
ฯ
ү
孬季

孫峷
峢峹
峐峄
峲

岁
Ҳ
࣎
ద
岅ࢢ

岃岜
岬ฯ

ү
屳
岥ࣆ

ۂ
孬季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孶ɿ
峢岮
峬峷
屎屇
峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎季

孫ஏ
Ү
े

屦
ࢢ
岃岜
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
孬季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孷ɿ
峦
峠屎
峄峐
峌屎
孫ௌ

岈
ࣆ
ۂ
岬ཤ

༽
山屹
孬季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

學ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孹ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
季
˲
季

孵孴
孰孴
岒
季

季 
孵孴
孰孴
季

孵孴
岁
展孹
ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆ݳ

ࡑ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
ཀྵ
༟
岉
Ձ
岁
屳

履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ಝ
岅ཤ

༽
屳
岥ච

གྷ
屦
岄
属
季

孵ɿ
ཤ
༽
山屹
属
ࣆ
ۂ
屦
ஏ
Ү
岅岄

属
季

孶ɿ
ࣆ
ۂ
岈
࣯
岅

҈
屦
屜
岥季

孷ɿ
ࣆ
ۂ
岈
ཤ
ส

孫ཱི
ஏ
岞
ཤ
༽
Ն

࣎
ؔ
屇ೖ
਼

岄
岃孬
屦
岢屩
岄
属
季

學ɿ
ཤ
༽
ྋ
屦
履
履
岥屇
߶
属
季

孹ɿ
ཤ
༽
ྋ
屦
岩
履
岣岄
属
季

孺ɿ
ࣆ
ۂ
岬ཤ

༽
岁
屧岥
岈
履
岃屠
履
屦
岩
履
岣岄
属
季

孻ɿ
ࣆ
ۂ
岈
ཤ
༽
๏
๑
孫घ
କ
屧

孬屦
岩
履
岣岄
属
季

孼ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 季
季

119



10
 

 
孵孵
季
屮ࣙ

ਐ
岞
ഓ
۰
ं
岈
௪
Ӆ
居

ఈ
غ
岄

ࣆ
居峷
峢峹
峐峄
峲岄
岃岬
ཀྵ
༟
岅
居೧

ؔ
Ձ
ೖ
屩岣
属
ฯ
ү
ॶ
岄
岃岁

ࣰ
ࢬ
屯岦
岀属
岥展
Ҳ
࣎
༮
履
岤屖
岬ཤ

༽
屳
岥ච

གྷ
屦
屜
岥岂
ࢧ
属
岘屳
履
屆展
ཤ
༽
山屹
属
屖展
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
屖

岈
属
屴
岦
履
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

岘屹
居展
孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屖岬
મ
岭
屺


岉
居ཤ

༽
山屹
属

ద
岅屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫居
ච
གྷ
岄

ೖ
਼
岬਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
ʤ
ච
གྷ
岄
ೖ
਼
岈
೧
ؔ

ܯ
实季
宠ೖ
岂居

ద
พ
岈
಼
༃
岈
ೖ
਼
岬实
季
宠಼
岅
਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
ʥ
屆岄
層
居ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽
岅屜
屹屽
岀岉

居Ҳ
ఈ
岈
ཤ
༽
ྋ
屦
履
履
岤岘
屳
屆季

Ҳ
࣎
༮
履
岤岈
ཤ
༽
س

季

ච
གྷ
岄
ೖ
਼
季

孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
季

೧
ؔ

ܯ
实季
宠ೖ
季

季
孴ɿ
ץ
࠙

ࡉ
居ָ

ߏ
ߨ
ࣆ
居ࢢ

岃岜
岞
ฯ
ޤ
ं
岈
௪
Ӆ
季

季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孵ɿ

ఈ
غ
岄

ࣆ
季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孶ɿ
ഛ

居ࢢ

岃岜
岞
ฯ
ޤ
ं
岈
स
属
ࣆ
居峷
峢峹
峐峄
峲季


季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孷ɿ
屷岈
ଠ

ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

೧
ؔ
实季
季
季
宠ೖ
季

孵ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季

季 
孵孶
季
ץ
࠙

ࡉ
居ฯ

ޤ
ं
屇Պ
ଔ
岈
ү
ࣉ
ൾ
岦
岞
ү
ࣉ

҈
居බ

ـ
岄
岃岬
ཀྵ
༟
岅
居層
ࢢ
屯岭
岬展
ഩ
岘岤
屦
屫岁

屖
೧
ؔ
Ձ
ೖ
屩岣
属
Պ
ଔ
Ґ

岅岙

岀岜
岣屠
ච
གྷ
屦
屜
岥岂
ࢧ
属
岘屳
履
屆展
ཤ
༽
山屹
属
屖展
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
屖岈

属
屴
岦
履
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

岘屹
居展
孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屖岬
મ
岭
屺


岉
居ཤ

༽
山屹
属

ద
岅屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫居
ච
གྷ
岄

ഩ
਼
岬实
季
宠಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆季

季
季
季
岄
層
居ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽
岅屜
屹屽
岀岉
居Ҳ

ఈ
岈
ཤ
༽
ྋ
屦
履
履
岤岘
屳
屆季

ഩ
岘岤
屦
屫岈
༮
履
岤岈
ཤ
༽
س

季

ච
གྷ
岄
ഩ
਼
季

孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
季

季
孴ɿ
ץ
࠙

ࡉ
季

季实季
季
季
宠ഩ
季

孵ɿ
ฯ
ޤ
ं
岞
Պ
ଔ
岈
ү
ࣉ
ൾ
岦
屇
҈
季

季实季
季
季
宠ഩ
季

孶ɿ
ฯ
ޤ
ं
岞
Պ
ଔ
岈
බ
ـ
季

季实季
季
季
宠ഩ
季

孷ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

实季
季
季
宠ഩ
季

孵ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季

季 季
季

11
 

 完ɿ
孵孳
孵孷
೧
孷
݆
履
岣ঘ

ָ
ߏ
岅

ָ
屳
岥層
ࢢ
屯岭
屦
属
岣屽
山岝
岥๏

岅居
季

ঘ
ָ
ߏ

ָ
ޛ
岈
๎
՟
ޛ
岈
գ
屮山
๏
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
˲
孵孳
孵孷
೧
孷݆

履
岣ঘ

ָ
ߏ
岅

ָ
屳
岥層
ࢢ
屯岭
屦
属
岣屽
山岝
岣岄
属
๏
岉
居

孵孹
峥
季

季 
孵孷
季
ݳ
ࡑ
居層
࣍
屻岈
岱峮
屎峅
岁
層

屢屩
屺屯
属
屆孵
孳孵
孷
೧
孷
݆
履
岣ঘ

ָ
ߏ
岅

ָ
屳
岥層
ࢢ
屯岭
岬居
๎
՟
ޛ

孫ฑ
ೖ
岈
ঘ
ָ
ߏ
द
ۂ
श
྅
ޛ
孬岈
࣎
ؔ
岬岃
岈
岢屠
岄

ॶ
岁
գ
屮屯
屵
屹
属
岂ࢧ

属
岘屳
履
屆展
ఁ
ָ
೧
屖岂
展߶
ָ

೧
屖居
屷岦

屸岦
岈
غ
ؔ
岅屾
属
岀屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

岘屹
居ཤ

༽
岬س


屳
岥ೖ

਼
岬孫
ָ
ಒ
ฯ
ү
岈


岉
ཤ
༽
س

࣎
ؔ
岜孬
实季
宠಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆

࣎
ؔ
岉
ච
屴
孫ྭ
孬孴
孻࣎

岈
岢屠
岅
孵孷
࣎
ؔ

岁
屮ى


屩屺
屯属
屆季

ˠ
展ָ
ಒ
ฯ
ү
屖屇
屇屇
ฯ
ޤ
ं
屦
म
࿓

岅岢
岤

ؔ
Պ
ఋ
岅属

岄
属


岄
岃岅
居ࢩ

ԋ
ҽ
岈
ࢨ

岈
Ծ
居ࢢ

岃岜
岈
ਫ਼

岈

岬

ڛ
屳
岥岜
岈
岁
屳
屆ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽
岅屜
屹屽
岀岉
居Ҳ

ఈ
岈
ཤ
༽
ྋ
屦
履
履
岤岘
屳
屆季

๎
՟
ޛ
岈
ڋ

ॶ
季

孴ɿ
ఁ
ָ
೧
孫孴
ʛ
孶೧

ਫ਼
孬季

孵ɿ
߶
ָ
೧
孫孷
ʛ
孹೧

ਫ਼
孬季

孴ɿ
ࣙ

季

孴ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
季

孴ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

孵ɿ
ૈ



岞
༓
ਕ
屇எ
ਕ

季
孵ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

孵ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

孶ɿ
ָ
ಒ
ฯ
ү
孫峘
峈
峀屭
岃岜
ؙ
孬季季

孶ɿ
季

ฑ
ೖ
ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

ˢ
Ծ
ߏ
࣎
履
岣实
季
季季宠
࣎
岘岁
季
孶ɿ
季
ฑ
ೖ
ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

ˢ
Ծ
ߏ
࣎
履
岣实
季
季季宠
࣎
岘岁
季

孷ɿ
स
属
ࣆ
孫峡
岯峛
گ
࣪
居峂
峐岸
屎

岼島
峣居
ָ
स
ग़
岄
岃孬
季

孷ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

孷ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

學ɿ
๎
՟
ޛ
ࢢ
岃岜
گ
࣪
ˠ
孴季

學ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

學ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

孹ɿ
峢岮
峬峷
屎屇
峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎季

孹ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

孹ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

孺ɿ
屷岈
ଠ
孫ௌ

Ŧƅ
ŨŘ
居ޮ
Ԅ
岄
岃孬
季
孺ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

孺ɿ
季

ु
实季
季
宠ೖ
ఖ
ౕ
季

ˠ
孴展
๎
՟
ޛ
ࢢ
岃岜
گ
࣪
屖屇
屇屇
ु
孵
յ
ࣰ
ࢬ
山岀
属
岘屳
屆ஏ

Ү
岈
๏
ʓ
岈
ڢ
ྙ
岬ಚ

岀居
๎
՟
ޛ
岞
ु

岅
ௌ

峈
崀峌

屎岞
૱

ର
ү
ؙ

岁
ָ
स
屇峆
峪
屎峑
屇ช
Կ
ܵ
ढ़

ಊ
岄
岃岬
ର
ݩ
屳
岥ख

ૌ
岁
屳
屆ฯ

ޤ
ं
岈
म
࿓
岈
༙
ໃ
岅履

履
岩
岣屴
居屳
岓
岀岈
ঘ
ָ
ਫ਼
屦
ࢂ
Յ
岁
屧岘
屳
屆季

季

孵孷
孰孴
季

孵孷
岈
ఁ
ָ
೧
岘屹
岉
߶
ָ
೧
岁
展孶
ɿ
ָ
ಒ
ฯ
ү
孫峘
峈
峀ࢢ

岃岜
ؙ
孬屖岅
ʕ
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆

層
ࢢ
屯岭
岅
屾属

岀居
孫孴
孬ౖ
༷
ೖ
岂孫
孵孬
ೖ
༷
ೖ
屇ॗ
ೖ
岅居
ָ
ಒ
ฯ
ү
孫峘
峈
峀屭
岃岜
ؙ
孬岈
ཤ
༽
س

岉
屜
岤岘
屳
履
屆

س

屦
屜
岥


岉
居屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

岘屹
居ཤ

༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
岬居
孫ྭ
孬孼
࣎
寁孴
孻࣎

岈
岢屠
岅
孵孷
࣎
ؔ

岁
屮ى


屩屺
屯属
屆岄
層
居ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽

岅岉
居Ҳ

ఈ
岈
ཤ
༽
ं
ෝ
୴
屦

ਫ਼
山岘
屳
屆季

季 孫孴
孬ౖ
༷
ೖ
季

孴ɿ
ఁ
ָ
೧
孫孴
寁孶
೧
ਫ਼
孬岈
ؔ
岉
ཤ
༽
山屹
属
季
季
季
季
˲
ཤ
༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
季

孵ɿ
߶
ָ
೧
孫孷
寁孹
೧
ਫ਼
孬岅
岄
屽岀
岜ཤ

༽
山屹
属
季
季
季
季
实季
季
宠࣎
ୈ
履
岣实
季
季
宠࣎
ୈ
岘岁
季

孶ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ˤ
孫ى

ྭ
孬实孼
宠࣎
ୈ
寁实
孴孻
宠࣎
ୈ
季

季 孫孵
孬ೖ
༷
ೖ
屇ॗ
ೖ
季

孴ɿ
ఁ
ָ
೧
孫孴
寁孶
೧
ਫ਼
孬岈
ؔ
岉
ཤ
༽
山屹
属
季
季
季
季
˲
ཤ
༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
季

孵ɿ
߶
ָ
೧
孫孷
寁孹
೧
ਫ਼
孬岅
岄
屽岀
岜ཤ

༽
山屹
属
季
季
季
季
实季
季
宠࣎
ୈ
履
岣实
季
季
宠࣎
ୈ
岘岁
季

孶ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ˤ
孫ى

ྭ
孬实孼
宠࣎
ୈ
寁实
孴孻
宠࣎
ୈ
季

季

120



12
 

 
孵學
季
層
ࢢ
屯岭
岅屾
属
岀居
Ո
ٵ
岙
屇
ٵ
岙
屇ॡ
ٵ
岙
岄
岃ௗ

غ
岈
ٵ
Ս
غ
ؔ

居ָ

ಒ
ฯ
ү
孫峘
峈
峀屭
岃岜
ؙ
孬岈
ཤ

༽
س

岉
屜
岤岘
屳
履
屆س


屦
屜
岥


岉
居屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴
屾岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆岘
屹居
ཤ
༽
山屹
属
࣎

ؔ
ଵ
岬居
孫ྭ
孬孼
࣎
寁孴
孻
࣎
岈
岢屠
岅
孵孷
࣎
ؔ

岁
屮ى


屩屺
屯属
屆岄
層
居ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽
岅岉

居Ҳ
ఈ
岈
ཤ
༽
ं

ෝ
୴
屦

ਫ਼
山岘
屳
屆季

孴ɿ
ఁ
ָ
೧
孫孴
寁孶
೧
ਫ਼
孬岈
ؔ
岉
ཤ
༽
山屹
属
季
季
季
季
˲
ཤ
༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
季

孵ɿ
߶
ָ
೧
孫孷
寁孹
೧
ਫ਼
孬岅
岄
屽岀
岜ཤ

༽
山屹
属
季
季
季
季
实季
季
宠࣎
ୈ
履
岣实
季
季
宠࣎
ୈ
岘岁
季

孶ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ˤ
孫ى

ྭ
孬实孼
宠࣎
ୈ
寁实
孴孻
宠࣎
ୈ
季

季 
孵學
孰孴
季

孵學
岁
展孴
屖岘
屹岉

展孵
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆Ո

ٵ
岙
屇
ٵ
岙
屇ॡ
ٵ
岙
岄
岃ௗ

غ
岈
ٵ
Ս
غ

ؔ

岅層
屫
岥ָ

ಒ
ฯ
ү
孫峘
峈
峀屭
岃岜
ؙ
孬岈
ཤ
༽
س

岉
居ௗ

غ
岈
ٵ
Ս
غ
ؔ

岈
岙
岈
ཤ
༽
س

岄
岈
履
岃屠

履
居屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ௗ
غ
岈
ٵ
Ս
غ
ؔ

岈
岙
岈
ཤ
༽
س

季
孵ɿ
ௗ
غ
岈
ٵ
Ս
غ
ؔ

岂

ஊ
岈
ೖ
岜

岛
屹ཤ

༽
س

季

季 宍ɿ
屳
岓
岀岈
๏
岅ү

ࣉ
ٵ
ۂ
岞
৮

岈
ྈ
ཱི
ࢩ
ԋ

ౕ
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
ˠ

孵孹
ʛ

孵孹
孰孶
岉
居


屇

屷岦

屸岦
岅屾
属
岀層

屢屩
屺屯
属
屆岌
岂岤

岈
๏
岉
居屮
ࣙ
ਐ
岅ؖ

屳
岥અ


岈

岙
層

屢屩
屺屯
属
屆季

季 
孵孹
季
層
ࢢ
屯岭
屦
ਫ਼
岘岦

屹岂
屧居
ү
ࣉ
ٵ
ۂ
岬ख

ಚ
山岘
山屹
履
屆屜
岀岉
岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ


孫孴
屾岅
˕
孬季

孵ɿ


孫孴
屾岅
˕
孬季

孴ɿ
ख
ಚ
山屹
孫ख
ಚ

岬

岚
孬季
˲
季

孵孹
孰孵
岒
季

孵ɿ
ख
ಚ
山岀
属
岄
属
季
˲
季

孵孹
孰孴
岒
季

孶ɿ
ಉ
属
岀属
岄
履
屽屹
季
˲
季

孵孺
岒
季

孴ɿ
ख
ಚ
山屹
孫ख
ಚ

岬

岚
孬季
˲
季

孵孹
孰孵
岒
季

孵ɿ
ख
ಚ
山岀
属
岄
属
季
˲
季

孵孹
孰孴
岒
季

孶ɿ
ಉ
属
岀属
岄
履
屽屹
季
˲
季

孵孺
岒
季

季 
孵孹
孰孴
季

孵孹
岁
展孵
ɿ
ख
ಚ
山岀
属
岄
属
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

ү
ࣉ
ٵ
ۂ
岬ख

ಚ
山岀
属
岄
属
ཀྵ
༟
岉
Ձ
岁
屳
履
屆࣏

岈

履
岣屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季



季


季

ཀྵ
季
季
季
༟
季

孴ɿ
季

孴ɿ
季
৮

岅ү

ࣉ
ٵ
ۂ
岬ख

岤岅
屩属
ฉ
ҕ
ـ
屦
屜
屽屹
季

孵ɿ
季

孵ɿ
季

ࣆ
屦

山履
屽屹
季

孶ɿ
季

孶ɿ
季
孫ࢊ
ٵ
ޛ
岅孬

ࣆ
岅

屩
ؾ
山屹
履
屽屹
季

孷ɿ
季

孷ɿ
季
孫ү
ࣉ
ٵ
ۂ
ޛ
岅孬

ࣆ
岅

岥岈
屦
ೋ
山屷
屠屺
屽屹
季

學ɿ
季

學ɿ
季
ত
ڇ
屇ত
֪
岄
岃屦
ங
岦
屷屠
屺屽
屹季

孹ɿ
季

孹ɿ
季
फ

屦
ݰ
岤居
ܨ
ࡃ
ద
岅ۦ

山屩
岄
岤屷
屠屺
屽屹
季

孺ɿ
季

孺ɿ
季
孫ࢊ
ٵ
श
྅
岂ಋ

࣎
岅孬
ฯ
ү
ॶ
岄
岃岅
༮
屫岥
屭岂
屦
岁
屧屹
季

孻ɿ
季

孻ɿ
季
ഓ
۰
ं
屦
ү
ࣉ
ٵ
ۂ
岬ख

ಚ
山屹
季

孼ɿ
季

孼ɿ
季
ഓ
۰
ं
屦ໃ

৮
居ૈ



岈

ଔ
岅岙
岀岜
岣屢
岥岄
岃居

ౕ
岬ཤ

༽
屳岥
ච
གྷ
屦岄
履屽
屹季

孴孳
ɿ
季
孴孳
ɿ
季
ࢢ
ү
岀岞
Պ
ࣆ
岅

೨
屳
岥屹
岛
ࣙ

岈
қ
ࢧ
岁
ୂ
৮
山屹
季

孴孴
ɿ
季
孴孴
ɿ
季
৮

岅ү

ࣉ
ٵ
ۂ
岈

ౕ
屦
岄
履
屽屹
孫म
ۂ
و
ଉ
岅ఈ

岛
屦
岄
履
屽屹
孬季

孴孵
ɿ
季
孴孵
ɿ
季
༙
غ
ޑ
༽
岈
屹岛
ү
ࣉ
ٵ
ۂ
岈
ख
ಚ
གྷ
݇
岬ຮ

屹屯
岄
履
屽屹
季

孴孶
ɿ
季
孴孶
ɿ
季
ү
ࣉ
ٵ
ۂ
岬ख

ಚ
岁
屧岥
屭岂
岬எ

岣岄
履
屽屹
季

孴孷
ɿ
季
孴孷
ɿ
季
ࢊ

ࢊ
ޛ
岈
ٵ
Ս
孫ࢊ

孹ु

ؔ
居ࢊ

ޛ
孻ु

ؔ
孬岬
ख
ಚ
岁
屧岥
屭岂
岬எ

岣屴
居ୂ

৮
山屹
季

孴學
ɿ
季
孴學
ɿ
季
ࣙ
Ө
ۂ
屇
ۂ

岅म

࿓
山岀
属
岥屹
岛
季

孴孹
ɿ
季
孴孹
ɿ
季
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季
13

 
 
孵孹
孰孵
季

孵孹
岁
展孴
ɿ
ख
ಚ
山屹
孫ख
ಚ

岬

岚
孬屖
岅˕

岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

ү
ࣉ
ٵ
ۂ
ख
ಚ
ޛ
居৮


岅

ؾ
山岘
山屹
履
屆࣏

岈

履
岣屜
岀岉
岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季



季


季

ү
ࣉ
ٵ
ۂ
ख
ಚ
ޛ
岈
য়
ڱ
季

孴ɿ
季

孴ɿ
季
ү
ࣉ
ٵ
ۂ
ख
ಚ
ޛ
居৮


岅

ؾ
山屹
季
˲
季

孵孹
孰孶
岒
季

孵ɿ
季

孵ɿ
季
ݳ
ࡑ
岜ү

ࣉ
ٵ
ۂ

岁
屜
岥季

˲
季

孵孺
岒
季

孶ɿ
季

孶ɿ
季
ү
ࣉ
ٵ
ۂ

岅ୂ

৮
山屹
季
˲
季

孵孺
岒
季

季 
孵孹
孰孶
季

孵孹
孰孵
岁
展孴
ɿ
ү
ࣉ
ٵ
ۂ
ख
ಚ
ޛ
居৮


岅

ؾ
山屹
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

ү
ࣉ
ٵ
ۂ
履
岣৮


岅

ؾ
山屹
岈
岉
居೧

ౕ
࢟
岛
孫孷
݆
孬岈
ฯ
ү
ॶ

ॶ
岅

岩
屵
屹峌
岱峬
崀岽
岁
山屹
履
屆屜

岥属
岉
層
ࢢ
屯岭
屦
孴ࡂ

岅岄
岥峌
岱峬
崀岽
岁
山屹
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

ˠ
೧
ౕ
࢟
岛
岁
岈
༰
ࣉ
峈
崀峌
屎

ॶ
岬س


山岀
居孴
݆
寁孵
݆
ࠔ

ؾ
山岀
Ҳ
࣎
ద
岅

Ն

ฯ
ү
ॶ
岄
岃岅


ॶ
山屹


岄
岃岜
展孴
屖岅
屜
岀岉

岘岤
岘屳
屆岘
屹居
೧
ౕ
࢟
岛
岁
岈

ॶ
岬س


山岀

ؾ
山屹
屦
居ࣰ

ࡏ
岅岉

༰
ࣉ
峈
崀峌
屎岅

ॶ
岁
屧岄

履
屽屹
岂属
屠


岜展
孴屖
岬મ


山岀
屩屺
屯属
屆季



季


季

ү
ࣉ
ٵ
ۂ
ޛ
岅৮



ؾ
山屹
࣎
غ
岅屾
属
岀孫
س

岈
য়
ڱ

岚
孬季

孴ɿ
季

孴ɿ
季
೧
ౕ
࢟
岛
岈

ॶ
岅

岩
屵
屹峌
岱峬
崀岽
屺屽
屹季

孵ɿ
季

孵ɿ
季
ࢢ
岃岜
屦
孴ࡂ

岅岄
岥峌
岱峬
崀岽
屺屽
屹季

孶ɿ
季

孶ɿ
季
孴岂

孵岈
મ

ࢸ
Ґ

屺屽
屹季

季 宎ɿ
屮Պ

ఋ
岁岈

ࢢ
ү
岀岂
ࢢ
ү
岀

ڧ
居ࢢ

ү
岀ࢩ

ԋ
સ
ൢ
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
ˠ
Ґ
߳
岈
અ

岉
居屳
岓
岀岈
๏
岅層
屠履
屦
属
山岘
屳
屆季


孵孺
季
屜
岄
屹岈
層
े
岘属
岈
ஏ
ۢ
岉
居ࢢ

ү
岀岈
山岞
屳
属

ڧ
屺岂
״
屲岘
屳
履
屆屷
岈
״
屲๏

岅居
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴

屾岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

ࢢ
ү
岀山
岞
屳
属
季

岂岉
״
屲岄
属
季

季 ̏
季

季 季 季 ̐
季

季 季 季 ̑
季

季 季 季 ̒
季

岂岀
岜ࢢ

ү
岀季

山岞
屳
属
岂״

屲岥
季

季 ̓
季

季 
孵孺
孰孴
季

孵孺
岁
展孴
屖岘
屹岉

展孵
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

層
ࢢ
屯岭
岂岈

ड़
岈
ࡏ
居ࠖ

岥屭
岂岞
ࠖ
屽屹
屭岂
岉
Ձ
岁
屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孶屾
岘岁
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ิ
ಕ
屦
岄
属
௪
岤屦
ଡ
屩居
ި
௪
҈
સ
岅ৼ

ഓ
屦
屜
岥屭
岂季

孵ɿ
ิ
ಕ
岈
ஊ
ࠫ
岄
岃屦
峦
峠屎
岸屎
岞
ࣙ

ऄ
岈
௪
ߨ
岈

屬
岅岄

屽岀
属
岥屭
岂季

孶ɿ
ޮ
ڠ
ި
௪
ؽ
ؖ
岞
ݒ

屦
峦
峠屎
岸屎
岁
岈
Ң
ಊ
岅ഓ

ྂ
屯岦
岀属
岄
属
屭岂
季

孷ɿ
峕岱
峹屦
岷峭
峑

屢岞

ࢢ
岁
岈
ཤ
༽
岅ഓ

ྂ
屯岦
岀属
岄
属
屭岂
季

學ɿ
द

屳
岥

ॶ
岞
ච
གྷ
岄
અ
ඍ
屦
ঙ
岄
属
屭岂
季

孹ɿ
ঘ
屯岄
ࢢ
岃岜
岂岈
ৱ
ࣆ
岅ഓ

ྂ
屯岦
屹

ॶ
屦
岄
属
屭岂
季

孺ɿ
ഛ

岞
༽
ࣆ
岈

ؔ
岈
ـ



岅居
ࢢ
岃岜
岬༣

岊
屵
岥

ॶ
屦
岄
属
屭岂
季

孻ɿ
߁
属
ิ
ಕ
屦
ঙ
岄
属
岄
岃居
岘屻
岄
岙
岅岠

岂岤
屦
岄
属
屭岂
季

孼ɿ
ݡ
௪
山岈
屧履
岄
属
岂屭
岧屦
ଡ
屩居
ࢢ
岃岜
屦
൞
ࡓ
岈
අ
֒
岅屜
岩
岄
属
履
ৼ
ഓ
岄
屭岂
季

孴孳
ɿ
ब
ҕ
岈
ਕ
屦
ࢢ
岃岜
࿊
岦
岬໐


屷屠
岅岙

岥屭
岂季

孴孴
ɿ
՛

岞
ࢢ
岃岜
岅घ

岬岂
岣岦
岀ࠖ

屽岀
属
岥岂
屧岅
घ
岬ୁ

山岀
屩岦
岥ਕ

屦
ঙ
岄
属
屭岂
季

孴孵
ɿ
ಝ
岅ࠖ

岥屭
岂屇
ࠖ
屽屹
屭岂
岉
岄
属
季

孴孶
ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

121



14
 

季 
孵孻
季
࠹
ޛ
岅居
ࢢ
ү
岀岅
ؖ
山岀
岈

҈
岞
ೲ
岙
居ࢢ

ү
岀屳
岥屠
屢岁
ۛ
ॶ
岞
ஏ
Ү
岅

岚
屭岂
居ຌ

ௌ
岈
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
岅ؖ

屳
岥གྷ


岄
岃居
ຌ
ௌ
岈
ࢢ
ү
岀岈

ڧ
岞
ࢩ
ԋ
岅ؖ

山岀
屮қ

ݡ

屮屰
属
岘山
屹岣
居屮
ࣙ
༟
岅屮
ى

屩

屺屯
属
屆季

季

季
岯崀
岾屎
峕岉
Ґ

岁
屳
屆屮
ڢ
ྙ
屜
岤屦
岂屠
屮屰
属
岘山
屹屆
季

յ

غ
ݸ
孽̐
݆
̗
ೖ
孫ۜ
孬岘
岁
季

122



ࢢ
ү
岀岈


ڧ
岅ؖ

屳
岥岯
崀岾
屎峕

ࠬ
岅屾

属
岀季

ʛ
展峘
峈
峀ௌ

ࢢ
岃岜
屇ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
ࣆ
ۂ
ܯ
ժ
屖ࡨ
ఈ
岈
屹岛

岈
峘屎
峇

ࠬ
岒
岈
屮ڢ

ྙ
岈
層
ب
属
ʛ
季

ঘ
ָ
ਫ਼
ࣉ
ಒ
岈
属
岥

ଵ
季

և
屯岘
岅岉

居ೖ
ࠔ
岢岤
ௌ

岅屮
ཀྵ
մ
岂屮
ڢ
ྙ
岬ࣂ

岤居

岅屜
岤屦
岂屠
屮屰
属
岘屳
屆季

季 屯岀
居ຌ

ௌ
岁
岉
展ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
屖岈
屹
岛
岈
屯岘
屰岘
岄
ࢬ
ࡨ
岬ࣰ

ࢬ
山岀
層
岤岘
屳
屦
居ྫ


̔
೧
ౕ
岅

山属
ࢢ
ү
岀

岅ؖ
屳
岥ܯ

ժ
ʤ

̏
ʥ
岬ࡨ

ఈ
屳
岥屭
岂岂
岄
岤岘
山屹
屆屷
屭岁
居ࢢ

ү
岀

岈
ௌ

岈
և
༹
岈
屮қ

ݡ
岬岁
屧岥
屺屫
ൕ
ӫ

屳
岥屹
岛
居ࠕ

յ
居展
म
ָ

岈
層
ࢢ
༹
岈
属
岥

ଵ
屖岂
展ঘ
ָ
ਫ਼
岈
層
ࢢ
༹
岈
属
岥

ଵ
屖岈
և
༹
岬ଲ

ে
岅岯
崀岾
屎峕


ࠬ
岬ࣰ

ࢬ
山岘
屳
屆季

屭岈
岯崀
岾屎
峕

ࠬ
岁
岉
居峘
峈
峀ௌ

岈
層
ࢢ
屯岭
ୣ
屦
居岃
岈
屪岣
属
岈
ฯ
ү
峘屎
峇屦

屜
岥履
岄
岃岅
屾属

岀
Ѵ
屳
岥屭
岂

岬
ద
岂山
岀属
岘屳
屆属
屹屺
属
屹

ๅ
岬岜
岂岅
居峘
屎峇
ྖ
岈
ਬ
ܯ

岬ߨ

属
居ௌ

岈
ࢢ
ү
岀

ڧ
岅屾
属
岀ܯ

ժ
屇
ඍ

山岀
属
屧屹
属
岂ߡ

屢岀
属
岘屳
屆季

岄
層
居屮
յ

属
屹屺
属
屹
಼
༲
岉
居յ


ं
ݺ
ਕ
屦
ಝ
ఈ
屯岦
屹岤
居ݺ

ʓ
岈
յ

屦
岕
履
岅
岜岦

屹
岤居
岕
履
岈

ద

岅ཤ
༽
屯岦
岥屭
岂岉
Ҳ

屜
岤岘
屵
岭
屆և

屯岘
岈
ི

岄
屮қ

ݡ
岬層
ซ
履
屵
屩屺
屯属
屆季

屮ଡ


岈
岂屭
岧

岅ڬ
क़
岁
岉
屮屰
属
岘屳
屦
居

ࠬ
岈
ट
ࢭ
岬屮
ཀྵ
մ
属
屹屺
屧居
屮ڢ

ྙ
屩屺
屯属
岘屳
岢屠
岢岧
山屩

層
ب
属
属
屹山
岘屳
屆季

ྫ

孹೧

孴݆
季

季
季

季
季

季
季

季峘
峈
峀ௌ

ௗ
季
ฤ
ࢃ
季
݊

季

ʤ

̏
ʥ
ྫ

孺ʛ
孴孴
೧
ౕ
岈
屗

孶
غ
峘峈
峀ௌ

ࢢ
岃岜
屇ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
ࣆ
ۂ
ܯ
ժ
屘季

屙屮
ى

岅屜
屹屽
岀岈
層
ب
属
屚季

̏
孱屭
岈

ࠬ
岉
ໃ
ى
໌
岁
屳
屆孫
岯崀
岾屎
峕岅
層
໌

岬ॽ

属
岀属
屹屺
屩ච
གྷ
岉
屜
岤岘
屵
岭
屆孬
季

̐
孱ຌ
岯崀
岾屎
峕岉
居म

ָ

岈
層
ࢢ
屯岭
ٶ
岍
ঘ
ָ
ਫ਼
岈
層
ࢢ
屯岭
屦
属
岣屽
山岝
岥居
展層
ࢢ
屯岭
岈
ฯ
ޤ
ं
岈
๏
屖屦
層


屢屩
屺屯
属
屆季

孶ɿ
岯崀
岾屎
峕岒
岈
յ

岉
居宔
宕
峀屎
峖岘
屹岉

官宕
宏履
岣岯
岼峈
峆属
屹屺
屧居
完宇
岬屮

ྙ
属
屹屺
属
岀履
岣屮
յ

屩

屺屯
属
屆季

季
ˠ
完宇
岉
॑

յ

岬ඈ

屫岥
屹岛

岈
岜岈
岁
居յ


ं
岬ಝ

ఈ
屳
岥岜
岈
岁
岉
屜
岤岘
屵
岭
屆季

宔宕
峀屎
峖季

季

官宕
宏季
宫宷
宷害
家孽孲
孲宩宲
宵宰
家孱宪
宯宨孲
宭宬宛
宕孶
宇宆
宔宐

宍宻
宝孴
宔宑
宵孻
季

完宇
季

˖
˖
˖
˖
˖
˖
季

̒
孱岯
崀岾
屎峕
岒
岈
յ

岉
居મ


ࢸ
岅ݲ

岬屾
屫岀
層
મ
岍
属
屹屺
屩


岂居
਼
࣊
岄
岃岬
屮ى


属
屹
屺屩


屦
屜

岤岘
屳
屆岘
屹居
展屷
岈
ଠ
屖岈


岉
实季
宠಼
岅۫

ର
ద
岄
಼
༲
岬屮
ى

屩屺
屯属
屆季

̓
孱਼
࣊
岁
࣎
ؔ
岬ى


屳
岥


岉
居孵
孷࣎

ؔ

孫ྭ
孽ޗ
ޛ
孹࣎

ˢ
孴孻
࣎
孬岁
屮ى


屩屺
屯属
屆季

̔
孱અ

岅岢
屽岀
岉
յ

山岀
属
屹
屺
屩๏

屦
ݸ
岣岦

岥

屦
屜
岤岘
屳
岈
岁
居展
屭岂
岩
岤ॽ

屧屖
岞
展
һ
屖岅
ॊ
屽岀
屮

յ

屩屺
屯属
屆ಝ

岅展
屭岂
岩
岤ॽ

屧屖
岄
岃屦
岄
属


岉
࣏
岈
અ

岅層

岙
屩屺
屯属
屆季

̕
ɿ
յ

岉
յ

غ
ݸ
岘岁
岅層
ب
属
山岘
屳
屆季

季
յ

غ
ݸ
孽季
̐
݆
̗
ೖ
孫ۜ
孬岘
岁
季

˗
ຌ

ࠬ
岒
岈
࣯

岘屹
岉


岄
఼
屦
屜
岤岘
山屹
岣居
Ծ
ى
岘岁
層

属

岩
屵
屩屺
屯属
屆季

峘峈
峀ௌ

گ
ү
җ
ҽ
ճ
季
屭岃
岜າ

པ
՟
屭岃
岜າ

པ
ܐ
季

ు

孽季孳
孴孶
孹孰
孷孷
孰孵
孴孳
孴季
孫େ
න
孬季

季

1 

屙層
岜岄

ฯ
ү
ࣆ
ۂ

岈
಼
༲
屚季

յ

屳
岥岂
屧岅
ࢂ
ߡ
岅山
岀屩
屺屯
属
屆屹
屺山
居ௌ

岁
ࣰ
ࢬ
山岀
属
岄
属
ࣆ
ۂ
岜

岙
岘屳
屆季

ࣆ
ۂ
໌
季

ࣆ
ۂ
಼
༲
季

༰
க
Ԅ
ˠ
季

孫௪

岈
௪
Ԅ
࣎
ؔ
孬季

༰
க
Ԅ
岈
௪

岈
௪
Ԅ
࣎
ؔ
岁
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

༰
க
Ԅ
岈
༮
履
岤ฯ

ү
ˠ
季

༰
க
Ԅ
岁
居௪


岈
௪
Ԅ
࣎
ؔ
岬Ԉ

ௗ
山岀
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季


Ն
ฯ
ү
ॶ
ˠ
季

ಕ
岈

Ն
岬ण

屫屹
ฯ
ү
ॶ
岁
居層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岈
屭岂
岁
屳
屆季


ఈ
屭岃
岜Ԅ

ˠ
季

ಋ
屲ࢬ

અ
಼
岅
༰
க
Ԅ
෨
岂ฯ

ү
ॶ
෨
岬屜

岩
屵
࣍
屾
ࢬ
અ
岁
居ฯ

ޤ
ं
岈
য়
ڱ
岅
岢岤

༰
க
Ԅ
෨
岘屹
岉
ฯ
ү
ॶ
෨
岁
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

ฯ
ү
峫峫
季

孫Պ
ఋ
ద
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
孬季


ఈ
山屹
ฯ
ү
峫峫
屦
ࣙ


岁
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岈
屭岂
岁
屳
屆季

ঘ
و
ໝ
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
季

ࣙ
࣑
ର
岈

Ն
岬ण

屫
屹ࣆ

ۂ
岁
居म

ָ

岈
層
ࢢ
屯岭
岬
孹寁
孴孼
ਕ
岈
ఈ
ҽ
岁
༮
履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

ࣆ
ۂ
ॶ
಼
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
季

ࣆ
ۂ
ॶ
孫ة
ۂ
孬屦
ॊ
ۂ
ҽ
岈
層
ࢢ
屯岭
岂居
Ҳ
෨
居ஏ

Ү
े

岈
層
ࢢ
屯岭
岬ฯ

ү
屳
岥居

ࣙ
࣑
ର
岈

Ն
岬ण

屫
屹ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

ة
ۂ
क

ܗ
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
季

ࣆ
ۂ
ॶ
孫ة
ۂ
孬屦
ଡ
༹
岄
म
࿓
ܙ
ସ
岅ଲ

Ԣ
屳
岥屹
岛
岈
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
岁
居ॊ

ۂ
ҽ
Ґ

岅

ஏ
Ү
岈
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥屭
岂屦
岁
屧岥
ฯ
ү
ࢬ
અ
岁
屳
屆季


Ն

ฯ
ү
ࢬ
અ
季


Ն
ฯ
ү
ॶ
Ґ

岈
居層
ࢢ
屯岭
岬ฯ

ү
屳
岥ࢬ

અ
岁
屳
屆季

峦
峠屎
峄
峐峌
屎季

ฯ
ү
ं
屦
層
ࢢ
屯岭
岈
ࣙ

岅


山岀
居層
ࢢ
屯岭
岈


岬屳
岥ࣆ

ۂ
岈
屭岂
岁
屳
屆季

峢岮
峬峷
屎屇
季

峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎ˠ

季

展ࢢ
ү
岀岈
ࢩ
ԋ
岬ण

屫屹
属
ਕ
孫ғ
བ
ճ
ҽ
孬屖
岂展
ࢢ
ү
岀岬
ࢩ
ԋ
岁
屧岥
ਕ
孫
ڛ
ճ
ҽ
孬屖

屦
ճ
ҽ
ౌ

岬山
居༽

ࣆ
屦
屜
岥岂
屧岄

岃岅
ғ
བ
ճ
ҽ
屦
峢岮
峬峷
屎屇
峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎岅
࿊

ཙ
山居
峈
崀峌
屎屦
ڰ
ో
山ༀ

岂岄
岤居

ڛ
ճ
ҽ
屦
Ҳ
࣎
ద
岅層

ࢢ
屯岭
岈


岬༙

ྋ
岁
ԋ

ঁ
屳
岥ճ

ҽ
ૌ
৭
岁
屳
屆孫
層
岜岄

ଲ
ে
೧
ྺ
孳
ࡂ
寁ঘ

ָ
ਫ਼
岘岁
孬季

Ԉ
ௗ
ฯ
ү
季

ฯ
ү
ॶ
岞

ఈ
屭岃
岜
Ԅ

岁
居ฯ

ޤ
ं
岈
๏
岈
म
࿓
࣎
ؔ
ଁ
Յ

岒
岈
ଲ
Ԣ
岂山
岀居

௪

岈
ฯ
ү
࣎
ؔ
岬Ԉ

ௗ
山岀
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

Ҳ
࣎
༮
履
岤ฯ

ү
ˠ
季

孫Ҳ
࣎
ฯ
ү
孬季

ฯ
ү
ॶ

岬ཤ

༽
山岀
属
岄
属
ฯ
ޤ
ं
岈
๏
屦
म
࿓
居࣮

බ
岞
ץ
࠙

ࡉ
岄
岃岈
ཀྵ
༟
岈

屹岛
居Պ

ఋ
岁
岈
ฯ
ү
屦
岁
屧岄

属


岅居
層
ࢢ
屯岭
岬Ҳ

࣎
ద
岅༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

බ
ࣉ
ฯ
ү
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
季

層
ࢢ
屯岭
屦
බ
ـ
岅履

履
屽岀
属
屹岤
居බ

ـ
岈
յ

غ
岅屜

屽屹
岤山
岀居
௪

岈
ॄ

ฯ
ү

孫༰
க
Ԅ
岞
ฯ
ү
ॶ
岄
岃岒
岈
௪
Ԅ
孫ॶ
孬孬屦
ೋ
山属


岅
居Ҳ

࣎
ద
岅
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥

ࣆ
ۂ
岁
屳
屆季

ٵ
ೖ
ฯ
ү
ˠ
季

ฯ
ޤ
ं
岈
๏
屦
म
࿓

岅岢
岤居
ٵ
ೖ
岅
Պ
ఋ
岁
ฯ
ү
岁
屧岄

属
層
ࢢ
屯岭
岬༮

履
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

ָ
ಒ
ฯ
ү
ˠ
季

孫峘
峈
峀屭
岃岜
ؙ
孬季

म
࿓

岅岢
岤ฯ

ޤ
ं
岈
๏
屦
居

ؔ
Պ
ఋ
岅属

岄
属
ঘ
ָ
ਫ਼
岈
層
ࢢ
屯岭
岬ଲ

ে
岅居
ਫ਼


岈

岬

ڛ
屳
岥ࣆ

ۂ
岁
屳
屆季

๎
՟
ޛ
ࢢ
岃岜
گ
࣪
ˠ
季

屳
岓
岀
岈
ࢢ
岃岜
岬
ଲ
ে
岂山
岀
居҈

ৼ
屇҈

સ
岄
ࢢ
岃岜
岈
ڋ

ॶ
岬

ڛ
山居
ஏ
Ү
岈

๏
ʓ
岈
ࢂ
ժ
岬ಚ

岀居
ࢢ
岃岜
屹
屻岂
岂岜
岅
ห
ک
岞
峆峪

屎峑
屇ช
Կ
ܵ
ढ़

ಊ
居ஏ

Ү
े


岂岈
ި
ླྀ

ಊ

岈
ख
ૌ
岬屳
岥岜
岈
岁
屳
屆季

ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
峈
崀峌
屎ˠ

季

ࢢ
屦
ـ
ܲ
岅
ॄ
岘岥
屭岂
岈
岁
屧岥

岁
居ࢢ

ү
岀

岈
ฯ
ޤ
ं
岈
ި
ླྀ
岞
ࢢ
ү
岀屇
ฯ

ү
岈
எ
ࣟ
岞
ܨ
ݩ
屦
屜
岥


岈
৮
ҽ
岅岢
岥ү

ࣉ
૮


岬ߨ

屽岀
属
岘屳
屆季

ˠ
宀ௌ

岁
ࣰ
ࢬ
山岀
属
岥ฯ

ү
ࣆ
ۂ
季

２. 小学生児童のいる世帯へのアンケート調査票

123



2 

宄ɿ
層
े
岘属
岈
ஏ
Ү
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季

孴季
層
े
岘属
岈
ঘ
ָ
ߏ
ۢ
岬મ

岭
岁
居屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
峘峈
峀ঘ

ָ
ߏ
ۢ
季

季
季

季
孵ɿ
ۛ
౽
ঘ
ָ
ߏ
ۢ
季

季
宅ɿ

層
ࢢ
屯岭
岂屮
Պ
ଔ
岈
য়
ڱ
岅屾

属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季

孵季
層
ࢢ
屯岭
岈
ָ
೧
岅屾
属
岀居
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆層
ࢢ
屯岭
屦
孵ਕ

Ґ

属
岥


居Ҳ

൬
༰
属
層
ࢢ
屯岭
岈
ָ
೧
岬屮
ى

屩屺
屯属
屆季

層
ࢢ
屯岭
季
季
ঘ
ָ
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
ʩ
೧
ਫ਼
季

季

孶季
ঘ
ָ
ਫ਼
岈
層
ࢢ
屯岭
સ
ҽ
岈
ਕ
਼
岅屾
属
岀居
屜
岀岉
岘岥
਼
࣊
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

ঘ
ָ
ਫ਼
岈
層
ࢢ
屯岭
季
સ
෨
岁
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
ʩ
ਕ
季

季

孷季
屭岈

ࠬ
ධ
岅層

屢属

屹
屺屩
๏
岉
岃岄
屹岁
屳
履
屆層
ࢢ
屯岭
履
岣岙

屹ؖ
ܐ
岁
層

屢屩
屺
屯属
屆屜
岀岉

岘岥
൬

ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ


季

季
季

孵ɿ


季

季
季

孶ɿ
屷岈
ଠ
孫季
季
季
季
季
季
孬季

季

學季
屭岈

ࠬ
ධ
岅層

屢属
屹屺
屩๏
岉
Ձ
ࡂ
େ
岁
屳
履
屆屜
岀岉
岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
孴孳
େ
季

季
孶ɿ
孶孳
େ
季

季
學ɿ
學孳
େ
季

季
孺ɿ
孺孳
େ
Ґ

季

孵ɿ
孵孳
େ
季

季
孷ɿ
孷孳
େ
季

季
孹ɿ
孹孳
େ
季

季

孹季
ݳ
ࡑ
居Ҳ

ॻ
岅層
े
岘属
岈
๏
岉
屜
岄
屹岬

岛
岀Ձ

ਕ
岁
屳
履
屆屜
岀岉
岘岥
਼
࣊
孴
屾岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆岘

屹
居層
ࢢ
屯岭
岉
居೧

ྺ
岅履

履
岩
岣屴
Ձ
ਕ
属
岘屳
履
ʤ
ೝ
৹

岜

岙
岘屳
ʥ
屆層
ࢢ
屯岭
岈
岙
岈
ਕ
਼
岜屜

岀
岉
岘岥
਼
࣊
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

ಋ
ڋ
岈
Պ
ଔ
સ
ҽ
季
季
季
季
ʨ
̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
屇̖
屇̗
ʩ
ਕ
季

層
ࢢ
屯岭
岈
岙
岈
ਕ
਼
季
季
季
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
屇̕
ʩ
ਕ
季

季

孺季
層
ࢢ
屯岭
岂Ҳ

ॻ
岅े

岭
岁
属
岥ಋ

ڋ
Պ
ଔ
岈
ߑ

ҽ
岅屾
属
岀居
屜
岀岉

岘岥
岜岈
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆

କ
ณ
岉
層
ࢢ
屯岭
履
岣岙
屹ؖ

ܐ
岁
層

屢屩
屺屯
属
屆季

孴ɿ

季
季

季
季

孶ɿ
ܓ

屇ࢠ
ຕ
季
季

季
學ɿ
ૈ

季

孵ɿ

季
季

季
季

孷ɿ
ૈ

季

季
季

孹ɿ
屷岈
ଠ
孫季
季
季
季
季
季
季孬季

季

孻季
層
ࢢ
屯岭
岈
ૈ


岂岈
ۛ
ڋ
ʤ
ި
௪
घ
ஊ
岬

岩
屴
居層
層
岚
岇
孶孳

Ґ
಼
ఖ
ౕ
岅ߨ

屧པ
岁
屧岥

ҕ
ʥ
岈

য়
ڱ
岅屾
属
岀居
屜
岀岉

岘岥
岜岈

屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆କ

ณ
岉
層
ࢢ
屯岭
履
岣岙

屹
ؖ
ܐ
岁
屳
屆ૈ


岘屹

岉
ૈ

岂ಋ

ڋ
山岀
属
岥


岉
居展
̑
ɿ
ۛ
ڋ
岈
ૈ


岉
属
岄
属
屖岬
મ

山岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ૈ

ۛ屇
屇ڋ
季
季

季
孵ɿ
ૈ

ۛ屇
屇ڋ
季
季

季
孶ɿ
ۛ
ڋ
岈
ૈ


岉
属
岄
属
季

季

孼季
屭岈

ࠬ
ධ
岅層

屢属
屹屺
属
岀属
岥๏

岈
ഓ
۰
ؖ
ܐ
岅屾
属
岀層

屢屩
屺屯
属
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴
屾岅
˕
岬

屾屫
岀屩
屺屯
属
屆季

孴ɿ
ഓ
۰
ं
屦
属
岥季

季
季

季
孵ɿ
ഓ
۰
ं
岉
属
岄
属
季

季

孴孳
季
層
ࢢ
屯岭
岈
ࢢ
ү
岀ʤ

گ
ү
岬

岚
ʥ
岬層
岜岅
ߨ
屽岀
属
岥岈
岉
岃岄
屹岁
屳
履
屆層
ࢢ
屯岭
履
岣岙
屹ؖ

ܐ
岁
屜
岀

岉
岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ


ྈ
๏
季
季

季
孶ɿ
層
岜岅


季
季

季
學ɿ
屷岈
ଠ
孫季
季
季
季
季
季
孬季

孵ɿ
層
岜岅


季
季

季
孷ɿ
層
岜岅
ૈ


季

季  
3 

宆ɿ
ฯ
ޤ
ं
岈
म
࿓
য়
ڱ

岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
ˠ

孴孴
岂

孴孴
孰孴
岉
居


屇

屷岦

屸岦
岅屾
属
岀層

屢屩
屺屯
属
屆岌
岂岤

岈
๏
岉
居屮
ࣙ
ਐ
岅ؖ

屳
岥અ


岈

岙
層

屢屩
屺屯
属
屆季


孴孴
季
層
ࢢ
屯岭
岈
ฯ
ޤ
ं
岈
म
࿓
য়
ڱ
ʤ
ࣙ
Ө
ۂ
岈
๏
岂屷
岈
Պ
ଔ
ॊ
ࣆ
ं
岬

岚
ʥ
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳
屆季

孴ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

ʥ
季

孵ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

ʥ
季

孴ɿ
峢峸
峌岱
峭孫ु

學
ೖ
ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻
࣎
ؔ
ఖ

孬ౕ岁
म

࿓
山岀
層岤
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁岉
岄
属季

孵ɿ
峢峸
峌岱
峭孫ु

學
ೖ
ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻
࣎
ؔ
ఖ

孬ౕ岁
म

࿓
山岀
属屹
屦
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁屜
岥季

孶ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ


岈

࣎
ؔ
孫ु
學ೖ

າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻

࣎
ؔ
າ
ຮ
孬岁
म
࿓
山岀
層
岤居
ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ


岁
岉
岄
属
季

孷ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ


岈

࣎
ؔ
孫ु
學ೖ

າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻

࣎
ؔ
າ
ຮ
孬岁
म
࿓
山岀
属
屹
屦
居ү

ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ

ۂ

岁
屜
岥季

學ɿ
Ґ

岉
म
࿓
山岀
属屹
屦
居ݳ
ࡑ
岉
म
࿓
山岀
属岄
属季

孹ɿ
ࠕ
岘岁
म
࿓
山屹
屭岂
屦
岄
属季

孴ɿ
峢峸
峌岱
峭孫ु

學
ೖ
ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻
࣎
ؔ
ఖ

孬ౕ岁
म

࿓
山岀
層岤
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁岉
岄
属季

孵ɿ
峢峸
峌岱
峭孫ु

學
ೖ
ఖ
ౕ
屇孴
ೖ
孻
࣎
ؔ
ఖ

孬ౕ岁
म

࿓
山岀
属屹
屦
居ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ

岁屜
岥季

孶ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ


岈

࣎
ؔ
孫ु
學ೖ

າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻

࣎
ؔ
າ
ຮ
孬岁
म
࿓
山岀
層
岤居
ү
ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ
ۂ


岁
岉
岄
属
季

孷ɿ
峢峸
峌岱
峭Ґ


岈

࣎
ؔ
孫ु
學ೖ

າ
ຮ
屇孴
ೖ
孻

࣎
ؔ
າ
ຮ
孬岁
म
࿓
山岀
属
屹
屦
居ү

ٵ
屇ղ
ޤ
ٵ

ۂ

岁
屜
岥季

學ɿ
Ґ

岉
म
࿓
山岀
属屹
屦
居ݳ
ࡑ
岉
म
࿓
山岀
属岄
属季

孹ɿ
ࠕ
岘岁
म
࿓
山屹
屭岂
屦
岄
属季

季 
孴孴
孰孴
季

孴孴
岁
展孴
屖履
岣展
孷屖
岅˕

岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆層

ࣆ
岈
म
ۂ
ܙ
ସ
岅屾
属
岀居
೧
ؔ
岬௪

屲岀
層

岜岅
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

ʥ
季

孵ɿ


ʤ
屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

ʥ
季

孴ɿ
ਜ਼
و
岈
৮
ҽ
屇ॊ
ۂ
ҽ
季

孵ɿ
峞
屎峕
屇岯
峸
峝
岱峕
屇ܘ
༁
ऀ
ҽ
屇০

৮
ҽ
岄
岃季

孶ɿ
ഁ
ݥ
ऀ
ҽ
季

孷ɿ
ࣙ
Ө
ۂ
क
季
ˠ
孴季

學ɿ
Պ
ଔ
ॊ
ۂ
ं
季
ˠ
孵季

孹ɿ
孴寁
學岈
મ

ࢸ
岅屜
岀岉

岘岣
岄
属
ܙ
ସ
季

ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

孴ɿ
ਜ਼
و
岈
৮
ҽ
屇ॊ
ۂ
ҽ
季

孵ɿ
峞
屎峕
屇岯
峸
峝
岱峕
屇ܘ
༁
ऀ
ҽ
屇০

৮
ҽ
岄
岃季

孶ɿ
ഁ
ݥ
ऀ
ҽ
季

孷ɿ
ࣙ
Ө
ۂ
क
季
ˠ
孴季

學ɿ
Պ
ଔ
ॊ
ۂ
ं
季
ˠ
孵季

孹ɿ
孴寁
學岈

મ

ࢸ
岅屜
岀岉

岘岣
岄
属
ܙ
ସ
季

季
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季
季
ˠ
孴季
ࣙ
Ө
ۂ
क
岂岉
居ݺ

ਕ
岁
ࣆ
ۂ
岬ܨ

Ө
山岀
属
岥ਕ

孫
Պ
岄
岃岬

岚
孬岞
ࣙ
༟
ۂ
岈
ਕ
岬属
属
岘屳
屆季

ˠ
孵季
Պ
ଔ
ॊ
ۂ
ं
岂岉
居ࣙ

Ө
ۂ
क
岈
Պ
ଔ
岁
居屷
岈
ࣆ
ۂ
岅

ં
ॊ
ࣆ
山岀
属
岥ਕ

屆ݺ
ਕ
岈
ঐ
వ
岞
Ӂ
ৱ
వ
居ݺ

ਕ
ܨ
Ө
岈

ॕ
岞
峧
崀峄
峴崀
居

Պ
岄
岃岁
Պ
ۂ
岬घ

ఽ
屽岀

ં

ࣆ
岬山
岀属
岥ਕ

岈
屭岂
岬属
属
岘屳
屆季

季 宇ɿ
බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࡏ
岈
ଲ
Ԣ
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
季 
孴孵
季
屭岈

孴
೧
ؔ
岅居
層
ࢢ
屯岭
屦
බ
ـ
岞
岾岹
岁
ঘ
ָ
ߏ
岒
ߨ
屫岄

履
屽屹
屭岂
岉
屜
岤岘
屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴
屾

岅˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
屜
屽屹
季
˲
季

孴孵
孰孴
岒
季

季
季

季
孵ɿ
岄
履
屽屹
季
˲
季

孴孶
岒
季

季 季
季

124



4 

季 
孴孵
孰孴
季

孴孵
岁
展孴
ɿ
屜
屽屹
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

層
ࢢ
屯岭
屦
බ
ـ
岞
岾岹
岁
ঘ
ָ
ߏ
岒
ߨ
屫岄

履
屽屹


岅居
屭岈
̏
೧
ؔ
岅ߨ

屽屹
ଲ
ॴ
๏
๑
岂山
岀屜
岀岉

岘
岥൬

ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫居
屷岦

屸岦
岈
ೖ
਼
岜ʨ

季
ʩ
಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
ʤ
ൔ
ೖ
ఖ
ౕ
岈
ଲ
Ԣ
岈



岜̏

ೖ
岂岸
岳崀
峕山
岀屩
屺屯
属
ʥ
屆季

孴೧
ؔ
岈
ଲ
ॴ
๏
๑
季

ೖ
਼
ʤ
೧
ؔ
ʥ
季

孴ɿ
ʤ
層
ࢢ
屯岭
履
岣岙

屹ؖ
ܐ
ʥ


屦
ٵ
岭
屺季

೧
ؔ
ʨ
季
季
季
季
ʩ
ೖ
季

孵ɿ
ʤ
層
ࢢ
屯岭
履
岣岙

屹ؖ
ܐ
ʥ


屦
ٵ
岭
屺季

೧
ؔ
ʨ
季
季
季
季
ʩ
ೖ
季

孶ɿ

ଔ
屇எ
ਕ
孫ಋ
ڋ
ं
岬

岚
孬岅
ࢢ
岃岜
岬岙

岀岜
岣屽
屹季

೧
ؔ
ʨ
季
季
季
季
ʩ
ೖ
季

孷ɿ


岘屹
岉


岈
屠屻
म
࿓
山岀
属
岄
属
๏
屦
ࢢ
岃岜
岬岙

屹季
೧
ؔ
ʨ
季
季
季
季
ʩ
ೖ
季

學ɿ
බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹岛
岈
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
岬ཤ

༽
山屹
季

೧
ؔ
ʨ
季
季
季
季
ʩ
ೖ
季

孹ɿ
峦
峠屎
峄峐
峌屎
岬ཤ

༽
山屹
季

೧
ؔ
ʨ
季
季
季
季
ʩ
ೖ
季

孺ɿ
峢岮
峬峷
屎屇
峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎岬
ཤ
༽
山屹
季

೧
ؔ
ʨ
季
季
季
季
ʩ
ೖ
季

孻ɿ

๏
岄
屩ࢢ
岃岜
屺屫
岁
ཻ
ग
൬
岬屯
屵
屹季

೧
ؔ
ʨ
季
季
季
季
ʩ
ೖ
季

孼ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季
೧
ؔ
ʨ
季
季
季
季
ʩ
ೖ
季

季 
孴孵
孰孵
季

孴孵
孰孴
岁
展孴
屖岘
屹岉

展孵
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

展බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹岛
岈
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
岬ཤ

༽
山屹
属
屖岂
ࢧ
岩
岦
岘山
屹履
屆屜
岀岉
岘岥
൬
ߺ
孴

屾岅
˕
岬屾
屫居
ೖ
਼
岅屾
属
岀孫
層
層
岢屷
孬岜
实季季

宠಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆岄
層
居බ

ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹

岛
岈
ฯ
ү
ࣆ
ۂ

岈
ཤ
༽
岅岉

居Ҳ
ఈ
岈
ཤ
༽
ྋ
屦
履
履
岤居
層
ࢢ
屯岭
岈
݊
߃
য়
ସ
岬

Ѵ
山岀
層
屩屹
岛
居ࣆ


岈
ౌ


屦
ච
གྷ
岂岄
岤岘
屳
屆季

孴ɿ
බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹岛
岈
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
岬ཤ

༽
山屹
属
季 ˲
೧
ʨ
季
季
ʩ
ೖ
季
˲
季

孴孵
孰孶
岒
季
季

孵ɿ
ཤ
༽
山屹
属
岂岉
ࢧ
岩
岄
属
˲

孴孵
孰孷
岒
季

季 
孴孵
孰孶
季

孴孵
孰孵
岁
展孴
ɿ
බ
ـ
岞
岾岹
岈
ࢢ
岃岜
岈
屹岛
岈
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
岬ཤ

༽
山屹
属
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠

履
屦
属
岘屳
屆

ى
岈

ద
岁
ࢢ
岃岜
岬༮

屫岥


居Ծ

ى
岈
属
屴
岦
岈
ࣆ
ۂ
ܙ
ସ
屦

岘山
属
岂ࢧ

岩
岦
岘屳
履
屆屜

岀岉
岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ঘ
ࣉ
Ռ

岈
ҫ
ྏ
ؽ
ؖ
岅ญ

અ
山屹
ࢬ
અ
岁
ࢢ
岃岜
岬ฯ

ү
屳
岥ࣆ

ۂ
季

孵ɿ
༰
க
Ԅ
屇ฯ
ү
ॶ

岅ญ

અ
山屹
ࢬ
અ
岁
ࢢ
岃岜
岬ฯ

ү
屳
岥ࣆ

ۂ
季

孶ɿ
ஏ
Ү
े


屦
ࢢ
ү
岀Պ

ఋ
岈
ࣙ

岄
岃岁
ฯ
ү
屳
岥ࣆ

ۂ
ʤ
ྭ
孽峢
岮峬
峷屎
屇峂
峪
屎峕
屇峈
崀峌
屎ʥ

季
孷ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 
孴孵
孰孷
季

孴孵
孰孵
岁
展孵
ɿ
ཤ
༽
山屹
属
岂岉
ࢧ
岩
岄
属
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆屷
屠ࢧ

岩
岦
岥ཀྵ

༟
岅屾
属

岀屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
බ
ـ
岞
岾岹

岈
ࢢ
岃岜
岬ଠ

ਕ
岅
岙
岀
岜
岣屠
岈
岉


҈
季

孵ɿ
බ
ࣉ
屇බ
ޛ
ࣉ
ฯ
ү
ࣆ
ۂ
岈
಼
༲
岅

҈
屦
屜
岥季

孶ɿ
ཤ
༽
ྋ
屦
履
履
岥屇
߶
属
季

孷ɿ

屦

ࣆ
岬ٵ

岭
岁
ଲ
Ԣ
岁屧
岥季

學ɿ
屷岈
ଠ
季

ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 季
季

5 

守ɿ
ָ
ಒ
ฯ
ү
ʤ
峘峈
峀屭
岃岜
ؙ
ʥ
屇๎
՟
ޛ
ࢢ
岃岜
گ
࣪
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
季 
孴孶
季
屳
岓
岀岈
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆層
ࢢ
屯岭
岉
๎
՟
ޛ
岃岈
岢屠
岅գ

屮山
岀属
岘屳
履
屆層
岜岄

岜岈
孵
屾岘
岁
岅˕

岬
屾屫
岀屩
屺屯
属
屆季

孴ɿ
峆峪
屎峑
ঙ
೧


岅ࢂ

Յ
季

孵ɿ
स
属
屮岂
岬山
岀属
岥季

孶ɿ
༓
ਕ
岂༣

岭
岁
属
岥季

孷ɿ
Պ
岁
Պ
ଔ
孫
居

居ૈ



孬岂
գ
屮屳
季

學ɿ
Պ
岁
岌
岂岤
孫岜
山屩
岉
ܓ

岈
岙
孬岁
գ
屮屳
季

孹ɿ
ָ
ಒ
ฯ
ү
ʤ
峘峈
峀屭
岃岜
ؙ
ʥ
岁
գ
屮屳
季

孺ɿ
峘峈

峀ௌ
ָ
स
ި
ླྀ
峈
崀峌
屎展
屜
屷岐

屽屩
屖岄
岃岁

գ
屮屳
季

孻ɿ
屷岈
ଠ
季

ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

ˠ
展ָ
ಒ
ฯ
ү
屖屇
屇屇
ฯ
ޤ
ं
屦
म
࿓

岅岢
岤

ؔ
Պ
ఋ
岅属

岄
属


岄
岃岅
居ࢩ

ԋ
ҽ
岈
ࢨ

岈
Ծ
居ࢢ

岃岜
岈
ਫ਼


岈

岬

ڛ
屳
岥岜
岈
岁
屳
屆ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽
岅屜
屹屽
岀岉

居Ҳ
ఈ
岈
ཤ
༽
ྋ
屦
履
履
岤岘
屳
屆季

季 
孴孷
季
ݳ
ࡑ
居ָ

ಒ
ฯ
ү
孫峘
峈
峀屭
岃岜
ؙ
孬岬
ཤ
༽
山岀
属
岘屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岥季

˲
季

孴孷
孰孴
岒
季
季
季
季
季
季
孵ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
季
˲
季

孴孷
孰孵
岒
季

季 
孴孷
孰孴
季

孴孷
岁
展孴
ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岥屖
岅˕

岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

ʤ
孴ʥ
ָ
ಒ
ฯ
ү
ʤ
峘峈
峀屭
岃岜
ؙ
ʥ
岈
ཤ
༽
ೖ
਼
岂ཤ

༽
࣎
ؔ
岬層

屢屩
屺屯
属
屆屷
岦
屸岦

居屜
岀岉

岘岥
਼
࣊
孴屾

岅˕
居岜
山屩
岉
ʨ
季
ʩ
಼
岅਼

࣊
岁
屮ى


屩屺
屯属
屆࣎

ؔ
岉
居ච

屴
孫ྭ
孬孴
孷
࣎
寁孵
孵
࣎
岈
岢屠
岅
孵孷
࣎
ؔ

岁

屮ى

屩屺
屯属
屆季

ु
ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
ʩ
ೖ
屩岣
属
季
季݆
ʛ
ۜ
季
Ծ
ߏ
࣎
履
岣ʨ

̏
̓
屇̏
̔
屇̏
̕
屇̏
̖
ʩ
࣎
ୈ
岘岁
季

ౖ
༷
ೖ
ʨ
季
季
ʩ
࣎
ୈ
履
岣ʨ

季
季
ʩ
࣎
ୈ
岘岁
季

季 ʤ
孵ʥ
ָ
ಒ
ฯ
ү
ʤ
峘峈
峀屭
岃岜
ؙ
ʥ
岬ཤ

༽
山岀
属
岥層
岜岄
ཀྵ
༟
岉
Ձ
岁
屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴
屾岅
˕
岬屾
屫岀

屩屺
屯属
屆季

層
ࢢ
屯岭
岈
ਐ
岈
յ
岤岈


岬層
岜岅
山岀
属
岥๏

屦
季

孴ɿ
ݳ
ࡑ
म
࿓
山岀
属
岥季

孵ɿ
म
࿓
༩
ఈ
屦
屜
岥孲
ٽ
৮

岁
屜
岥季

孶ɿ
Պ
ଔ
屇
ଔ
岄
岃岬
ղ
ޤ
山岄
屫岦

岊
岄
岣岄
属
季

季 孷ɿ
බ
ـ
岞
্
屦
属
岬࣍

屽岀
属
岥季

學ɿ
ָ
ਫ਼
岁
屜
岥季

孹ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 ʤ
孶ʥ
ָ
ಒ
ฯ
ү
ʤ
峘峈
峀屭
岃岜
ؙ
ʥ
岈
ฑ
ೖ
岈
ཤ
༽
岅屾
属
岀居
ࠕ
ޛ
居Ձ

೧
ਫ਼
岘岁
ཤ
༽
山屹
属
岂層
ߡ
屢
岁
屳
履
屆

屜
岀岉

岘岥
਼
࣊
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
ʩ
೧
ਫ਼
岘岁
ཤ
༽
山屹
属
季

季 ʤ
孷ʥ
ָ
ಒ
ฯ
ү
ʤ
峘峈
峀屭
岃岜
ؙ
ʥ
岬ᶅ

ౖ
༷
ೖ
居ᶆ

ೖ
༷
ೖ
屇ॗ
ೖ
居ᶇ

Ո
ٵ
岙
屇
ٵ
岙
屇ॡ
ٵ
岙
岄
岃ௗ

غ
岈

ٵ
Ս

岅ཤ

༽
山屹
属
岂層
ߡ
屢岁
屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

岘屹
居س


屦
屜
岥


岉
居Ձ

೧
ਫ਼
岘岁
ཤ
༽
山屹
属
履
屜
岀岉
岘岥
਼
࣊
孴
屾岅
˕
岬屾
屫居
ཤ
༽
山屹
属
層
層
岢

屷岈
࣎
ؔ
ଵ
岜居
ʤ
ྭ
ʥ
孼
࣎
寁孴
孻
࣎
岈
岢屠
岅
孵孷
࣎
ؔ

岁
屮ى


屩屺
屯属
屆岄
層
居ࣆ

ۂ
岈
ཤ
༽
岅岉

居Ҳ
ఈ

岈
ཤ
༽
ं
ෝ
୴
屦

ਫ਼
山岘
屳
屆季

ᶅ
ౖ
༷
ೖ
季

孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
季

ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
ʩ
೧
ਫ਼
岘岁
ཤ
༽
山屹
属
季

孵ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季

˲
ཤ
༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
季

ʨ
季
季
ʩ
࣎
ୈ
履
岣ʨ

季
季
ʩ
࣎
ୈ
岘岁
季

季
季

季

125



6 

ᶆ
ೖ
༷
ೖ
屇ॗ
ೖ
季

孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
季

ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
ʩ
೧
ਫ਼
岘岁
ཤ
༽
山屹
属
季

孵ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季

˲
ཤ
༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
季

ʨ
季
季
ʩ
࣎
ୈ
履
岣ʨ

季
季
ʩ
࣎
ୈ
岘岁
季

季
季
ᶇ
Ո
ٵ
岙
屇
ٵ
岙
屇ॡ
ٵ
岙
岄
岃ௗ

غ
岈
ٵ
Ս

季

孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
季

ʨ
̏
屇̐
屇̑
屇̒
屇̓
屇̔
ʩ
೧
ਫ਼
岘岁
ཤ
༽
山屹
属
季

孵ɿ
ཤ
༽
屳
岥ච

གྷ
岉
岄
属
季

˲
ཤ
༽
山屹
属
࣎
ؔ
ଵ
季

ʨ
季
季
ʩ
࣎
ୈ
履
岣ʨ

季
季
ʩ
࣎
ୈ
岘岁
季

季
季 
孴孷
孰孵
季

孴孷
岁
展孵
ɿ
ཤ
༽
山岀
属
岄
属
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆ָ

ಒ
ฯ
ү
ʤ
峘峈
峀屭
岃岜
ؙ
ʥ
岬ཤ

༽
山岀
属
岄
属
ཀྵ
༟
岉
Ձ
岁
屳
履
屆ཀྵ

༟
岂山
岀屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ཤ
༽
屳岥
ච
གྷ
屦
岄
属ʤ

ࢢ
岃岜
岈گ

ү
岞

ୣ
岅Ԣ

屲岥
屹岛
居

履


屦
म
࿓
山岀
属岄

属岄
岃岈
ཀྵ
༟
ʥ
季

孵ɿ
ࢢ
岃岜
岈
ૈ


岞

ੲ
岈
ਕ
屦
岙
岀属
岥季

孶ɿ
ۛ
ॶ
岈
ਕ
岞
ฯ
ޤ
ं
岈
༓
ਕ
屇எ
ਕ
屦
岙
岀属
岥季

孷ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屦
居ܨ

ࡃ
ద
岄
ཀྵ
༟
岁
ࣆ
ۂ
岬ཤ

༽
岁
屧岄

属
季

學ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屦
居

ؔ

岈
ཤ
༽
࣎
ؔ
ଵ
岈
ড়
݇
屦

岩
岄
属
季

孹ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屦
居ࣆ

ۂ
岈
಼
༲
岞

ॶ
岄
岃岅

҈
屦
屜
岥季

孺ɿ
ཤ
༽
山屹
属
屦
居ೖ

༷
ೖ
屇ॗ
ೖ
岄
岃岈
ཤ
༽
屦
岁
屧岄
属
履
岣季

孻ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 
孴學
季
༰
属
๏
岈
層
ࢢ
屯岭
屦
ঘ
ָ
ߏ
孶
೧
ਫ਼
岈
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆孷
೧
ਫ਼
Ґ
߳
岈
๎
՟
ޛ
岈
գ
屮山
๏
岅屾
属
岀居

岃岈
岢屠
岄
屭岂
岬

岙
岘屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
屳
岓
岀岅
˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ָ
ಒ
ฯ
ү
ʤ
峘峈
峀屭
岃岜
ؙ
ʥ
岬ཤ

༽
山屹
属
季
˲
季
ঘ
ָ
ʨ
̒
屇̓
屇̔
ʩ
೧
ਫ਼
岘岁
ཤ
༽
山屹
属
季

孵ɿ
๎
՟
ޛ
ࢢ
岃岜
گ
࣪

ˠ
岬ཤ

༽
山屹
属
季

孶ɿ
岼島
峣

ಊ
岞
ग़
岄
岃स

属
ࣆ
岬屯
屵
屹属
季

孷ɿ
ཤ
༽
岬س


屳
岥ࣆ

ۂ
岉
ಝ
岅岄

属
季

學ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

ˠ
๎
՟
ޛ
ࢢ
岃岜
گ
࣪
岉
居ஏ

Ү
岈
๏
ʓ
岂岈
岏
岦
屜
属
岬௪

屲屹
ஏ
Ү
岈
گ
ү
ྙ
岈


岞
ࢢ
岃岜
屹
屻岈
҈
સ
屇҈
ৼ
岄

ڋ

ॶ
岬֮

ฯ
屳
岥屭
岂岬

ద
岅
居ห

ک
岞
峆峪

屎峑
屇ช
Կ
ܵ
ढ़

ಊ

岈
ࣆ
ۂ
岬ࣰ

ࢬ
屳
岥ख

ૌ
岁
屳
屆季

季 
孴孹
季
屳
岓
岀岈
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆๎

՟
ޛ
ࢢ
岃岜
گ
࣪
岅屾
属
岀居
গ
པ
居ཤ

༽
山屹
属
岂ࢧ

属
岘屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
̏
屾岅
˕
岬屾
屫
岀屩
屺
屯属
屆岘
屹居
ཤ
༽
山屹
属
岂ࢧ

屠๏
岉
居層
層
岢屷
岈
ೖ
਼
岬ʨ

季
季
ʩ
಼
岅਼

࣊
岁
屮

ى

屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ཤ
༽
山屹
属
季
˲
季
ु
ʨ
季
季
ʩ
ೖ
屩岣
属
季

孵ɿ
ཤ
༽
屳
岥༩

ఈ
岉
岄
属
季

 
孴孺
季
ָ
ಒ
ฯ
ү
孫峘
峈
峀屭
岃岜
ؙ
孬岈
݆
ֻ
ཤ
༽
ྋ
ۜ
ʤ
層
岞
屾େ

岜
岚
ʥ
岉
岃岈
ఖ
ౕ
岘岁
岄
岣న


屺岂
ࢧ
属
岘

屳
履
屆屜
岀岉
岘岥
൬
ߺ
孴屾
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
孶孯孳
孳孳
ԃ
Ґ
಼
岄
岣岢
属
季

孵ɿ
學孯孳
孳孳
ԃ
Ґ
಼
岄
岣岢
属
季

孶ɿ
孺孯孳
孳孳
ԃ
Ґ
಼
岄
岣岢
属
季

孷ɿ
孴孳
孯孳孳
孳ԃ

Ґ
಼
岄
岣岢
属
季

學ɿ
༙
ྋ
岄
岣ཤ

༽
山岄
属
季

孹ɿ
屷岈
ଠ
季

ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

孺ɿ
岩
履
岣岄
属
季

 
 

7 

安ɿ
屮Պ

ఋ
岁
岈
ࢢ
ү
岀岂
ࢢ
ү
岀

ڧ
居ࢢ

ү
岀ࢩ

ԋ
સ
ൢ
岅屾
属
岀屠
履
屦
属
岘屳

屆季
ˠ
Ґ
߳
岈
અ

岉
居屳
岓
岀岈
๏
岅層
屠履
屦
属
山岘
屳
屆季

季 
孴孻
季
屜
岄
屹岈
層
े
岘属
岈
ஏ
ۢ
岉
居ࢢ

ү
岀岈
山岞
屳
属

ڧ
屺岂
״
屲岘
屳
履
屆屷
岈
״
屲๏

岅屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孴屾

岅˕
岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

ࢢ
ү
岀山
岞
屳
属
季

岂岉
״
屲岄
属
季

季 ̏
季

季 季 季 ̐
季

季 季 季 ̑
季

季 季 季 ̒
季

岂岀
岜ࢢ

ү
岀季

山岞
屳
属
岂״

屲岥
季

季 ̓
季

季 
孴孻
孰孴
季

孴孻
岁
展孴
屖岘
屹岉

展孵
屖岅
˕
岬屾
屫屹
๏
岅屠
履
屦
属
岘屳
屆季

層
ࢢ
屯岭
岂岈

ड़
岈
ࡏ
居ࠖ

岥屭
岂岞
ࠖ
屽屹
屭岂
岉
Ձ
岁
屳
履
屆屜
岀岉

岘岥
൬
ߺ
孶屾
岘岁
岅˕

岬屾
屫岀
屩屺
屯属
屆季

孴ɿ
ิ
ಕ
屦
岄
属
௪
岤屦
ଡ
屩居
ި
௪
҈
સ
岅ৼ

ഓ
屦
屜
岥屭
岂季

孵ɿ
ิ
ಕ
岈
ஊ
ࠫ
岄
岃屦
峦
峠屎
岸屎
岞
ࣙ

ऄ
岈
௪
ߨ
岈

屬
岅岄

屽岀
属
岥屭
岂季

孶ɿ
ޮ
ڠ
ި
௪
ؽ
ؖ
岞
ݒ

屦
峦
峠屎
岸屎
岁
岈
Ң
ಊ
岅ഓ

ྂ
屯岦
岀属
岄
属
屭岂
季

孷ɿ
峕岱
峹屦
岷峭
峑

屢岞

ࢢ
岁
岈
ཤ
༽
岅ഓ

ྂ
屯岦
岀属
岄
属
屭岂
季

學ɿ
द

屳
岥

ॶ
岞
ච
གྷ
岄
અ
ඍ
屦
ঙ
岄
属
屭岂
季

孹ɿ
ঘ
屯岄
ࢢ
岃岜
岂岈
ৱ
ࣆ
岅ഓ

ྂ
屯岦
屹

ॶ
屦
岄
属
屭岂
季

孺ɿ
ഛ

岞
༽
ࣆ
岈

ؔ
岈
ـ



岅居
ࢢ
岃岜
岬༣

岊
屵
岥

ॶ
屦
岄
属
屭岂
季

孻ɿ
߁
属
ิ
ಕ
屦
ঙ
岄
属
岄
岃居
岘屻
岄
岙
岅岠

岂岤
屦
岄
属
屭岂
季

孼ɿ
ݡ
௪
山岈
屧履
岄
属
岂屭
岧屦
ଡ
屩居
ࢢ
岃岜
屦
൞
ࡓ
岈
අ
֒
岅屜
岩
岄
属
履
ৼ
ഓ
岄
屭岂
季

孴孳
ɿ
ब
ҕ
岈
ਕ
屦
ࢢ
岃岜
࿊
岦
岬໐


屷屠
岅岙

岥屭
岂季

孴孴
ɿ
՛

岞
ࢢ
岃岜
岅घ

岬岂
岣岦
岀ࠖ

屽岀
属
岥岂
屧岅
घ
岬ୁ

山岀
屩岦
岥ਕ

屦
ঙ
岄
属
屭岂
季

孴孵
ɿ
ಝ
岅ࠖ

岥屭
岂屇
ࠖ
屽屹
屭岂
岉
岄
属
季

孴孶
ɿ
屷岈
ଠ
ʤ
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
季
ʥ
季

季 
孴孼
季
࠹
ޛ
岅居
ࢢ
ү
岀岅
ؖ
山岀
岈

҈
岞
ೲ
岙
居ࢢ

ү
岀屳
岥屠
屢岁
ۛ
ॶ
岞
ஏ
Ү
岅

岚
屭岂
居ຌ

ௌ
岈
ࢢ
ү
岀ࢩ

ԋ
岅ؖ

屳
岥གྷ


岄
岃居
ຌ
ௌ
岈
ࢢ
ү
岀岈

ڧ
岞
ࢩ
ԋ
岅ؖ

山岀
屮қ

ݡ

屮屰
属
岘山
屹岣
居屮
ࣙ
༟
岅屮
ى

屩

屺屯
属
屆季

季

岯崀
岾屎
峕岉
Ґ

岁
屳
屆屮
ڢ
ྙ
屜
岤屦
岂屠
屮屰
属
岘山
屹屆
季

յ

غ
ݸ
孽̐
݆
̗
ೖ
孫ۜ
孬岘
岁
季

季

126


	表紙
	目次
	Ⅰ アンケート調査の概要
	1. 調査の目的
	2. 実施概要
	2－1.　実施期間
	2－2.　対象者
	2－3.　調査方法と回収状況
	2－4.　調査結果の表示方法


	Ⅱ 就学前児童のいる世帯 集計結果
	１. 住まいの地域について
	問1　住まいの地区

	２. 子どもと家族の状況について
	問2　就学前の子どもの年齢
	問３　就学前の子どもの人数
	問４　回答者の続柄
	問５　回答者の年代
	問６　同居家族の人数と子どものみの人数
	問７　同居家族の構成員
	問８　子どもの祖父母との近居状況
	問９　回答者の配偶関係
	問10　子育てを主に行っている人

	３. 保護者の就労状況について
	問11　保護者の就労状況
	問11-1　保護者の就労日数、就労時間
	問11-2　保護者の就業形態
	問11-3　（短時間で就労している場合）保護者の今後の就労希望
	問11-4　（就労していない場合）保護者の今後の就労希望
	問11-5　（就労していない場合）保護者の希望する就労形態

	４. 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について
	問12　平日の定期的な教育・保育事業の利用状況
	問12-1　平日に定期的に利用している教育・保育事業
	問12-2　平日の定期的な教育・保育事業の利用状況・利用希望
	問12-3　平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由
	問13　平日の定期的な教育・保育事業の利用意向

	５. 地域の子育て支援事業の利用状況について
	問14　「こども誰でも通園制度（仮称）」の利用意向
	問15　地域子育て支援センター「おひさま」の利用状況
	問15-1　地域子育て支援センター「おひさま」を利用していない理由
	問16　地域子育て支援センター「おひさま」の利用意向
	問17　地域の子育て支援事業の認知度と利用意向

	６. 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
	問18　土曜・休日の教育・保育事業の利用意向
	問19　長期期間中の教育・保育事業の利用意向

	７. 病気やケガの際の対応について
	問20　病気やケガで定期的な教育・保育事業が利用できなかったことの有無
	問20-1　定期的な教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法
	問20-2　病児・病後児保育の利用意向
	問20-3　病児・病後児保育で希望する事業形態
	問20-4　病児・病後児保育を利用したいと思わない理由

	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21　不定期の教育・保育事業の利用状況
	問21-1　不定期の教育・保育事業を利用していない理由
	問22　一時預かりの利用意向
	問23　宿泊を伴う一時預かりの利用意向

	９. 小学校入学後の放課後の過ごし方について
	問24　小学校入学後の放課後の過ごし方
	問24-1　土曜日、日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）の利用希望
	問25　長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）の利用希望
	問25-1　長期休暇中及び通常期間の学童保育（ニセコこども館）の利用希望

	10. 育児休業や職場の両立支援制度について
	問26　子どもが生まれた時の育児休業の取得状況
	問26-1　育児休業を取得していない理由
	問26-2　育児休業取得後の職場復帰
	問26-3　育児休業後の職場復帰のタイミング

	11. 子育てと子育て環境、子育て支援全般について
	問27　住んでいる地区の子育て環境について
	問27-1　子どもとの外出の際の困りごと


	Ⅲ 小学生児童のいる世帯 集計結果
	１. 住まいの地域について
	問１　住まいの地区

	２. 子どもと家族の状況について
	問２　小学生の子どもの学年
	問３　小学生の子どもの人数
	問４　回答者の続柄
	問５　回答者の年代
	問６　同居家族の人数と子どものみの人数
	問７　同居家族の構成員
	問８　子どもの祖父母との近居状況
	問９　回答者の配偶関係
	問10　子育てを主に行っている人

	３. 保護者の就労状況について
	問11　保護者の就労状況
	問11-1　保護者の就業形態

	４. 病気やケガの際の対応について
	問12　病気やケガで小学校に行けなかったことの有無
	問12-1　小学校に行けなかった場合の対処方法
	問12-2　病児・病後児保育の利用意向
	問12-3　病児・病後児保育で希望する事業形態
	問12-4　病児・病後児保育を利用したいと思わない理由

	５. 学童保育（ニセコこども館）・放課後子ども教室について
	問13　小学生の放課後の過ごし方
	問14　学童保育（ニセコこども館）の利用状況
	問14-1　学童保育（ニセコこども館）の利用日数・理由等
	問14-2　学童保育（ニセコこども館）を利用していない理由
	問15　小学校4年生以降の放課後の過ごし方
	問16　放課後子ども教室の将来の利用意向
	問17　学童保育（ニセコこども館）の月額利用料金

	６. 子育てと子育て環境について
	問18　住んでいる地区の子育て環境について
	問18-1　子どもとの外出の際の困りごと


	Ⅳ 自由意見
	１．保育について
	２．小学校・学童保育について
	３．子育て支援全般について
	４．遊び場・居場所について
	５．生活環境について
	６．その他

	資料編
	１. 就学前児童のいる世帯へのアンケート調査票
	２. 小学生児童のいる世帯へのアンケート調査票

	
	2－1.　実施期間
	2－2.　対象者
	2－3.　調査方法と回収状況
	2－4.　調査結果の表示方法
	問1　住まいの地区
	問2　就学前の子どもの年齢
	問３　就学前の子どもの人数
	問４　回答者の続柄
	問５　回答者の年代
	問６　同居家族の人数と子どものみの人数
	問７　同居家族の構成員
	問８　子どもの祖父母との近居状況
	問９　回答者の配偶関係
	問10　子育てを主に行っている人
	問11　保護者の就労状況
	問11-1　保護者の就労日数、就労時間
	問11-2　保護者の就業形態
	問11-3　（短時間で就労している場合）保護者の今後の就労希望
	問11-4　（就労していない場合）保護者の今後の就労希望
	問11-5　（就労していない場合）保護者の希望する就労形態
	問12　平日の定期的な教育・保育事業の利用状況
	問12-1　平日に定期的に利用している教育・保育事業
	問12-2　平日の定期的な教育・保育事業の利用状況・利用希望
	問12-3　平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由
	問13　平日の定期的な教育・保育事業の利用意向
	問14　「こども誰でも通園制度（仮称）」の利用意向
	問15　地域子育て支援センター「おひさま」の利用状況
	問15-1　地域子育て支援センター「おひさま」を利用していない理由
	問16　地域子育て支援センター「おひさま」の利用意向
	問17　地域の子育て支援事業の認知度と利用意向
	問18　土曜・休日の教育・保育事業の利用意向
	問19　長期期間中の教育・保育事業の利用意向
	問20　病気やケガで定期的な教育・保育事業が利用できなかったことの有無
	問20-1　定期的な教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法
	問20-2　病児・病後児保育の利用意向
	問20-3　病児・病後児保育で希望する事業形態
	問20-4　病児・病後児保育を利用したいと思わない理由
	問21　不定期の教育・保育事業の利用状況
	問21-1　不定期の教育・保育事業を利用していない理由
	問22　一時預かりの利用意向
	問23　宿泊を伴う一時預かりの利用意向
	問24　小学校入学後の放課後の過ごし方
	問24-1　土曜日、日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）の利用希望
	問25　長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）の利用希望
	問25-1　長期休暇中及び通常期間の学童保育（ニセコこども館）の利用希望
	問26　子どもが生まれた時の育児休業の取得状況
	問26-1　育児休業を取得していない理由
	問26-2　育児休業取得後の職場復帰
	問26-3　育児休業後の職場復帰のタイミング
	問27　住んでいる地区の子育て環境について
	問27-1　子どもとの外出の際の困りごと
	問１　住まいの地区
	問２　小学生の子どもの学年
	問３　小学生の子どもの人数
	問４　回答者の続柄
	問５　回答者の年代
	問６　同居家族の人数と子どものみの人数
	問７　同居家族の構成員
	問８　子どもの祖父母との近居状況
	問９　回答者の配偶関係
	問10　子育てを主に行っている人
	問11　保護者の就労状況
	問11-1　保護者の就業形態
	問12　病気やケガで小学校に行けなかったことの有無
	問12-1　小学校に行けなかった場合の対処方法
	問12-2　病児・病後児保育の利用意向
	問12-3　病児・病後児保育で希望する事業形態
	問12-4　病児・病後児保育を利用したいと思わない理由
	問13　小学生の放課後の過ごし方
	問14　学童保育（ニセコこども館）の利用状況
	問14-1　学童保育（ニセコこども館）の利用日数・理由等
	問14-2　学童保育（ニセコこども館）を利用していない理由
	問15　小学校4年生以降の放課後の過ごし方
	問16　放課後子ども教室の将来の利用意向
	問17　学童保育（ニセコこども館）の月額利用料金
	問18　住んでいる地区の子育て環境について
	問18-1　子どもとの外出の際の困りごと
	１．保育について
	２．小学校・学童保育（ニセコこども館）について
	３．子育て支援全般について
	４．遊び場・居場所について
	５．生活環境について
	６．その他


	
	2－1.　実施期間
	2－2.　対象者
	2－3.　調査方法と回収状況
	2－4.　調査結果の表示方法
	問1　住まいの地区
	問2　就学前の子どもの年齢
	問３　就学前の子どもの人数
	問４　回答者の続柄
	問５　回答者の年代
	問６　同居家族の人数と子どものみの人数
	問７　同居家族の構成員
	問８　子どもの祖父母との近居状況
	問９　回答者の配偶関係
	問10　子育てを主に行っている人
	問11　保護者の就労状況
	問11-1　保護者の就労日数、就労時間
	問11-2　保護者の就業形態
	問11-3　（短時間で就労している場合）保護者の今後の就労希望
	問11-4　（就労していない場合）保護者の今後の就労希望
	問11-5　（就労していない場合）保護者の希望する就労形態
	問12　平日の定期的な教育・保育事業の利用状況
	問12-1　平日に定期的に利用している教育・保育事業
	問12-2　平日の定期的な教育・保育事業の利用状況・利用希望
	問12-3　平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由
	問13　平日の定期的な教育・保育事業の利用意向
	問14　「こども誰でも通園制度（仮称）」の利用意向
	問15　地域子育て支援センター「おひさま」の利用状況
	問15-1　地域子育て支援センター「おひさま」を利用していない理由
	問16　地域子育て支援センター「おひさま」の利用意向
	問17　地域の子育て支援事業の認知度と利用意向
	問18　土曜・休日の教育・保育事業の利用意向
	問19　長期休暇中の教育・保育事業の利用意向
	問20　病気やケガで定期的な教育・保育事業が利用できなかったことの有無
	問20-1　定期的な教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法
	問20-2　病児・病後児保育の利用意向
	問20-3　病児・病後児保育で希望する事業形態
	問20-4　病児・病後児保育を利用したいと思わない理由
	問21　不定期の教育・保育事業の利用状況
	問21-1　不定期の教育・保育事業を利用していない理由
	問22　一時預かりの利用意向
	問23　宿泊を伴う一時預かりの利用意向
	問24　小学校入学後の放課後の過ごし方
	問24-1　土曜日、日曜日・祝日の学童保育（ニセコこども館）の利用希望
	問25　長期休暇中の学童保育（ニセコこども館）の利用希望
	問25-1　長期休暇中及び通常期間の学童保育（ニセコこども館）の利用希望
	問26　子どもが生まれた時の育児休業の取得状況
	問26-1　育児休業を取得していない理由
	問26-2　育児休業取得後の職場復帰
	問26-3　育児休業後の職場復帰のタイミング
	問27　住んでいる地区の子育て環境について
	問27-1　子どもとの外出の際の困りごと
	問１　住まいの地区
	問２　小学生の子どもの学年
	問３　小学生の子どもの人数
	問４　回答者の続柄
	問５　回答者の年代
	問６　同居家族の人数と子どものみの人数
	問７　同居家族の構成員
	問８　子どもの祖父母との近居状況
	問９　回答者の配偶関係
	問10　子育てを主に行っている人
	問11　保護者の就労状況
	問11-1　保護者の就業形態
	問12　病気やケガで小学校に行けなかったことの有無
	問12-1　小学校に行けなかった場合の対処方法
	問12-2　病児・病後児保育の利用意向
	問12-3　病児・病後児保育で希望する事業形態
	問12-4　病児・病後児保育を利用したいと思わない理由
	問13　小学生の放課後の過ごし方
	問14　学童保育（ニセコこども館）の利用状況
	問14-1　学童保育（ニセコこども館）の利用日数・理由等
	問14-2　学童保育（ニセコこども館）を利用していない理由
	問15　小学校4年生以降の放課後の過ごし方
	問16　放課後子ども教室の将来の利用意向
	問17　学童保育（ニセコこども館）の月額利用料金
	問18　住んでいる地区の子育て環境について
	問18-1　子どもとの外出の際の困りごと
	１．保育について
	２．小学校・学童保育（ニセコこども館）について
	３．子育て支援全般について
	４．遊び場・居場所について
	５．生活環境について
	６．その他





