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１ 調査の概要 

 

（１）調査の目的 

この調査は、幼稚園・保育所・学童保育室などの教育・保育・子育て支援を計画的に整備※する

ために、市民の利用状況や利用希望を把握することを目的としています。〔この調査の回答（施設

や事業の利用希望等）により、施設や事業の利用の可否を決定することはありません〕 

 

※子ども・子育て支援法に基づく新たな制度により、教育・保育・子育て支援の充実を図るため、市町村が

「子ども・子育て支援事業計画」を作成します（新制度は平成２７年度から実施予定）。 

 

（２）調査の種類、対象者及び実施概要 

この調査の種類と対象者及び実施概要は下表のとおりです。 

 

●調査の種類と対象者 

種類 対象者 対象者数 

就学前児童 
平成 25 年 11 月 1 日現在、住民基本台帳に記載されている就

学前の児童 
1,782 人 

小学生 市内の小学校に在籍する小学生（1～3年生） 1,350 人 

 

●実施概要 

種類 対象地域 調査形式 配布・回収方法 調査時期 

就学前児童 

沼田市全域 アンケート調査

郵送配布 

郵送回収 

平成 25 年 

12 月 2 日～12 月 25 日

小学生 
学校による配布 

学校による回収 

平成 25 年 

12 月 2 日～12 月 18 日

 

（３）回収結果 

この調査の回収結果は下表のとおりです。 

 

●回収結果 

区  分 調査票配布数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童 1,781 888 49.9% 

小学生 1,330 1,297 97.5% 
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２ 集計方法 

 

（１）報告書の見方 

・本報告書では、回答すべき箇所が回答されていないものは「無回答」として扱う。 

・本報告書では、回答する必要のない箇所及び回答すべき箇所でないところを回答している場合

は「非該当」として扱う。 

・設問の構成比は、回答者数（該当設問での該当者数）を基数として百分率（％）で示している。

したがって、非該当者数は、構成比に含まれない。 

・比率は全て百分率（％）で表し、小数点以下第 2 位を四捨五入し算出しているため合計が 100％

にならない場合がある。 

・複数回答については、回答者数を基数として百分率（％）で示している。したがって、合計値は

100％にならない場合もある。 
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１ お住まいの地域について 

 

問１ お住まいの地区として当てはまる答えの番号 1つに○をつけてください。 

回答者の居住地区は、「沼田地区」の割合が 40.0％と最も高く、次いで「利南地区」が 18.8％、

「薄根地区」が 14.0％となっています。 

 

 

40.0%

18.8%

4.7%

14.0%

4.8%

9.2%

8.2%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

沼田地区 355 40.0%

利南地区 167 18.8%

池田地区 42 4.7%

薄根地区 124 14.0%

川田地区 43 4.8%

白沢地区 82 9.2%

利根地区 73 8.2%

無回答 2 0.2%

回答者数 888 100.0%
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２ 封筒の宛名のお子さんとご家族の状況について 

 

問２ 宛名のお子さんの生年月をご記入ください。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一

字。） 

子どもの年齢（平成 25 年 11 月 1 日基準）は、「5 歳」の割合が 23.4％と最も高く、低年齢ほど

割合が減少する分布になっています。 

 

8.9%

10.8%

11.0%

14.1%

17.3%

23.4%

13.6%

0.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

平成24年11月～平成25年10月（0歳）

平成23年11月～平成24年10月（1歳）

平成22年11月～平成23年10月（2歳）

平成21年11月～平成22年10月（3歳）

平成20年11月～平成21年10月（4歳）

平成19年11月～平成20年10月（5歳）

平成18年11月～平成19年10月（6歳）

無回答

 

生年月日（年齢） 度数 構成比 

平成 24 年 11 月～平成 25 年 10 月（0歳） 79 8.9%

平成 23 年 11 月～平成 24 年 10 月（1歳） 96 10.8%

平成 22 年 11 月～平成 23 年 10 月（2歳） 98 11.0%

平成 21 年 11 月～平成 22 年 10 月（3歳） 125 14.1%

平成 20 年 11 月～平成 21 年 10 月（4歳） 154 17.3%

平成 19 年 11 月～平成 20 年 10 月（5歳） 208 23.4%

平成 18 年 11 月～平成 19 年 10 月（6歳） 121 13.6%

無回答 7 0.8%

回答者数 888 100.0%

※年齢算出基準日：平成 25 年 11 月 1 日 
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問３ 宛名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。宛名のお子さんを含めた人数を□内

に数字でご記入ください。お２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、末子の方の生年月をご

記入ください。 

１世帯あたりの子どもの人数は、「2人」の割合が 45.5％と最も高く、次いで「1人」が 29.7％、

「3人」が 16.6％となっています。 

また、2人以上のきょうだいがいる世帯の末子の年齢は、「0歳」の割合が 16.2％と最も高くなっ

ています。 

 
■きょうだい数            ■末子の年齢 

29.7%

45.5%

16.6%

2.5%

0.8%

5.0%

0% 20% 40% 60%

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

 

16.2%

15.3%

14.3%

13.3%

13.6%

15.0%

6.4%

5.9%

0% 5% 10% 15% 20%

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

無回答

 
 

項目 度数 構成比 

1 人 264 29.7% 

2 人 404 45.5% 

3 人 147 16.6% 

4 人 22 2.5% 

5 人以上 7 0.8% 

無回答 44 5.0% 

回答者数 888 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

0 歳 94 16.2%

1 歳 89 15.3%

2 歳 83 14.3%

3 歳 77 13.3%

4 歳 79 13.6%

5 歳 87 15.0%

6 歳 37 6.4%

無回答 34 5.9%

回答者数 580 100.0%

非該当 308 - 
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問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答えくださ

い。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

調査票の回答者は、「母親」が 88.2％に対し、「父親」が 11.6％と、「母親」の割合が大きく上回

っています。 

 

母親, 
88.2%

父親, 
11.6%

その他, 
0.2%

無回答, 
0.0%

 
 
問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。当てはまる番号１

つに○をつけてください。 

調査票の回答者の配偶関係は、「配偶者がいる」が 90.1％に対し、「配偶者はいない」が 8.6％と

なっています。 

 

配偶者が

いる, 
90.1%

配偶者は

いない, 
8.6%

無回答, 
1.4%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

母親 783 88.2%

父親 103 11.6%

その他 2 0.2%

無回答 0 0.0%

回答者数 888 100.0%

項目 度数 構成比 

配偶者がいる 800 90.1% 

配偶者はいない 76 8.6% 

無回答 12 1.4% 

回答者数 888 100.0% 
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問６ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さんからみ

た関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

子どもの子育て（教育を含む）を主に行っているのは、「父母ともに」の割合が 59.2％と最も高

く、「主に母親」が 39.0％と続いています。 

 

 

59.2%

39.0%

0.8%

0.7%

0.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

 
 
 

３ 子育ての育ちをめぐる環境について 

 
問７ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか。

お子さんからみた関係で当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

子どもの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方は、「父母ともに」の割合が 66.6％と

最も高く、次いで「保育所」が 44.3％、「祖父母」が 38.6％となっています。 

 

66.6%

23.1%

3.7%

38.6%

18.0%

44.3%

7.3%

3.4%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

無回答

 
 
 
 

項目 度数 構成比 

父母ともに 526 59.2% 

主に母親 346 39.0% 

主に父親 7 0.8% 

主に祖父母 6 0.7% 

その他 3 0.3% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 888 100.0% 

項目 度数 構成比 

父母ともに 591 66.6% 

母親 205 23.1% 

父親 33 3.7% 

祖父母 343 38.6% 

幼稚園 160 18.0% 

保育所 393 44.3% 

認定こども園 65 7.3% 

その他 30 3.4% 

無回答 1 0.1% 

回答者数 888 - 
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問８ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境すべてに○をつ

けてください。 

子どもの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境は、「家庭」の割合が 95.2％

と最も高く、次いで「保育所」が 51.0％と 5割を超え続いています。 

 

95.2%

24.1%

25.3%

51.0%

9.5%

2.9%

0.0%

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

家庭

地域

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

無回答

 
 
問９ 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無は、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」の割合が 57.5％と最も高く、「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が

39.2％と続いています。 

39.2%

57.5%

2.4%

9.0%

6.4%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

 

項目 度数 構成比 

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 348 39.2% 

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 511 57.5% 

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 21 2.4% 

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 80 9.0% 

いずれもいない 57 6.4% 

無回答 10 1.1% 

回答者数 888 - 

 

項目 度数 構成比 

家庭 845 95.2% 

地域 214 24.1% 

幼稚園 225 25.3% 

保育所 453 51.0% 

認定こども園 84 9.5% 

その他 26 2.9% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 888 - 
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問９-１ 問９で「1.」または「2.」に○をつけた方にうかがいます。祖父母等の親族にお子さんを

みてもらっている状況についてお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況は、「祖父母等の親族の身体的・精神的な負担

や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」の割合が 56.7％と 5割を超え

最も高くなっています。 

また、心配や不安を感じる項目では、「子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある（8.3％）」以外は、それぞれ 2割台となっています。 

 

56.7%

20.7%

26.4%

26.3%

8.3%

2.6%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約

を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく

心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦

しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答

 
項目 度数 構成比 

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心

して子どもをみてもらえる 
451 56.7% 

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 165 20.7% 

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 210 26.4% 

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 209 26.3% 

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 66 8.3% 

その他 21 2.6% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 796 - 

非該当 92 - 
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問９-２ 問９で「3.」または「4.」に○をつけた方にうかがいます。友人・知人にお子さんをみて

もらっている状況についてお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

友人・知人にお子さんをみてもらっている状況は、「友人・知人の身体的・精神的な負担や時間

的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」の割合が 44.1％と最も高く、心配や

不安を感じる項目では、「自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」の割合が

35.5％とやや高くなっています。 

 

44.1%

6.5%

31.2%

35.5%

4.3%

4.3%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心

配することなく、安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配

である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦

しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答

 
項目 度数 構成比 

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安

心して子どもをみてもらえる 
41 44.1% 

友人・知人の身体的負担が大きく心配である 6 6.5% 

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 29 31.2% 

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 33 35.5% 

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 4 4.3% 

その他 4 4.3% 

無回答 4 4.3% 

回答者数 93 - 

非該当 795 - 
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問 10 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。また、

相談できる場所はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人及び場所の有無は、「いる／ある」が 93.9％

に対し、「いない／ない」が 3.4％と、「いる／ある」の割合が大きく上回っています。 

 

いる／ある, 
93.9%

いない／ない, 
3.4%

無回答, 2.7%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

いる／ある 834 93.9% 

いない／ない 30 3.4% 

無回答 24 2.7% 

回答者数 888 100.0% 
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問 10-1 問 10 で「1.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。お子さんの子育て（教育を含む）

に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、「祖父母等の親族（84.4％）」「友人や

知人（77.9％）」の割合がいずれも 8割前後と高くなっています。 

 

84.4%

77.9%

5.8%

7.8%

5.5%

28.3%

16.3%

0.4%

11.9%

1.1%

1.9%

0.0%

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

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（地域子育て支援拠点、児童館等）・NPO

保健所・保健センター

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答

 
項目 度数 構成比 

祖父母等の親族 704 84.4%

友人や知人 650 77.9%

近所の人 48 5.8%

子育て支援施設（地域子育て支援拠点、児童館等）・NPO 65 7.8%

保健所・保健センター 46 5.5%

保育士 236 28.3%

幼稚園教諭 136 16.3%

民生委員・児童委員 3 0.4%

かかりつけの医師 99 11.9%

自治体の子育て関連担当窓口 9 1.1%

その他 16 1.9%

無回答 0 0.0%

回答者数 834 - 

非該当 54 - 

 
 
問 11 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのようなサポ

ートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。 

 
※別冊掲載 
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４ 宛名のお子さんの保護者の就労状況について 

 
問 12 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。 

 
（１）母親【父子家庭の場合は記入は不要です】当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「母親」の就労状況は、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が 31.0％と最

も高くなっています。 

また、就労している母親のうちでは、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就

労しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合が 30.1％と最も高く、「フルタイム（１週

５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 28.1％

と続いています。 

また、産休・育休・介護休業中の割合は、フルタイムとパートタイムを含め 8.4％となっていま

す。 

 

28.1%

7.2%

30.1%

1.2%

31.0%

1.5%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休

業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 
 

項目 度数 構成比 

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

中ではない 
248 28.1%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休

業中である 
64 7.2%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中

ではない 
266 30.1%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業

中である 
11 1.2%

以前は就労していたが、現在は就労していない 274 31.0%

これまで就労したことがない 13 1.5%

無回答 7 0.8%

回答者数 883 100.0%

非該当 5 - 
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（１）-1 （１）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 １週当たりの「就

労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労日数や就労時

間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休

業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入ください。数

字は一枠に一字。） 

現在就労している「母親」の１週あたり就労日数は「５日」の割合が 65.0％、１日あたり就労時

間（残業を含む）は「８時間」の割合が 32.6％とそれぞれ最も高くなっています。 

 

■１週あたり就労日数 

0.5%

1.9%

4.9%

11.5%

65.0%

12.4%

1.9%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

 
 
 
■１日あたり就労時間（残業を含む） 

0.0%

2.0%

4.1%

10.0%

10.5%

14.8%

9.3%

32.6%

14.8%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40%

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時間以上

無回答
 

 
 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

1 日 3 0.5% 

2 日 11 1.9% 

3 日 29 4.9% 

4 日 68 11.5% 

5 日 383 65.0% 

6 日 73 12.4% 

7 日 11 1.9% 

無回答 11 1.9% 

回答者数 589 100.0% 

非該当 299 - 

項目 度数 構成比 

1 時間 0 0.0% 

2 時間 12 2.0% 

3 時間 24 4.1% 

4 時間 59 10.0% 

5 時間 62 10.5% 

6 時間 87 14.8% 

7 時間 55 9.3% 

8 時間 192 32.6% 

9 時間以上 87 14.8% 

無回答 11 1.9% 

回答者数 589 100.0% 

非該当 299 - 



17 

（１）-2 （１）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 家を出る時刻と

帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えく

ださい。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。時間は、

必ず （例）０８時～１８時のように、２４時間制でお答えください。（□内に数字でご記入くだ

さい。数字は一枠に一字。） 

現在就労している「母親」の家を出る時刻は、「８時」の割合が 50.4％、帰宅時刻は、「18 時」

の割合が 31.7％とそれぞれ最も高くなっています。 

また、家を出てから帰宅するまでの時間は、「10 時間」の割合が 24.3％と最も高くなっています。 

 

■家を出る時刻 

0.8%

0.3%

17.3%

50.4%

14.1%

4.2%

0.8%

0.8%

3.4%

7.6%

0% 20% 40% 60%

6時前

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答
 

 
 
 
■帰宅時刻 

2.2%

3.6%

3.1%

8.0%

11.2%

16.0%

31.7%

11.5%

2.4%

2.7%

7.6%

0% 10% 20% 30% 40%

13時前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答
 

 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

6 時前 5 0.8% 

6 時 2 0.3% 

7 時 102 17.3% 

8 時 297 50.4% 

9 時 83 14.1% 

10 時 25 4.2% 

11 時 5 0.8% 

12 時 5 0.8% 

13 時以降 20 3.4% 

無回答 45 7.6% 

回答者数 589 100.0% 

非該当 299 - 

項目 度数 構成比 

13 時前 13 2.2% 

13 時 21 3.6% 

14 時 18 3.1% 

15 時 47 8.0% 

16 時 66 11.2% 

17 時 94 16.0% 

18 時 187 31.7% 

19 時 68 11.5% 

20 時 14 2.4% 

21 時以降 16 2.7% 

無回答 45 7.6% 

回答者数 589 100.0% 

非該当 299 - 
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■家を出てから帰宅するまでの時間 

0.3%

0.3%

1.5%

3.9%

5.9%

5.3%

7.3%

9.7%

11.7%

24.3%

22.1%

7.6%

0% 10% 20% 30%

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時間以上

無回答

 
 
 
 
（２）父親【母子家庭の場合は記入は不要です】当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「父親」の就労状況は、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、

育休・介護休業中ではない」の割合が 90.7％と最も高くなっています。 

産休・育休・介護休業中の父親は、フルタイムとパートタイムを含め 0人となっています。 

 

90.7%

0.0%

0.7%

0.0%

0.8%

0.0%

7.7%

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

フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

1 時間 2 0.3%

2 時間 2 0.3%

3 時間 9 1.5%

4 時間 23 3.9%

5 時間 35 5.9%

6 時間 31 5.3%

7 時間 43 7.3%

8 時間 57 9.7%

9 時間 69 11.7%

10 時間 143 24.3%

11 時間以上 130 22.1%

無回答 45 7.6%

回答者数 589 100.0%

非該当 299 - 
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項目 度数 構成比 

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

ではない 
761 90.7%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、育休・介護休業

中である 
0 0.0%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、育休・介護休業中

ではない 
6 0.7%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、育休・介護休業

中である 
0 0.0%

以前は就労していたが、現在は就労していない 7 0.8%

これまで就労したことがない 0 0.0%

無回答 65 7.7%

回答者数 839 100.0%

非該当 49 - 
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（２）-1 （２）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。１週当たりの「就

労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労日数や就労時間

が、一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。育休・介護休業中の方

は、休業に入る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠

に一字。） 

現在就労している「父親」の１週あたり就労日数は、「５日」の割合が 50.1％、１日あたり就労

時間（残業を含む）は「８時間」の割合が 35.1％とそれぞれ最も高くなっています。 

 

■１週あたり就労日数 

0.1%

0.1%

1.2%

0.5%

50.1%

42.9%

3.9%

1.2%

0% 20% 40% 60%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

 
 
 
■１日あたり就労時間（残業を含む） 

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.4%

0.8%

35.1%

14.6%

22.8%

24.5%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40%

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時間以上

無回答

 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

1 日 1 0.1% 

2 日 1 0.1% 

3 日 9 1.2% 

4 日 4 0.5% 

5 日 384 50.1% 

6 日 329 42.9% 

7 日 30 3.9% 

無回答 9 1.2% 

回答者数 767 100.0% 

非該当 121 - 

項目 度数 構成比 

1 時間 0 0.0% 

2 時間 0 0.0% 

3 時間 0 0.0% 

4 時間 1 0.1% 

5 時間 1 0.1% 

6 時間 3 0.4% 

7 時間 6 0.8% 

8 時間 269 35.1% 

9 時間 112 14.6% 

10 時間 175 22.8% 

11 時間以上 188 24.5% 

無回答 12 1.6% 

回答者数 767 100.0% 

非該当 121 - 
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（２）-2 （２）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。家を出る時刻と帰

宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えくだ

さい。育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。時間は、必ず（例）

０８時～１８時のように、２４時間制でお答えください。（□内に数字でご記入ください。数字

は一枠に一字。） 

現在就労している「父親」の家を出る時刻は、「７時」の割合が 45.1％、帰宅時刻は、「19 時」

の割合が 23.7％とそれぞれ最も高くなっています。 

また、家を出てから帰宅するまでの時間は、「12 時間」の割合が 21.5％と最も高くなっています。 

 

■家を出る時刻 

2.5%

9.9%

45.1%

29.9%

2.2%

1.6%

0.1%

0.0%

2.7%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6時前

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答
 

 
 
■帰宅時刻 

0.0%

0.3%

0.1%

0.3%

1.2%

4.4%

23.6%

23.7%

17.6%

10.2%

4.8%

7.8%

6.0%

0% 10% 20% 30%

13時前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時以降

無回答

 
 
 
 

項目 度数 構成比 

6 時前 19 2.5% 

6 時 76 9.9% 

7 時 346 45.1% 

8 時 229 29.9% 

9 時 17 2.2% 

10 時 12 1.6% 

11 時 1 0.1% 

12 時 0 0.0% 

13 時以降 21 2.7% 

無回答 46 6.0% 

回答者数 767 100.0% 

非該当 121 - 

項目 度数 構成比 

13 時前 0 0.0% 

13 時 2 0.3% 

14 時 1 0.1% 

15 時 2 0.3% 

16 時 9 1.2% 

17 時 34 4.4% 

18 時 181 23.6% 

19 時 182 23.7% 

20 時 135 17.6% 

21 時 78 10.2% 

22 時 37 4.8% 

23 時以降 60 7.8% 

無回答 46 6.0% 

回答者数 767 100.0% 

非該当 121 - 
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■家を出てから帰宅するまでの時間 

0.1%

18.8%

19.0%

21.5%

13.8%

9.1%

5.0%

6.6%

6.0%

0% 10% 20% 30%

1時間～5時間

6時間～10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間

16時間以上

無回答

 
 
問 13 問 12 の（１）または（２）で「3.4.」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけ

た方にうかがいます。該当しない方は、問 14 へお進みください。フルタイムへの転換希望はあ

りますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 

（１）母親 

パート・アルバイト等で就労している「母親」のフルタイムへの転換希望は、「パート・アルバ

イト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望」の割合が 47.3％と最も高く、「フルタイ

ム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある」の割

合は 8.3％、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現で

きる見込みはない」の割合は 26.7％となっています。 

 

8.3%

26.7%

47.3%

2.5%

15.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けること

を希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家

事に専念したい

無回答

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

1 時間～5時間 1 0.1%

6 時間～10 時間 144 18.8%

11 時間 146 19.0%

12 時間 165 21.5%

13 時間 106 13.8%

14 時間 70 9.1%

15 時間 38 5.0%

16 時間以上 51 6.6%

無回答 46 6.0%

回答者数 767 100.0%

非該当 121 - 
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項目 度数 構成比 

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

ある 
23 8.3%

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

はない 
74 26.7%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 131 47.3%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい 7 2.5%

無回答 42 15.2%

回答者数 277 100.0%

非該当 611 - 

 

（２）父親 

パート・アルバイト等で就労している「父親」のフルタイムへの転換希望は、「フルタイム（１

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

ム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」「パ

ート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望」がそれぞれ 2 件となって

います。 

 

2

2

2

0

0

0件 1件 2件 3件 4件

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けること

を希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家

事に専念したい

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

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

ある 
2 33.3%

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

はない 
2 33.3%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 2 33.3%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 6 100.0%

非該当 882 - 
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問 14 問 12 の（１）または（２）で「5.以前は就労していたが、現在は就労していない」または「6.

これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。該当しない方は、問 15 へお進

みください。就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつ

け、該当する□内には数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。 

 

（１）母親 

「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」と回

答した「母親」の就労希望は、「1年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労した

い」の割合が 45.6％と最も高く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 22.6％、

「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 18.5％となっています。 

また、就労を希望する時期（一番下の子どもの年齢）は、「３歳」の割合が 38.2％と最も高くな

っています。 

さらに、現在就労していない「母親」の今後希望する就労形態は、「パートタイム、アルバイト

等（フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）以外）」の割合が 47.4％と高くなってい

ます。希望する就労形態がパートタイム・アルバイト等の場合の、１週あたりの勤務日数は「４日

（17.3％）」「５日（19.4％）」、１日あたりの勤務時間は、「３～５時間（35.7％）」の割合がいずれ

も高くなっています。 

 

18.5%

45.6%

22.6%

13.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

1年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 53 18.5% 

1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい 131 45.6% 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 65 22.6% 

無回答 38 13.2% 

回答者数 287 100.0% 

非該当 601 - 
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■就労を希望する時期（子どもの年齢） 

3.8%

7.6%

38.2%

9.2%

2.3%

9.9%

27.5%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

7歳以上

無回答

 

 

■希望する就労形態 

7.1%

47.4%

45.4%

0% 20% 40% 60% 80%

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 14 7.1%

パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 93 47.4%

無回答 89 45.4%

回答者数 196 100.0%

非該当 692 - 

 

 

■希望する就労形態がパートタイム・アルバイト等の場合の希望する勤務日数・時間 

（１週あたり勤務日数） 

0.0%

0.5%

10.7%

17.3%

19.4%

52.0%

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

1 歳 5 3.8% 

2 歳 10 7.6% 

3 歳 50 38.2% 

4 歳 12 9.2% 

5 歳 3 2.3% 

6 歳 13 9.9% 

7 歳以上 36 27.5% 

無回答 2 1.5% 

回答者数 131 100.0% 

非該当 757 - 

項目 度数 構成比 

1 日 0 0.0% 

2 日 1 0.5% 

3 日 21 10.7% 

4 日 34 17.3% 

5 日 38 19.4% 

無回答 102 52.0% 

回答者数 196 100.0% 

非該当 692 - 
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（１日あたり勤務時間） 

0.0%

35.7%

11.2%

0.0%

53.1%

0% 20% 40% 60% 80%

1～2時間

3～5時間

6～8時間

9時間以上

無回答

 

 

 

（２）父親 

「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」と回

答した「父親」の就労希望は、「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 2件、「す

ぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 4件となっています。 

また、現在就労していない「父親」の今後希望する就労形態は、「フルタイム（１週５日程度・

１日８時間程度の就労）」が 4件となっています。 

 

2

0

4

1

0件 1件 2件 3件 4件 5件

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

1年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 2 28.6% 

1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい 0 0.0% 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 4 57.1% 

無回答 1 14.3% 

回答者数 7 100.0% 

非該当 881 - 

 

 

■就労を希望する時期（子どもの年齢） 

「1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい」の回答はなし 

 

 

 

項目 度数 構成比 

1～2時間 0 0.0% 

3～5 時間 70 35.7% 

6～8 時間 22 11.2% 

9 時間以上 0 0.0% 

無回答 104 53.1% 

回答者数 196 100.0% 

非該当 692 - 
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■希望する就労形態 

4

0

0

0件 1件 2件 3件 4件 5件

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 4 100.0%

パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 4 100.0%

非該当 884 - 

 

 

■希望する就労形態がパートタイム・アルバイト等の場合の希望する勤務日数・時間 

（１週あたり勤務日数） 

回答なし 

 

（１日あたり勤務時間） 

回答なし 
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５ 宛名のお子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

 

※ここでいう「定期的な教育・保育事業」とは、月単位で定期的に利用している事業を指します。具体的には、幼稚

園や保育所など、問15-1に示した事業が含まれます。 

 

問 15 宛名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利用されて

いますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

定期的な教育・保育の事業の利用状況は、「利用している」の割合が 74.0％に対し、「利用してい

ない」が 26.0％と、「利用している」割合が上回っています。 

 

利用している, 
74.0%

利用していない, 
26.0%

無回答, 0.0%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

利用している 657 74.0% 

利用していない 231 26.0% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 888 100.0% 
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問 15-1 問 15-1～問 15-4 は、問 15 で「1.利用している」に○をつけた方にうかがいます。宛名の

お子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じて「定期的に」

利用している事業をお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

平日の教育・保育の事業の利用種別は、「認可保育所（保育を必要とする 0～5歳児に対して保育

を行う施設で、国が定める最低基準に適合した施設で都道府県等の認可を受けたもの）」の割合が

59.8％と最も高く、次いで「幼稚園（3～5 歳児に対して学校教育を行う施設で、通常の就園時間の

利用）」が 24.7％、「認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）」が 12.0％となって

います。 

 

24.7%

2.0%

59.8%

12.0%

0.2%

3.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.9%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

幼稚園（3～5歳児に対して学校教育を行う施設で、通常の就園時間の利用） 162 24.7%

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ） 13 2.0%

認可保育所（保育を必要とする 0～5歳児に対して保育を行う施設で、国が定める最低基準に適

合した施設で都道府県等の認可を受けたもの） 
393 59.8%

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設） 79 12.0%

家庭的保育（保育者の家庭等で子どもを保育する事業） 1 0.2%

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設） 20 3.0%

その他の認可外の保育施設 0 0.0%

居宅訪問型保育（ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭で保育する事業） 0 0.0%

ファミリー・サポート・センター（地域住民が子どもを預かる事業） 2 0.3%

その他 6 0.9%

無回答 1 0.2%

回答者数 657 - 

非該当 231 - 
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問 15-2 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、どのくらい利用していますか。

また、希望としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり何日、１日当たり何時間（何時か

ら何時まで）かを、□内に具体的な数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。時間は、必ず

（例）０９時～１８時のように２４時間制でご記入ください。 

 

（１）現在 

平日の教育・保育の事業の日数などの利用状況は、１週あたりの日数については、「５日」の割

合が 86.8％、１日あたりの時間については、「７時間～10 時間」の割合が 65.9％と、それぞれ最も

高くなっています。 

また、利用時間帯は、登園時刻については、「８時（40.0％）」「９時（50.7％）」、帰園時刻につ

いては、「16 時（30.9％）」の割合がそれぞれ高くなっています。 

 

■１週あたり日数 

0.5%

0.0%

0.3%

0.9%

86.8%

10.7%

0.0%

0.9%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

 

 

 

■１日あたり時間 

1.1%

28.9%

65.9%

2.9%

1.2%

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

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

1 日 3 0.5% 

2 日 0 0.0% 

3 日 2 0.3% 

4 日 6 0.9% 

5 日 570 86.8% 

6 日 70 10.7% 

7 日 0 0.0% 

無回答 6 0.9% 

回答者数 657 100.0% 

非該当 231 - 

項目 度数 構成比 

1 時間～3時間 7 1.1%

4 時間～6時間 190 28.9%

7 時間～10 時間 433 65.9%

11 時間以上 19 2.9%

無回答 8 1.2%

回答者数 657 100.0%

非該当 231 - 
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■利用時間帯 

（登園時刻） 

0.0%

5.2%

40.0%

50.7%

2.3%

0.0%

0.0%

0.6%

1.2%

0% 20% 40% 60%

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

 

 

 

（帰園時刻） 

0.5%

0.2%

24.8%

5.2%

30.9%

19.0%

17.0%

1.2%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

6 時以前 0 0.0% 

7 時 34 5.2% 

8 時 263 40.0% 

9 時 333 50.7% 

10 時 15 2.3% 

11 時 0 0.0% 

12 時 0 0.0% 

13 時以降 4 0.6% 

無回答 8 1.2% 

回答者数 657 100.0% 

非該当 231 - 

項目 度数 構成比 

12 時以前 3 0.5% 

13 時 1 0.2% 

14 時 163 24.8% 

15 時 34 5.2% 

16 時 203 30.9% 

17 時 125 19.0% 

18 時 112 17.0% 

19 時以降 8 1.2% 

無回答 8 1.2% 

回答者数 657 100.0% 

非該当 231 - 
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（２）希望 

平日の教育・保育の事業の日数などの利用希望は、１週あたりの日数については、「５日」の割

合が 60.9％、１日あたりの時間については、「７時間～10 時間」の割合が 61.3％と、それぞれ最も

高くなっています。 

また、利用希望時間帯は、登園時刻については、「８時（36.8％）」「９時（37.1％）」、帰園時刻

については、「16 時（25.9％）」の割合が比較的高くなっています。 

 

■１週あたり日数 

0.5%

0.0%

0.3%

0.9%

86.8%

10.7%

0.0%

0.9%

0.2%

0.3%

0.6%

0.3%

60.9%

18.4%

0.6%

18.7%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

現在

希望

 

 

■１日あたり時間 

1.1%

28.9%

65.9%

2.9%

1.2%

0.6%

12.8%

61.3%

6.5%

18.7%

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

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

現在

希望

 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

1 日 1 0.2% 

2 日 2 0.3% 

3 日 4 0.6% 

4 日 2 0.3% 

5 日 400 60.9% 

6 日 121 18.4% 

7 日 4 0.6% 

無回答 123 18.7% 

回答者数 657 100.0% 

非該当 231 - 

項目 度数 構成比 

1 時間～3時間 4 0.6%

4 時間～6時間 84 12.8%

7 時間～10 時間 403 61.3%

11 時間以上 43 6.5%

無回答 123 18.7%

回答者数 657 100.0%

非該当 231 - 
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■利用時間帯 

（登園時刻） 

0.0%

5.2%

40.0%

50.7%

2.3%

0.0%

0.0%

0.6%

1.2%

0.3%

5.8%

36.8%

37.1%

1.1%

0.0%

0.0%

0.3%

18.6%

0% 20% 40% 60%

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

現在

希望

 

 

（帰園時刻） 

0.5%

0.2%

24.8%

5.2%

30.9%

19.0%

17.0%

1.2%

1.2%

0.6%

0.0%

3.3%

9.9%

25.9%

19.5%

16.3%

5.9%

18.6%

0% 10% 20% 30% 40%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

現在

希望

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

6 時以前 2 0.3% 

7 時 38 5.8% 

8 時 242 36.8% 

9 時 244 37.1% 

10 時 7 1.1% 

11 時 0 0.0% 

12 時 0 0.0% 

13 時以降 2 0.3% 

無回答 122 18.6% 

回答者数 657 100.0% 

非該当 231 - 

項目 度数 構成比 

12 時以前 4 0.6% 

13 時 0 0.0% 

14 時 22 3.3% 

15 時 65 9.9% 

16 時 170 25.9% 

17 時 128 19.5% 

18 時 107 16.3% 

19 時以降 39 5.9% 

無回答 122 18.6% 

回答者数 657 100.0% 

非該当 231 - 
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問 15-3 現在、利用している教育・保育事業の実施場所についてうかがいます。当てはまる番号１

つに○をつけてください。 

現在、利用している教育・保育事業の実施場所については、「沼田地区」の割合が 63.0％と最も

高く、次いで「利南地区」が 11.0％と続いています。 

 

63.0%

11.0%

2.6%

4.9%

2.0%

7.2%

7.6%

1.7%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答

 

 

 

 

 

問 15-4 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由についてうかがいます。主な理由

として当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

平日に定期的に教育・保育の事業を利用している理由は、「子どもの教育や発達のため（65.9％）」

「子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している（70.2％）」の割合がいずれも 7 割前後

と高くなっています。 

 

65.9%

70.2%

3.8%

1.4%

1.1%

0.5%

1.1%

0.9%

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

子どもの教育や発達のため

子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している

子育て（教育を含む）をしている方が就労予定がある／求職中である

子育て（教育を含む）をしている方が家族・親族などを介護している

子育て（教育を含む）をしている方が病気や障害がある

子育て（教育を含む）をしている方が学生である

その他

無回答

 

 

 

項目 度数 構成比 

沼田地区 414 63.0%

利南地区 72 11.0%

池田地区 17 2.6%

薄根地区 32 4.9%

川田地区 13 2.0%

白沢地区 47 7.2%

利根地区 50 7.6%

他の市町村 11 1.7%

無回答 1 0.2%

回答者数 657 100.0%

非該当 231 - 
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項目 度数 構成比 

子どもの教育や発達のため 433 65.9% 

子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している 461 70.2% 

子育て（教育を含む）をしている方が就労予定がある／求職中である 25 3.8% 

子育て（教育を含む）をしている方が家族・親族などを介護している 9 1.4% 

子育て（教育を含む）をしている方が病気や障害がある 7 1.1% 

子育て（教育を含む）をしている方が学生である 3 0.5% 

その他 7 1.1% 

無回答 6 0.9% 

回答者数 657 - 

非該当 231 - 
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問 15-5 問 15 で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。利用していない理由は何

ですか。理由としてもっとも当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

定期的な教育・保育事業を利用していない理由は、「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}」の割合が 60.2％と最も高くなっています。また、「（子ども

の教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利用する必要がない」

の割合も 46.8％と比較的高くなっています。 

また、教育・保育事業の利用開始年齢は、「３歳」の割合が 61.2％と最も高くなっています。 

 

46.8%

11.3%

0.0%

4.3%

4.3%

0.9%

1.7%

60.2%

12.1%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80%

（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労して

いないなどの理由で）利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

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

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}

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利用す

る必要がない 
108 46.8%

子どもの祖父母や親戚の人がみている 26 11.3%

近所の人や父母の友人・知人がみている 0 0.0%

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 10 4.3%

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 10 4.3%

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 2 0.9%

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 4 1.7%

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} 139 60.2%

その他 28 12.1%

無回答 2 0.9%

回答者数 231 - 

非該当 657 - 
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■教育・保育事業の利用開始年齢 

0.0%

12.2%

12.2%

61.2%

10.1%

0.7%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1歳前

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

1 歳前 0 0.0% 

1 歳 17 12.2% 

2 歳 17 12.2% 

3 歳 85 61.2% 

4 歳 14 10.1% 

5 歳 1 0.7% 

無回答 5 3.6% 

回答者数 139 100.0% 

非該当 749 - 
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問 16 すべての方にうかがいます。現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお

子さんの平日の教育・保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えくださ

い。当てはまる番号すべてに○をつけてください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用

者負担が発生します。認可保育所の場合、世帯収入に応じた利用料が設定されています。 

平日の教育・保育の事業の利用意向は、「認可保育所（保育を必要とする 0～5歳児に対して保育

を行う施設で、国が定める最低基準に適合した施設で都道府県等の認可を受けた定員２０人以上の

もの）」の割合が 59.6％と最も高く、次いで「幼稚園（3～5 歳児に対して学校教育を行う施設で、

通常の就園時間の利用）」が 36.8％、「認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）」

が 24.0％となっています。 

 

24.7%

2.0%

59.8%

12.0%

0.2%

3.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.9%

36.8%

17.0%

59.6%

24.0%

5.4%

2.5%

5.7%

0.6%

2.6%

7.3%

1.7%

1.9%

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

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

現在の利用

利用意向

 

項目 度数 構成比 

幼稚園（3～5歳児に対して学校教育を行う施設で、通常の就園時間の利用） 327 36.8%

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ） 151 17.0%

認可保育所（保育を必要とする 0～5歳児に対して保育を行う施設で、国が定める最低基準に適

合した施設で都道府県等の認可を受けた定員２０人以上のもの） 
529 59.6%

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設） 213 24.0%

小規模な保育施設（国が定める最低基準に適合した施設で市町村の認可を受けた定員概ね６～

１９人のもの） 
48 5.4%

家庭的保育（保育者の家庭等で５人以下の子どもを保育する事業） 22 2.5%

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設） 51 5.7%

その他の認可外の保育施設 5 0.6%

居宅訪問型保育（ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭で保育する事業） 23 2.6%

ファミリー・サポート・センター（地域住民が子どもを預かる事業） 65 7.3%

その他 15 1.7%

無回答 17 1.9%

回答者数 888 - 
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問 16-1 教育・保育事業を利用したい場所についてうかがいます。当てはまる番号１つに○をつけ

てください。 

利用したい教育・保育事業の場所については、「沼田地区」の割合が 54.5％と最も高く、次いで

「利南地区」が 12.3％と続いています。 

 

63.0%

11.0%

2.6%

4.9%

2.0%

7.2%

7.6%

1.7%

0.2%

54.5%

12.3%

2.9%

7.5%

2.9%

8.3%

6.4%

1.7%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答

現在

意向

 
 
 
 
■現在利用している地区と、利用したい場所の比較 

（現在利用地区：沼田地区） 

84.1%

4.3%

0.7%

4.3%

2.2%

0.5%

0.2%

0.5%

3.1%

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

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答
 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

沼田地区 484 54.5%

利南地区 109 12.3%

池田地区 26 2.9%

薄根地区 67 7.5%

川田地区 26 2.9%

白沢地区 74 8.3%

利根地区 57 6.4%

他の市町村 15 1.7%

無回答 30 3.4%

回答者数 888 100.0%

項目 度数 構成比 

沼田地区 348 84.1% 

利南地区 18 4.3% 

池田地区 3 0.7% 

薄根地区 18 4.3% 

川田地区 9 2.2% 

白沢地区 2 0.5% 

利根地区 1 0.2% 

他の市町村 2 0.5% 

無回答 13 3.1% 

回答者数 414 100.0% 
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（現在利用地区：利南地区） 

 

16.7%

77.8%

0.0%

1.4%

0.0%

2.8%

0.0%

0.0%

1.4%

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

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答
 

 

 

（現在利用地区：池田地区） 

 

0

0

14

1

0

1

0

1

0

0件 5件 10件 15件

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答
 

 

 

（現在利用地区：薄根地区） 

1

1

0

28

1

0

0

0

1

0件 10件 20件 30件

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答
 

 

 

 

項目 度数 構成比 

沼田地区 12 16.7% 

利南地区 56 77.8% 

池田地区 0 0.0% 

薄根地区 1 1.4% 

川田地区 0 0.0% 

白沢地区 2 2.8% 

利根地区 0 0.0% 

他の市町村 0 0.0% 

無回答 1 1.4% 

回答者数 72 100.0% 

項目 度数 構成比 

沼田地区 0 0.0% 

利南地区 0 0.0% 

池田地区 14 82.4% 

薄根地区 1 5.9% 

川田地区 0 0.0% 

白沢地区 1 5.9% 

利根地区 0 0.0% 

他の市町村 1 5.9% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 17 100.0% 

項目 度数 構成比 

沼田地区 1 3.1% 

利南地区 1 3.1% 

池田地区 0 0.0% 

薄根地区 28 87.5% 

川田地区 1 3.1% 

白沢地区 0 0.0% 

利根地区 0 0.0% 

他の市町村 0 0.0% 

無回答 1 3.1% 

回答者数 32 100.0% 
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（現在利用地区：川田地区） 

0

0

0

2

10

0

0

0

1

0件 5件 10件 15件

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答
 

 

 

（現在利用地区：白沢地区） 

1

1

1

0

0

43

0

0

1

0件 10件 20件 30件 40件 50件

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答
 

 

 

（現在利用地区：利根地区） 

2

2

0

1

0

3

41

0

1

0件 10件 20件 30件 40件 50件

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答
 

 

 

 

項目 度数 構成比 

沼田地区 0 0.0% 

利南地区 0 0.0% 

池田地区 0 0.0% 

薄根地区 2 15.4% 

川田地区 10 76.9% 

白沢地区 0 0.0% 

利根地区 0 0.0% 

他の市町村 0 0.0% 

無回答 1 7.7% 

回答者数 13 100.0% 

項目 度数 構成比 

沼田地区 1 2.1% 

利南地区 1 2.1% 

池田地区 1 2.1% 

薄根地区 0 0.0% 

川田地区 0 0.0% 

白沢地区 43 91.5% 

利根地区 0 0.0% 

他の市町村 0 0.0% 

無回答 1 2.1% 

回答者数 47 100.0% 

項目 度数 構成比 

沼田地区 2 4.0% 

利南地区 2 4.0% 

池田地区 0 0.0% 

薄根地区 1 2.0% 

川田地区 0 0.0% 

白沢地区 3 6.0% 

利根地区 41 82.0% 

他の市町村 0 0.0% 

無回答 1 2.0% 

回答者数 50 100.0% 
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（現在利用地区：他の市町村） 

3

1

0

1

0

1

0

3

2

0件 1件 2件 3件 4件

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

他の市町村

無回答
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

沼田地区 3 27.3% 

利南地区 1 9.1% 

池田地区 0 0.0% 

薄根地区 1 9.1% 

川田地区 0 0.0% 

白沢地区 1 9.1% 

利根地区 0 0.0% 

他の市町村 3 27.3% 

無回答 2 18.2% 

回答者数 11 100.0% 
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６ 宛名のお子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について 

 

問 17 宛名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をし

たり、情報提供を受けたりする場で、「つどいの広場」「子育て支援センター」等と呼ばれていま

す）を利用していますか。次の中から、利用されているものすべてに○をつけてください。また、

おおよその利用回数（頻度）を□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

地域子育て支援拠点事業の利用状況は、「地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、

相談をする場）」を利用している割合が 13.0％に対し、「利用していない」が 83.7％となっていま

す。 

地域子育て支援拠点事業の利用回数は、１週あたりでは「１回」の割合が 19.1％と比較的高く、

１ヶ月あたりでは、「１回～３回」の割合が 56.5％と高くなっています。 

また、その他当該自治体で実施している類似の事業の利用は 2.8％と少なくなっています。 

 

13.0%

2.8%

83.7%

2.4%

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

地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ご

したり、相談をする場）

その他当該自治体で実施している類似の事業

利用していない

無回答

 

項目 度数 構成比 

地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をする場） 115 13.0% 

その他当該自治体で実施している類似の事業 25 2.8% 

利用していない 743 83.7% 

無回答 21 2.4% 

回答者数 888 - 

 

■地域子育て支援拠点事業の利用（１週あたり回数または１ヶ月あたり回数） 

（１週あたり回数） 

19.1%

9.6%

7.8%

5.2%

0.9%

0.0%

0.0%

57.4%

0% 20% 40% 60% 80%

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

 

 

１週あたりの回数 度数 構成比 

1 回 22 19.1% 

2 回 11 9.6% 

3 回 9 7.8% 

4 回 6 5.2% 

5 回 1 0.9% 

6 回 0 0.0% 

7 回 0 0.0% 

無回答 66 57.4% 

回答者数 115 100.0% 

非該当 773 - 
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（１ヶ月あたり回数） 

56.5%
9.6%

1.7%

0.0%

32.2%

0% 20% 40% 60%

1回～3回

4回～10回

11回～20回

21回以上

無回答

 

 

■その他当該自治体で実施している類似の事業の利用（１週あたり回数または１ヶ月あたり回数） 

（１週あたり回数） 

１週あたりの回数 度数 構成比 

1 回 6 24.0%

2 回 1 4.0%

3 回 0 0.0%

4 回 0 0.0%

5 回 0 0.0%

6 回 0 0.0%

7 回 0 0.0%

無回答 18 72.0%

回答者数 25 100.0%

非該当 863 - 

 

（１ヶ月あたり回数） 

１ヶ月あたりの回数 度数 構成比 

1 回～3回 16 64.0%

4 回～10 回 3 12.0%

11 回～20 回 0 0.0%

21 回以上 0 0.0%

無回答 6 24.0%

回答者数 25 100.0%

非該当 863 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月あたりの回数 度数 構成比 

1 回～3回 65 56.5% 

4 回～10 回 11 9.6% 

11 回～20 回 2 1.7% 

21 回以上 0 0.0% 

無回答 37 32.2% 

回答者数 115 100.0% 

非該当 773 - 
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問 18 問 17 のような地域子育て支援拠点事業について、今は利用していないが、できれば今後利用

したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはまる番号１つに○をつけて、お

およその利用回数（頻度）を□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。なお、これら

の事業の利用には、一定の利用者負担が発生する場合があります。 

地域子育て支援拠点事業の新規の利用及び利用拡大の意向は、「利用していないが、今後利用し

たい（27.1％）」と「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい（7.1％）」の合計割合が

34.2％に対し、「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 59.3％となっていま

す。 

地域子育て支援拠点事業の利用回数は、新規の利用及び利用拡大ともに、１週あたりでは「１回

（36.1％）」の割合、１ヶ月あたりでは「１回～３回（64.7％）」の割合が高くなっています。 

 

27.1%

7.1%

59.3%

6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

無回答

 

項目 度数 構成比 

利用していないが、今後利用したい 241 27.1%

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 63 7.1%

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 527 59.3%

無回答 57 6.4%

回答者数 888 100.0%

 

 

■利用していないが今後利用したい（１週あたり回数または１ヶ月あたり回数） 

（１週あたり回数） 

36.1%

5.4%

1.2%

0.4%

0.8%

0.0%

0.0%
56.0%

0% 20% 40% 60%

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

 

 

 

 

１週あたりの回数 度数 構成比 

1 回 87 36.1% 

2 回 13 5.4% 

3 回 3 1.2% 

4 回 1 0.4% 

5 回 2 0.8% 

6 回 0 0.0% 

7 回 0 0.0% 

無回答 135 56.0% 

回答者数 241 100.0% 
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（１ヶ月あたり回数） 

64.7%

10.0%

0.4%

0.0%

24.9%

0% 20% 40% 60% 80%

1回～3回

4回～10回

11回～20回

21回以上

無回答

 

 

 

■利用回数を更に増やしたい（１週あたり回数または１ヶ月あたり回数） 

（１週あたり回数） 

30.2%

15.9%

4.8%

3.2%

0.0%

0.0%

0.0%

46.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

 

 

（１ヶ月あたり回数） 

38.1%

19.0%

0.0%

0.0%

42.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1回～3回

4回～10回

11回～20回

21回以上

無回答

 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月あたりの回数 度数 構成比 

1 回～3回 156 64.7% 

4 回～10 回 24 10.0% 

11 回～20 回 1 0.4% 

21 回以上 0 0.0% 

無回答 60 24.9% 

回答者数 241 100.0% 

１週あたりの回数 度数 構成比 

1 回 19 30.2% 

2 回 10 15.9% 

3 回 3 4.8% 

4 回 2 3.2% 

5 回 0 0.0% 

6 回 0 0.0% 

7 回 0 0.0% 

無回答 29 46.0% 

回答者数 63 100.0% 

１ヶ月あたりの回数 度数 構成比 

1 回～3回 24 38.1% 

4 回～10 回 12 19.0% 

11 回～20 回 0 0.0% 

21 回以上 0 0.0% 

無回答 27 42.9% 

回答者数 63 100.0% 
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問 19 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したいと

思うものをお答えください。①～⑦の事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」

のいずれかに○をつけてください。 

認知度は、「①母親(父親)学級、両親学級、育児学級（74.9％）」「②保健センターの情報・相談

事業（72.4％）」「⑦子育て支援センター（身近な地域における相談や親同士の交流の場）（84.5％）」

の割合がいずれも 7割を超え高くなっています。 

 

■認知度 

74.9%

72.4%

23.4%

35.6%

40.2%

66.7%

84.5%

48.4%

65.8%

50.5%

65.3%

19.6%

22.7%

71.4%

59.6%

54.5%

28.6%

10.1%

46.4%

29.4%

44.9%

29.7%

5.5%

4.8%

5.2%

4.8%

5.3%

4.7%

5.4%

5.2%

4.8%

4.6%

5.0%

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

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤家庭児童相談室

⑥保育所や幼稚園の園庭等の開放

⑦子育て支援センター

⑧児童館

⑨ファミリー・サポート・センタ―

⑩保育園等で実施している子育て相談

⑪市が発行する子育て情報誌

知っている 知らない 無回答

 
 

項目 知っている 知らない 無回答 回答者数 

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級 
665 174 49 888 

74.9% 19.6% 5.5% 100.0% 

②保健センターの情報・相談事業 
643 202 43 888 

72.4% 22.7% 4.8% 100.0% 

③家庭教育に関する学級・講座 
208 634 46 888 

23.4% 71.4% 5.2% 100.0% 

④教育相談センター・教育相談室 
316 529 43 888 

35.6% 59.6% 4.8% 100.0% 

⑤家庭児童相談室 
357 484 47 888 

40.2% 54.5% 5.3% 100.0% 

⑥保育所や幼稚園の園庭等の開放 
592 254 42 888 

66.7% 28.6% 4.7% 100.0% 

⑦子育て支援センター（身近な地域における

相談や親同士の交流の場） 

750 90 48 888 

84.5% 10.1% 5.4% 100.0% 

⑧児童館 
430 412 46 888 

48.4% 46.4% 5.2% 100.0% 

⑨ファミリー・サポート・センタ― 
584 261 43 888 

65.8% 29.4% 4.8% 100.0% 

⑩保育園、幼稚園、認定こども園で実施して

いる子育て相談 

448 399 41 888 

50.5% 44.9% 4.6% 100.0% 

⑪子育てガイドブックなど市が発行する子

育て情報誌 

580 264 44 888 

65.3% 29.7% 5.0% 100.0% 
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利用度は、「①母親(父親)学級、両親学級、育児学級（47.9％）」「⑦子育て支援センター（身近

な地域における相談や親同士の交流の場）（50.0％）」の割合がいずれも 5割前後と高くなっていま

す。 

 

■利用度 

47.9%

30.7%

4.6%

2.8%

2.3%

31.4%

50.0%

9.6%

8.2%

13.3%

39.4%

44.4%

60.1%

84.8%

86.7%

86.5%

59.5%

42.7%

80.2%

81.5%

76.8%

51.0%

7.8%

9.1%

10.6%

10.5%

11.3%

9.1%

7.3%

10.2%

10.2%

9.9%

9.6%

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

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤家庭児童相談室

⑥保育所や幼稚園の園庭等の開放

⑦子育て支援センター

⑧児童館

⑨ファミリー・サポート・センタ―

⑩保育園等で実施している子育て相談

⑪市が発行する子育て情報誌

これまでに利用したことがある 利用したことがない 無回答

 

項目 

これまでに

利用したこ

とがある 

利用したこ

とがない 
無回答 回答者数 

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級 
425 394 69 888 

47.9% 44.4% 7.8% 100.0% 

②保健センターの情報・相談事業 
273 534 81 888 

30.7% 60.1% 9.1% 100.0% 

③家庭教育に関する学級・講座 
41 753 94 888 

4.6% 84.8% 10.6% 100.0% 

④教育相談センター・教育相談室 
25 770 93 888 

2.8% 86.7% 10.5% 100.0% 

⑤家庭児童相談室 
20 768 100 888 

2.3% 86.5% 11.3% 100.0% 

⑥保育所や幼稚園の園庭等の開放 
279 528 81 888 

31.4% 59.5% 9.1% 100.0% 

⑦子育て支援センター（身近な地域における

相談や親同士の交流の場） 

444 379 65 888 

50.0% 42.7% 7.3% 100.0% 

⑧児童館 
85 712 91 888 

9.6% 80.2% 10.2% 100.0% 

⑨ファミリー・サポート・センタ― 
73 724 91 888 

8.2% 81.5% 10.2% 100.0% 

⑩保育園、幼稚園、認定こども園で実施して

いる子育て相談 

118 682 88 888 

13.3% 76.8% 9.9% 100.0% 

⑪子育てガイドブックなど市が発行する子

育て情報誌 

350 453 85 888 

39.4% 51.0% 9.6% 100.0% 
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利用意向は、「⑪子育てガイドブックなど市が発行する子育て情報誌」の割合が 59.9％と最も高

く、次いで「⑥保育所や幼稚園の園庭等の開放」が 54.8％、「⑧児童館」が 53.4％となっています。 

 

■利用意向 

37.7%

42.2%

36.6%

35.6%

28.5%

54.8%

49.9%

53.4%

34.7%

44.8%

59.9%

51.2%

45.9%

53.4%

53.5%

59.7%

33.9%

39.5%

36.0%

54.2%

44.6%

29.5%

11.0%

11.8%

10.0%

10.9%

11.8%

11.3%

10.6%

10.6%

11.1%

10.6%

10.6%

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

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤家庭児童相談室

⑥保育所や幼稚園の園庭等の開放

⑦子育て支援センター

⑧児童館

⑨ファミリー・サポート・センタ―

⑩保育園等で実施している子育て相談

⑪市が発行する子育て情報誌

今後利用したい 利用予定はない 無回答

 

項目 
今後利用し

たい 

利用予定は

ない 
無回答 回答者数 

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級 
335 455 98 888 

37.7% 51.2% 11.0% 100.0% 

②保健センターの情報・相談事業 
375 408 105 888 

42.2% 45.9% 11.8% 100.0% 

③家庭教育に関する学級・講座 
325 474 89 888 

36.6% 53.4% 10.0% 100.0% 

④教育相談センター・教育相談室 
316 475 97 888 

35.6% 53.5% 10.9% 100.0% 

⑤家庭児童相談室 
253 530 105 888 

28.5% 59.7% 11.8% 100.0% 

⑥保育所や幼稚園の園庭等の開放 
487 301 100 888 

54.8% 33.9% 11.3% 100.0% 

⑦子育て支援センター（身近な地域における

相談や親同士の交流の場） 

443 351 94 888 

49.9% 39.5% 10.6% 100.0% 

⑧児童館 
474 320 94 888 

53.4% 36.0% 10.6% 100.0% 

⑨ファミリー・サポート・センタ― 
308 481 99 888 

34.7% 54.2% 11.1% 100.0% 

⑩保育園、幼稚園、認定こども園で実施して

いる子育て相談 

398 396 94 888 

44.8% 44.6% 10.6% 100.0% 

⑪子育てガイドブックなど市が発行する子

育て情報誌 

532 262 94 888 

59.9% 29.5% 10.6% 100.0% 
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７ 宛名のお子さんの土曜・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 20 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の事業の利用希望

はありますか（一時的な利用は除きます）。希望がある場合は、利用したい時間帯を、(例)０９

時～１８時のように２４時間制でご記入ください(数字は一枠に一字)。なお、これらの事業の利

用には、一定の利用者負担が発生します。 

 

※保育・教育事業とは、幼稚園、保育所、認可外保育施設などの事業を指しますが、親族・知人による預かりは含

みません。 

 

（１）土曜日 

土曜日の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、「利用する必要はない」の割合が 57.5％に対

し、「ほぼ毎週利用したい（15.5％）」と「月に１～２回は利用したい（25.6％）」の合計割合は 41.1％

となっています。 

また、利用したい時間帯は、登園時刻については、「８時（47.9％）」「９時（34.5％）」、帰園時

刻については、「17 時（23.3％）」「18 時（25.8％）」の割合が比較的高くなっています。 

さらに、１日あたりの利用希望時間は、「７時間～10 時間」の割合が 63.8％と最も高くなってい

ます。 

 

57.5%

15.5%

25.6%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

 

項目 度数 構成比 

利用する必要はない 511 57.5%

ほぼ毎週利用したい 138 15.5%

月に１～２回は利用したい 227 25.6%

無回答 12 1.4%

回答者数 888 100.0%
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■利用時間帯 

（登園時刻） 

0.3%

10.4%

47.9%

34.5%

4.4%

0.0%

0.5%

0.5%

1.4%

0% 20% 40% 60%

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

 

 

（帰園時刻） 

0.5%

6.0%

3.3%

3.8%

11.2%

16.4%

23.3%

25.8%

7.9%

1.6%

0% 10% 20% 30%

11時以前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

 

■１日あたり利用時間 

4.9%

17.3%

63.8%

12.3%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

項目 度数 構成比 

6 時以前 1 0.3% 

7 時 38 10.4% 

8 時 175 47.9% 

9 時 126 34.5% 

10 時 16 4.4% 

11 時 0 0.0% 

12 時 2 0.5% 

13 時以降 2 0.5% 

無回答 5 1.4% 

回答者数 365 100.0% 

非該当 523 - 

項目 度数 構成比 

11 時以前 2 0.5% 

12 時 22 6.0% 

13 時 12 3.3% 

14 時 14 3.8% 

15 時 41 11.2% 

16 時 60 16.4% 

17 時 85 23.3% 

18 時 94 25.8% 

19 時以降 29 7.9% 

無回答 6 1.6% 

回答者数 365 100.0% 

非該当 523 - 

項目 度数 構成比 

1 時間～3時間 18 4.9% 

4 時間～6時間 63 17.3% 

7 時間～10 時間 233 63.8% 

11 時間以上 45 12.3% 

無回答 6 1.6% 

回答者数 365 100.0% 

非該当 523 - 
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（２）日曜・祝日 

日曜・祝日の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、「利用する必要はない」の割合が 76.6％

に対し、「ほぼ毎週利用したい（3.3％）」と「月に１～２回は利用したい（17.9％）」の合計割合は

21.2％となっています。 

また、利用したい時間帯は、登園時刻については、「８時（51.1％）」、帰園時刻については、「17

時（28.2％）」「18 時（32.4％）」の割合が比較的高くなっています。 

さらに、１日あたりの利用希望時間は、「７時間～10 時間」の割合が 70.2％と最も高くなってい

ます。 

 

76.6%

3.3%

17.9%

2.3%

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

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

 

項目 度数 構成比 

利用する必要はない 680 76.6%

ほぼ毎週利用したい 29 3.3%

月に１～２回は利用したい 159 17.9%

無回答 20 2.3%

回答者数 888 100.0%

 

 

■利用時間帯 

（登園時刻） 

0.5%

11.2%

51.1%

28.7%

6.4%

0.0%

0.5%

0.5%

1.1%

0% 20% 40% 60%

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

6 時以前 1 0.5% 

7 時 21 11.2% 

8 時 96 51.1% 

9 時 54 28.7% 

10 時 12 6.4% 

11 時 0 0.0% 

12 時 1 0.5% 

13 時以降 1 0.5% 

無回答 2 1.1% 

回答者数 188 100.0% 

非該当 700 - 
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（帰園時刻） 

0.5%

3.2%

0.5%

1.1%

6.9%

13.8%

28.2%

32.4%

11.7%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40%

11時以前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

 

 

■１日あたり利用時間 

3.2%

8.5%

70.2%

16.5%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

11 時以前 1 0.5% 

12 時 6 3.2% 

13 時 1 0.5% 

14 時 2 1.1% 

15 時 13 6.9% 

16 時 26 13.8% 

17 時 53 28.2% 

18 時 61 32.4% 

19 時以降 22 11.7% 

無回答 3 1.6% 

回答者数 188 100.0% 

非該当 700 - 

項目 度数 構成比 

1 時間～3時間 6 3.2% 

4 時間～6時間 16 8.5% 

7 時間～10 時間 132 70.2% 

11 時間以上 31 16.5% 

無回答 3 1.6% 

回答者数 188 100.0% 

非該当 700 - 
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問 20-1 問 20 の（１）もしくは（２）で、「3.月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にうか

がいます。毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけ

てください。 

土曜日や日曜・祝日の教育・保育の事業を毎週ではなく、たまに利用したい理由は、「月に数回

仕事が入るため」の割合が 69.6％と最も高く、「平日に済ませられない用事をまとめて済ませるた

め」が 30.1％と続いています。 

 

69.6%

30.1%

2.1%

23.2%

11.4%

2.4%

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

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

月に数回仕事が入るため 201 69.6%

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 87 30.1%

親族の介護や手伝いが必要なため 6 2.1%

息抜きのため 67 23.2%

その他 33 11.4%

無回答 7 2.4%

回答者数 289 - 

非該当 599 - 
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問 21 「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。宛名のお子さんについて、夏休み・冬休み

など長期の休暇期間中の教育・保育の事業の利用を希望しますか。希望がある場合は、利用した

い時間帯を、(例)０９時～１８時（例）のように２４時間制でご記入ください(数字は一枠に一

字)。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

幼稚園利用者の夏休み・冬休みなどの長期の休暇中の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、

「利用する必要はない」の割合が 46.3％に対し、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい（13.0％）」

と「休みの期間中、週に数日利用したい（38.3％）」の合計割合は 51.3％となっています。 

また、利用したい時間帯は、登園時刻については、「９時」の割合が 81.9％、帰園時刻について

は、「15 時」が 33.7％と比較的高くなっています。 

さらに、１日あたりの利用希望時間は、「７時間～10 時間」の割合が 47.0％と最も高くなってい

ます。 

 

46.3%

13.0%

38.3%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利用する必要はない

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

利用する必要はない 75 46.3%

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 21 13.0%

休みの期間中、週に数日利用したい 62 38.3%

無回答 4 2.5%

回答者数 162 100.0%

非該当 726 - 
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■利用時間帯 

（登園時刻） 

0.0%

0.0%

16.9%

81.9%

1.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

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

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

12時以降

無回答

 

（帰園時刻） 

0.0%

8.4%

1.2%

10.8%

33.7%

21.7%

18.1%

4.8%

1.2%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

11時以前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

 

■１日あたり利用時間 

8.4%

43.4%

47.0%

1.2%

0.0%

0% 20% 40% 60%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

6 時以前 0 0.0% 

7 時 0 0.0% 

8 時 14 16.9% 

9 時 68 81.9% 

10 時 1 1.2% 

11 時 0 0.0% 

12 時 0 0.0% 

12 時以降 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 83 100.0% 

非該当 805 - 

項目 度数 構成比 

11 時以前 0 0.0% 

12 時 7 8.4% 

13 時 1 1.2% 

14 時 9 10.8% 

15 時 28 33.7% 

16 時 18 21.7% 

17 時 15 18.1% 

18 時 4 4.8% 

19 時以降 1 1.2% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 83 100.0% 

非該当 805 - 

項目 度数 構成比 

1 時間～3時間 7 8.4% 

4 時間～6時間 36 43.4% 

7 時間～10 時間 39 47.0% 

11 時間以上 1 1.2% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 83 100.0% 

非該当 805 - 
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問 21-1 問 21 で、「3.休みの期間中、週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。毎日

ではなく、たまに利用したい理由はなんですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

幼稚園利用者の夏休み・冬休みなどの長期の休暇中の定期的な教育・保育の事業を毎週ではなく、

たまに利用したい理由は、「週に数回仕事が入るため（46.8％）」「買い物等の用事をまとめて済ま

せるため（40.3％）」の割合がいずれも４割を超え高くなっています。 

 

46.8%

40.3%

1.6%

38.7%

19.4%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

週に数回仕事が入るため

買い物等の用事をまとめて済ませるため

親等親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

週に数回仕事が入るため 29 46.8%

買い物等の用事をまとめて済ませるため 25 40.3%

親等親族の介護や手伝いが必要なため 1 1.6%

息抜きのため 24 38.7%

その他 12 19.4%

無回答 1 1.6%

回答者数 62 - 

非該当 826 - 
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８ 宛名のお子さんの病気の際の対応について 

（平日の教育・保育を利用する方のみ） 
 

 

問 22 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問 15 で１に○をつけ

た方）にうかがいます。利用していらっしゃらない方は、問 23 にお進みください。この１年間

に、宛名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことはありますか。当てはま

る番号１つに○をつけてください。 

平日の定期的な教育・保育の事業の利用者のうち、子どもの病気やケガで通常の事業が利用でき

なかった経験は、「あった」の割合が 71.2％に対し、「なかった」が 25.0％と、「あった」の割合が

上回っています。 

あった, 
71.2%

なかった, 
25.0%

無回答, 
3.8%

 

 

問 22-1 宛名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場

合に、この１年間に行った対処方法として当てはまる記号すべてに○をつけ、それぞれの日数も

□内に数字でご記入ください（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。数字は一

枠に一字）。 

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の、この１年間に行った対処方法は、

「母親が休んだ」の割合が 77.8％と最も高く、次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみ

てもらった」が 49.6％、「父親が休んだ」が 22.2％となっています。 

項目 度数 構成比 

あった 468 71.2%

なかった 164 25.0%

無回答 25 3.8%

回答者数 657 100.0%

非該当 231 - 
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22.2%

77.8%

49.6%

17.9%

0.9%

0.2%

0.2%

0.2%

1.5%

1.3%

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

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

 

項目 度数 構成比 

父親が休んだ 104 22.2%

母親が休んだ 364 77.8%

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 232 49.6%

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 84 17.9%

病児・病後児の保育を利用した 4 0.9%

ベビーシッターを利用した 1 0.2%

ファミリー・サポート・センターを利用した 1 0.2%

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 1 0.2%

その他 7 1.5%

無回答 6 1.3%

回答者数 468 - 

非該当 420 - 

 

■年間対処日数 

（父親）               （母親） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 69 66.3% 1 日～3日 109 29.9% 

4 日～7日 22 21.2% 4 日～7日 108 29.7% 

8 日～10 日 8 7.7% 8 日～10 日 58 15.9% 

11 日～20 日 1 1.0% 11 日～20 日 51 14.0% 

21 日～30 日 1 1.0% 21 日～30 日 14 3.8% 

31 日以上 0 0.0% 31 日以上 7 1.9% 

無回答 3 2.9% 無回答 17 4.7% 

回答者数 104 100.0% 回答者数 364 100.0% 

非該当 784 -  非該当 524 - 
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（親族・知人）            （就労していない保護者） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 71 30.6% 1 日～3日 29 34.5% 

4 日～7日 72 31.0% 4 日～7日 23 27.4% 

8 日～10 日 42 18.1% 8 日～10 日 10 11.9% 

11 日～20 日 24 10.3% 11 日～20 日 15 17.9% 

21 日～30 日 5 2.2% 21 日～30 日 1 1.2% 

31 日以上 3 1.3% 31 日以上 0 0.0% 

無回答 15 6.5% 無回答 6 7.1% 

回答者数 232 100.0% 回答者数 84 100.0% 

非該当 656 -  非該当 804 - 

 

（病児・病後児保育）         （ベビーシッター） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 1 25.0% 1 日～3日 1 100.0% 

4 日～7日 2 50.0% 4 日～7日 0 0.0% 

8 日～10 日 0 0.0% 8 日～10 日 0 0.0% 

11 日～20 日 0 0.0% 11 日～20 日 0 0.0% 

21 日～30 日 0 0.0% 21 日～30 日 0 0.0% 

31 日以上 0 0.0% 31 日以上 0 0.0% 

無回答 1 25.0% 無回答 0 0.0% 

回答者数 4 100.0% 回答者数 1 100.0% 

非該当 884 -  非該当 887 - 

 

（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ）         （子どもだけで留守番） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 1 100.0% 1 日～3日 1 100.0% 

4 日～7日 0 0.0% 4 日～7日 0 0.0% 

8 日～10 日 0 0.0% 8 日～10 日 0 0.0% 

11 日～20 日 0 0.0% 11 日～20 日 0 0.0% 

21 日～30 日 0 0.0% 21 日～30 日 0 0.0% 

31 日以上 0 0.0% 31 日以上 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 無回答 0 0.0% 

回答者数 1 100.0% 回答者数 1 100.0% 

非該当 887 -  非該当 887 - 
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（その他） 

日数 度数 構成比 

1 日～3日 2 0.4% 

4 日～7日 4 0.9% 

8 日～10 日 1 0.2% 

11 日～20 日 0 0.0% 

21 日～30 日 0 0.0% 

31 日以上 0 0.0% 

無回答 461 98.5% 

回答者数 468 100.0% 

非該当 420 - 
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問22-1 で「ア.」「イ.」のいずれかに回答した方にうかがいます。 

 

問 22-2 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。当

てはまる番号１つに○をつけ、日数についても□内に数字でご記入ください(数字は一枠に一字)。

なお、病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医

の受診が必要となります。 

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の、病児・病後児保育施設の利用希望

は、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」の割合が 40.1％に対し、「利用したいとは思

わない」が 59.7％となっています。 

また、利用希望日数は、「４日～７日」の割合が 34.9％と最も高くなっています。 

できれば病児・病後児保育施

設等を利用したい,  40.1%

利用したいとは思わない, 
59.7%

無回答, 0.0%

 

項目 度数 構成比 

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 149 40.1%

利用したいとは思わない 222 59.7%

無回答 0 0.0%

回答者数 372 100.0%

非該当 516 - 

 

■利用希望日数 

25.5%

34.9%

26.8%

2.0%

4.0%

0.7%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40%

1日～3日

4日～7日

8日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

 

 

 

日数 度数 構成比 

1 日～3日 38 25.5% 

4 日～7日 52 34.9% 

8 日～10 日 40 26.8% 

11 日～20 日 3 2.0% 

21 日～30 日 6 4.0% 

31 日以上 1 0.7% 

無回答 9 6.0% 

回答者数 149 100.0% 

非該当 739 - 
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問 22-3 問 22-2 で「1.できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた方にうかがい

ます。上記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ますか。

当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

病児・病後児保育施設の望ましい事業形態は、「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」

の割合が 80.5％と最も高く、「他の施設（例：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 52.3％と続いています。 

 

52.3%

80.5%

12.1%

4.0%

1.3%

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

他の施設（例：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

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業

（例：ファミリー・サポート・センター等）

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

他の施設（例：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 
78 52.3% 

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 120 80.5% 

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業（例：フ

ァミリー・サポート・センター等） 
18 12.1% 

その他 6 4.0% 

無回答 2 1.3% 

回答者数 149 - 

非該当 739 - 
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問 22-4 問 22-2 で「利用したいと思わない」に○をつけた方に伺います。そう思われる理由につい

て当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の、病児・病後児保育施設を利用した

いと思わない理由は、「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安（59.0％）」「親が仕事を休んで

対応する（55.0％）」の割合がいずれも 5割強と高くなっています。 

 

59.0%

6.8%

9.0%

22.5%

21.6%

55.0%

22.1%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 131 59.0% 

地域の事業の質に不安がある 15 6.8% 

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間日数など）がよくない 20 9.0% 

利用料がかかる・高い 50 22.5% 

利用料がわからない 48 21.6% 

親が仕事を休んで対応する 122 55.0% 

その他 49 22.1% 

無回答 9 4.1% 

回答者数 222 - 

非該当 666 - 
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問22-1 で「ウ．」から｢ケ．｣のいずれかに回答した方にうかがいます。 

 

問 22-5 その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか。当てはまる

番号１つに○をつけ、「ウ」から「ケ」の日数のうち仕事を休んで看たかった日数についても数

字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかったときの対処方法で、父親や母親が休んだ以

外を回答した保護者のうち、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思ったかについ

ては、「できれば仕事を休んで看たい」の割合が 56.2％に対し、「休んで看ることは非常に難しい」

が 28.1％と、「できれば仕事を休んで看たい」の割合が上回っています。 

また、父親や母親が休んで子どもを看たい日数は、「１日～３日」の割合が 37.2％と最も高くな

っています。 

できれば仕事を休んで看たい , 
56.2%

休んで看ることは非常に難しい, 
28.1%

無回答, 15.7%

 

 

項目 度数 構成比 

できれば仕事を休んで看たい 172 56.2%

休んで看ることは非常に難しい 86 28.1%

無回答 48 15.7%

回答者数 306 100.0%

非該当 582 - 

 

 

■休んで子どもを看たい日数 

37.2%

28.5%

13.4%

9.3%

1.2%

0.0%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40%

1日～3日

4日～7日

8日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

 

日数 度数 構成比 

1 日～3日 64 37.2% 

4 日～7日 49 28.5% 

8 日～10 日 23 13.4% 

11 日～20 日 16 9.3% 

21 日～30 日 2 1.2% 

31 日以上 0 0.0% 

無回答 18 10.5% 

回答者数 172 100.0% 

非該当 716 - 
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問 22-6 問 22-5「2.休んで看ることは非常に難しい」に○をつけた方にうかがいます。そう思われ

る理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかったとき、父親や母親が休んで看ることは難し

いと回答した理由は、「子どもの看護を理由に休みがとれない」の割合が 52.3％と最も高くなって

います。。 

 

52.3%

7.0%

24.4%

29.1%

1.2%

0% 20% 40% 60%

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

子どもの看護を理由に休みがとれない 45 52.3%

自営業なので休めない 6 7.0%

休暇日数が足りないので休めない 21 24.4%

その他 25 29.1%

無回答 1 1.2%

回答者数 86 - 

非該当 802 - 
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９ 宛名のお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を 

伴う一時預かり等の利用について 
 

 
問 23 宛名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定

期の就労等の目的で不定期に利用している事業はありますか。ある場合は、当てはまる番号すべ

てに○をつけ、１年間の利用日数（おおよそ）も□内に数字でご記入ください(数字は一枠に一

字)。 

日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利

用している事業は、「一時預かり（1.2％）」「幼稚園の預かり保育（3.2％）」の割合がそれぞれ数パ

ーセントとなっており、「利用していない」の割合が 92.3％と高くなっています。 

 

1.2%

3.2%

0.7%

0.0%

0.2%

0.2%

92.3%

2.3%

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

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

一時預かり（私用など理由を問わずに保育所などで一時的に子どもを保育する事業） 11 1.2%

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち不定期に利用する場合の

み） 
28 3.2%

ファミリー・サポート・センター（地域住民が子どもを預かる事業） 6 0.7%

夜間養護等事業：トワイライトステイ（児童養護施設等で休日・夜間、子どもを保護する事

業） 
0 0.0%

ベビーシッター 2 0.2%

その他 2 0.2%

利用していない 820 92.3%

無回答 20 2.3%

回答者数 888 - 
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■年間利用日数 

（一時預かり）            （幼稚園の預かり保育） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 4 36.4% 1 日～3日 4 14.3% 

4 日～7日 3 27.3% 4 日～7日 9 32.1% 

8 日～10 日 2 18.2% 8 日～10 日 7 25.0% 

11 日～20 日 1 9.1% 11 日～20 日 5 17.9% 

21 日～30 日 1 9.1% 21 日～30 日 0 0.0% 

31 日以上 0 0.0% 31 日以上 2 7.1% 

無回答 0 0.0% 無回答 1 3.6% 

回答者数 11 100.0% 回答者数 28 100.0% 

非該当 877 -  非該当 860 - 

 

（ファミリー・サポート・センター）   （ベビーシッター） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 2 33.3% 1 日～3日 0 0.0% 

4 日～7日 2 33.3% 4 日～7日 1 50.0% 

8 日～10 日 0 0.0% 8 日～10 日 1 50.0% 

11 日～20 日 1 16.7% 11 日～20 日 0 0.0% 

21 日～30 日 0 0.0% 21 日～30 日 0 0.0% 

31 日以上 0 0.0% 31 日以上 0 0.0% 

無回答 1 16.7% 無回答 0 0.0% 

回答者数 6 100.0% 回答者数 2 100.0% 

非該当 882 -  非該当 886 - 

 

（その他） 

日数 度数 構成比 

1 日～3日 1 50.0% 

4 日～7日 0 0.0% 

8 日～10 日 0 0.0% 

11 日～20 日 1 50.0% 

21 日～30 日 0 0.0% 

31 日以上 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 2 100.0% 

非該当 886 - 

 

※夜間養護等事業：トワイライトステイの回答はなし 
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問23で「7．利用していない」と回答した方にうかがいます。 

 

問 23-1 現在利用していない理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に事業を利用していない理由は、「特に利用す

る必要がない」の割合が 76.8％と最も高くなっています。また、「利用したい事業が地域にない

（10.2％）」「利用料がかかる・高い（17.9％）」「利用料がわからない（12.7％）」「事業の利用方法

（手続き等）がわからない（14.8％）」の理由についてもそれぞれ 1 割を超え比較的高くなってい

ます。 

 

76.8%

10.2%

4.4%

3.9%

17.9%

12.7%

8.9%

14.8%

4.3%

0.5%

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

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

特に利用する必要がない 630 76.8% 

利用したい事業が地域にない 84 10.2% 

地域の事業の質に不安がある 36 4.4% 

地域の事業の利便性(立地や利用可能時間・日数など)がよくない 32 3.9% 

利用料がかかる・高い 147 17.9% 

利用料がわからない 104 12.7% 

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない 73 8.9% 

事業の利用方法（手続き等）がわからない 121 14.8% 

その他 35 4.3% 

無回答 4 0.5% 

回答者数 820 - 

非該当 68 - 
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問 24 宛名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業

を利用する必要があると思いますか。利用希望の有無について当てはまる番号・記号すべてに○

をつけ、必要な日数をご記入ください（利用したい日数の合計と、目的別の内訳の日数を□内に

数字でご記入ください。数字は一枠一字）。なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかか

ります。 

私用、親の通院、不定期の就労等の目的での事業の利用希望は、「利用したい」の割合が 26.7％

に対し、「利用する必要はない」が 64.0％となっています。 

また、利用目的別では、「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リフレッシ

ュ目的（59.9％）」「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等（62.9％）」の

割合がいずれも５割を超え高く、年間利用日数の合計では、「11 日～20 日」の割合が 20.7％と最も

高くなっています。 

 

利用したい, 26.7%

利用する必要はない, 
64.0%

無回答, 9.3%

 
■利用目的 

59.9%

62.9%

32.5%

3.8%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80%

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事

等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や

親の通院等

不定期の就労

その他

無回答

 
項目 度数 構成比 

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リフレッシュ目的 142 59.9% 

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院 等 149 62.9% 

不定期の就労 77 32.5% 

その他 9 3.8% 

無回答 13 5.5% 

回答者数 237 - 

非該当 651 - 

項目 度数 構成比 

利用したい 237 26.7%

利用する必要はない 568 64.0%

無回答 83 9.3%

回答者数 888 100.0%
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■年間利用日数 

（年間合計） 

日数 度数 構成比 

1 日～3日 21 8.9% 

4 日～7日 40 16.9% 

8 日～10 日 41 17.3% 

11 日～20 日 49 20.7% 

21 日～30 日 20 8.4% 

31 日以上 20 8.4% 

無回答 46 19.4% 

回答者数 237 100.0% 

非該当 651 - 

 

（私用、リフレッシュ目的）      （冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 38 26.8% 1 日～3日 53 35.6% 

4 日～7日 30 21.1% 4 日～7日 53 35.6% 

8 日～10 日 30 21.1% 8 日～10 日 28 18.8% 

11 日～20 日 25 17.6% 11 日～20 日 8 5.4% 

21 日～30 日 10 7.0% 21 日～30 日 1 0.7% 

31 日以上 4 2.8% 31 日以上 2 1.3% 

無回答 5 3.5% 無回答 4 2.7% 

回答者数 142 100.0% 回答者数 149 100.0% 

非該当 746 -  非該当 739 - 

 

（不定期の就労）           （その他） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 13 16.9% 1 日～3日 2 22.2% 

4 日～7日 10 13.0% 4 日～7日 1 11.1% 

8 日～10 日 13 16.9% 8 日～10 日 3 33.3% 

11 日～20 日 17 22.1% 11 日～20 日 1 11.1% 

21 日～30 日 10 13.0% 21 日～30 日 0 0.0% 

31 日以上 8 10.4% 31 日以上 1 11.1% 

無回答 6 7.8% 無回答 1 11.1% 

回答者数 77 100.0% 回答者数 9 100.0% 

非該当 811 -  非該当 879 - 
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問 24-1 問 24 で「1.利用したい」に○をつけた方にうかがいます。問 24 の目的でお子さんを預け

る場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか。当てはまる番号すべてに○をつけ

てください。 

私用、親の通院、不定期の就労等の目的で子どもを預ける場合の事業形態は、「大規模施設で子

どもを保育する事業」の割合が 73.8％と最も高くなっています。 

73.8%

39.2%

23.2%

3.0%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

大規模施設で子どもを保育する事業

小規模施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の近くの場所で保育する事業

その他

無回答

 

項目 度数 構成比 

大規模施設で子どもを保育する事業 175 73.8%

小規模施設で子どもを保育する事業 93 39.2%

地域住民等が子育て家庭等の近くの場所で保育する事業 55 23.2%

その他 7 3.0%

無回答 6 2.5%

回答者数 237 - 

非該当 651 - 

 

 

 

問 25 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛名のお子さ

んを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか（預け先が見つから

なかった場合も含みます）。あった場合は、この１年間の対処方法として当てはまる番号すべて

に○をつけ、それぞれの日数も□内に数字でご記入ください（数字は一枠一字）。 

この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、子どもを泊りがけ

で家族以外にみてもらわなければならないことがあった経験は、「あった」の割合が 16.4％に対し、

「なかった」が 79.5％となっています。 

また、そのときの対処方法は、「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」の割合が 89.7％と

最も高く、その年間対処日数は「１日～３日」の割合が 52.7％と最も高くなっています。 
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あった, 16.4%

なかった, 79.5%

無回答, 4.1%

 

■対処方法 

89.7%

0.0%

0.0%

8.9%

0.7%

2.7%

1.4%

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

ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

イ．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した（児

童養護施設等で一定期間、子どもを保護する事業）

ウ．イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター

等）を利用した

エ．仕方なく子どもを同行させた

オ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた

カ．その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった 131 89.7%

イ．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した（児童養護施設等で一定期間、子ど

もを保護する事業） 
0 0.0%

ウ．イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した 0 0.0%

エ．仕方なく子どもを同行させた 13 8.9%

オ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 1 0.7%

カ．その他 4 2.7%

無回答 2 1.4%

回答者数 146 - 

非該当 742 - 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

あった 146 16.4%

なかった 706 79.5%

無回答 36 4.1%

回答者数 888 100.0%
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■年間対処日数 

（親族・知人）            （子どもを同行） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 69 52.7% 1 日～3日 6 46.2% 

4 日～7日 36 27.5% 4 日～7日 3 23.1% 

8 日～10 日 14 10.7% 8 日～10 日 1 7.7% 

11 日～20 日 1 0.8% 11 日～20 日 0 0.0% 

21 日～30 日 3 2.3% 21 日～30 日 0 0.0% 

31 日以上 4 3.1% 31 日以上 0 0.0% 

無回答 4 3.1% 無回答 3 23.1% 

回答者数 131 100.0% 回答者数 13 100.0% 

非該当 757 -  非該当 875 - 

 

（子どもだけで留守番）        （その他） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日～3日 0 0.0% 1 日～3日 2 50.0% 

4 日～7日 1 100.0% 4 日～7日 0 0.0% 

8 日～10 日 0 0.0% 8 日～10 日 0 0.0% 

11 日～20 日 0 0.0% 11 日～20 日 0 0.0% 

21 日～30 日 0 0.0% 21 日～30 日 0 0.0% 

31 日以上 0 0.0% 31 日以上 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 無回答 2 50.0% 

回答者数 1 100.0% 回答者数 4 100.0% 

非該当 887 -  非該当 884 - 

 

※イ．短期入所生活援助事業、ウ．イ以外の保育事業の回答はなし 
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問25で「1.あった ア.(同居者を含む)親族・知人にみてもらった」と答えた方にうかがいます。 

⇒ア.以外を選択した方は問 26 へ 

 

問 25-1 その場合の困難度はどの程度でしたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

子どもを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならなかった困難度は、「困難（「非常に困難

（12.2％）」と「どちらかというと困難（34.4％）」の合計」の割合が 46.6％に対し、「特に困難で

ない」が 51.9％と、困難でない割合がやや上回っています。 

 

12.2% 34.4% 51.9%

1.5%

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

困難度

非常に困難 どちらかというと困難 特に困難ではない 無回答

 

 

項目 度数 構成比 

非常に困難 16 12.2%

どちらかというと困難 45 34.4%

特に困難ではない 68 51.9%

無回答 2 1.5%

回答者数 131 100.0%

非該当 757 - 
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１０ 宛名のお子さんが小学校に入学してからの放課後の過ごし方について 

 

問 26 宛名のお子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日の小学校終

了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけ、

それぞれ希望する週当たり日数を数字でご記入ください。また、「放課後児童クラブ」の場合に

は、利用を希望する時間も□内に数字でご記入ください。時間は必ず（例）１８時 のように２

４時間制でご記入ください。 

（数字は一枠に一字）。 

小学校低学年（１～３年生）のうちの希望する子どもの放課後の過ごし方は、「自宅」の割合が

54.4％と最も高く、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）（36.8％）」「放課後児童

クラブ（36.2％）」の割合もいずれも３割強と比較的高くなっています。 

 

54.4%

20.1%

36.8%

1.5%

10.6%

36.2%

0.6%

4.9%

11.6%

0% 20% 40% 60%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

自宅 179 54.4%

祖父母宅や友人・知人宅 66 20.1%

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 121 36.8%

児童館 5 1.5%

放課後子ども教室 35 10.6%

放課後児童クラブ 119 36.2%

ファミリー・サポート・センター 2 0.6%

その他（公民館、公園など） 16 4.9%

無回答 38 11.6%

回答者数 329 - 
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■１週あたり利用希望日数等 

（自宅）               （祖父母宅や友人・知人宅） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 9 5.0% 1 日 23 34.8% 

2 日 34 19.0% 2 日 17 25.8% 

3 日 31 17.3% 3 日 4 6.1% 

4 日 13 7.3% 4 日 3 4.5% 

5 日 75 41.9% 5 日 16 24.2% 

6 日 4 2.2% 6 日 2 3.0% 

7 日 6 3.4% 7 日 0 0.0% 

無回答 7 3.9% 無回答 1 1.5% 

回答者数 179 100.0%  回答者数 66 100.0% 

非該当 709 -  非該当 822 - 

 

（習い事）              （児童館） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 60 49.6% 1 日 1 20.0% 

2 日 41 33.9% 2 日 1 20.0% 

3 日 17 14.0% 3 日 0 0.0% 

4 日 2 1.7% 4 日 0 0.0% 

5 日 0 0.0% 5 日 2 40.0% 

6 日 0 0.0% 6 日 0 0.0% 

7 日 0 0.0% 7 日 0 0.0% 

無回答 1 0.8% 無回答 1 20.0% 

回答者数 121 100.0%  回答者数 5 100.0% 

非該当 767 -  非該当 883 - 

 

（放課後子ども教室） 

日数 度数 構成比 

1 日 60 49.6% 

2 日 41 33.9% 

3 日 17 14.0% 

4 日 2 1.7% 

5 日 0 0.0% 

6 日 0 0.0% 

7 日 0 0.0% 

無回答 1 0.8% 

回答者数 121 100.0% 

非該当 767 - 
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（放課後児童クラブ） 

日数 度数 構成比 

1 日 1 0.8% 

2 日 4 3.4% 

3 日 20 16.8% 

4 日 9 7.6% 

5 日 70 58.8% 

6 日 12 10.1% 

7 日 1 0.8% 

無回答 2 1.7% 

回答者数 119 100.0% 

非該当 769 - 

 

（放課後児童クラブの利用希望時間 退所時間） 

0.0%

5.0%

29.4%

52.1%

10.9%

0.8%

0.0%

1.7%

0% 20% 40% 60%

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答

 

 

 

（ファミリー・サポート・センター）   （その他（公民館・公園など）） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 0 0.0% 1 日 7 43.8% 

2 日 0 0.0% 2 日 3 18.8% 

3 日 0 0.0% 3 日 2 12.5% 

4 日 0 0.0% 4 日 0 0.0% 

5 日 2 100.0% 5 日 4 25.0% 

6 日 0 0.0% 6 日 0 0.0% 

7 日 0 0.0% 7 日 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 無回答 0 0.0% 

回答者数 2 100.0%  回答者数 16 100.0% 

非該当 886 -  非該当 872 - 

 

 

 

 

 

時間 度数 構成比 

15 時 0 0.0% 

16 時 6 5.0% 

17 時 35 29.4% 

18 時 62 52.1% 

19 時 13 10.9% 

20 時 1 0.8% 

21 時以降 0 0.0% 

無回答 2 1.7% 

回答者数 119 100.0% 

非該当 769 - 
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問 27 宛名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日の小学校

終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつ

け、それぞれの週当たり日数を数字でご記入ください。また、「放課後児童クラブ」の場合には

利用を希望する時間も□内数字でご記入ください。時間は、必ず（例）１８時のように２４時間

制でご記入ください。（数字は一枠に一字）。 

小学校高学年（４～６年生）になったら希望する子どもの放課後の過ごし方は、「自宅」の割合

が 61.7％と最も高く、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」の割合が 50.5％と

続いています。また、「放課後児童クラブ」の割合は、１～３年生のときと比べ減少し 22.5％とな

っています。 

54.4%

20.1%

36.8%

1.5%

10.6%

36.2%

0.6%

4.9%

11.6%

61.7%

23.7%

50.5%

1.2%

11.6%

22.5%

0.0%

6.7%

11.9%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

1～3年生

4～6年生

 

 

項目 度数 構成比 

自宅 203 61.7%

祖父母宅や友人・知人宅 78 23.7%

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 166 50.5%

児童館 4 1.2%

放課後子ども教室 38 11.6%

放課後児童クラブ 74 22.5%

ファミリー・サポート・センター 0 0.0%

その他（公民館、公園など） 22 6.7%

無回答 39 11.9%

回答者数 329 - 
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■１週あたり利用希望日数等 

（自宅）               （祖父母宅や友人・知人宅） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 22 10.8% 1 日 28 35.4% 

2 日 44 21.7% 2 日 14 17.7% 

3 日 35 17.2% 3 日 12 15.2% 

4 日 14 6.9% 4 日 2 2.5% 

5 日 73 36.0% 5 日 16 20.3% 

6 日 7 3.4% 6 日 3 3.8% 

7 日 3 1.5% 7 日 0 0.0% 

無回答 5 2.5% 無回答 4 5.1% 

回答者数 203 100.0%  回答者数 79 100.0% 

非該当 685 -  非該当 809 - 

 

（習い事）              （児童館） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 48 28.9% 1 日 2 50.0% 

2 日 76 45.8% 2 日 1 25.0% 

3 日 32 19.3% 3 日 1 25.0% 

4 日 8 4.8% 4 日 0 0.0% 

5 日 0 0.0% 5 日 0 0.0% 

6 日 0 0.0% 6 日 0 0.0% 

7 日 0 0.0% 7 日 0 0.0% 

無回答 2 1.2% 無回答 0 0.0% 

回答者数 166 100.0%  回答者数 4 100.0% 

非該当 722 -  非該当 884 - 

 

（放課後子ども教室） 

日数 度数 構成比 

1 日 20 52.6% 

2 日 7 18.4% 

3 日 8 21.1% 

4 日 0 0.0% 

5 日 3 7.9% 

6 日 0 0.0% 

7 日 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 38 100.0% 

非該当 850 - 
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（放課後児童クラブ） 

日数 度数 構成比 

1 日 5 6.8% 

2 日 2 2.7% 

3 日 20 27.0% 

4 日 4 5.4% 

5 日 35 47.3% 

6 日 6 8.1% 

7 日 0 0.0% 

無回答 2 2.7% 

回答者数 74 100.0% 

非該当 814 - 

 

（放課後児童クラブの利用希望時間 退所時間） 

0.0%

5.0%

29.4%

52.1%

10.9%

0.8%

0.0%

1.7%

0.0%

1.4%

21.6%

59.5%

13.5%

0.0%

0.0%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答

1～3年

4～6年

 

 

 

（その他（公民館・公園など）） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 8 36.4% 1 日 7 43.8% 

2 日 5 22.7% 2 日 3 18.8% 

3 日 2 9.1% 3 日 2 12.5% 

4 日 2 9.1% 4 日 0 0.0% 

5 日 4 18.2% 5 日 4 25.0% 

6 日 0 0.0% 6 日 0 0.0% 

7 日 1 4.5% 7 日 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 無回答 0 0.0% 

回答者数 22 100.0%  回答者数 16 100.0% 

非該当 866 -  非該当 872 - 

 

※ファミリー・サポート・センターの回答はなし。 

 

 

 

時間 度数 構成比 

15 時 0 0.0% 

16 時 1 1.4% 

17 時 16 21.6% 

18 時 44 59.5% 

19 時 10 13.5% 

20 時 0 0.0% 

21 時以降 0 0.0% 

無回答 3 4.1% 

回答者数 74 100.0% 

非該当 814 - 
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問 28 問 26 または問 27 で「６．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方にうかがいます。

宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラブの利用希望はありますか。

事業の利用には、一定の利用料がかかります。（１）（２）それぞれについて、当てはまる番号１

つに○をつけてください。また利用したい時間帯を、□内に（例）０９時～１８時のように２４

時間制でご記入ください。（数字は一枠に一字）。 

 

（１）土曜日 

子どもの放課後の過ごし方で、放課後児童クラブを望んでいる保護者のうち、土曜日の利用希望

は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」の割合が 26.0％に対し、「高学年（４～６年生）に

なっても利用したい」が 23.6％となっています。 

また、「利用する必要はない」の割合は 44.7％となっています。 

さらに、希望する登所時刻については、「８時」が 61 件中 38 件、帰所時刻については、「18 時」

が 28 件とやや多くなっています。１日あたりの利用希望時間は、「７時間～10 時間」の回答が 42

件と多くなっています。 

 

26.0%

23.6%

44.7%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

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

利用する必要はない

無回答

 

 

土曜日 度数 構成比 

低学年（１～３年生）の間は利用したい 32 26.0%

高学年（４～６年生）になっても利用したい 29 23.6%

利用する必要はない 55 44.7%

無回答 7 5.7%

回答者数 123 100.0%

非該当 765 - 
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■利用時間帯 

（登所時刻） 

1

6

38

15

0

0

0

1

0

0件 10件 20件 30件 40件

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

 

 

（帰所時刻） 

1

2

2

5

5

11

28

7

0

0件 10件 20件 30件

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

■１日あたり利用時間 

2

7

42

10

0

0件 10件 20件 30件 40件 50件

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

 

時間 度数 構成比 

6 時以前 1 1.6% 

7 時 6 9.8% 

8 時 38 62.3% 

9 時 15 24.6% 

10 時 0 0.0% 

11 時 0 0.0% 

12 時 0 0.0% 

13 時以降 1 1.6% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 61 100.0% 

非該当 827 - 

時間 度数 構成比 

12 時以前 1 1.6% 

13 時 2 3.3% 

14 時 2 3.3% 

15 時 5 8.2% 

16 時 5 8.2% 

17 時 11 18.0% 

18 時 28 45.9% 

19 時以降 7 11.5% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 61 100.0% 

非該当 827 - 

時間 度数 構成比 

1 時間～3時間 2 3.3% 

4 時間～6時間 7 11.5% 

7 時間～10 時間 42 68.9% 

11 時間以上 10 16.4% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 61 100.0% 

非該当 827 - 
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（２）日曜・祝日 

子どもの放課後の過ごし方で、放課後児童クラブを望んでいる保護者のうち、日曜・祝日の利用

希望は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」の割合が 8.1％に対し、「高学年（４～６年生）

になっても利用したい」が 10.6％とともに低くなっています。 

また、「利用する必要はない」の割合は 75.6％となっています。 

さらに、希望する登所時刻については、「８時」が 23 件中 14 件、帰所時刻については、「18 時」

が 11 件とやや多くなっています。１日あたりの利用希望時間は、「７時間～10 時間」の回答が 18

件と多くなっています。 

 

8.1%

10.6%

75.6%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80%

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

利用する必要はない

無回答

 

 

日曜・祝日 度数 構成比 

低学年（１～３年生）の間は利用したい 10 8.1%

高学年（４～６年生）になっても利用したい 13 10.6%

利用する必要はない 93 75.6%

無回答 7 5.7%

回答者数 123 100.0%

非該当 765 - 

 

 

■利用時間帯 

（登所時刻） 

0

3

14

6

0

0

0

0

0

0件 5件 10件 15件

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

 

 

時間 度数 構成比 

6 時以前 0 0.0% 

7 時 3 13.0% 

8 時 14 60.9% 

9 時 6 26.1% 

10 時 0 0.0% 

11 時 0 0.0% 

12 時 0 0.0% 

13 時以降 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 23 100.0% 

非該当 865 - 
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（帰所時刻） 

0

0

0

0

3

6

11

3

0

0件 5件 10件 15件

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

■１日あたり利用時間 

0

0

18

5

0

0件 5件 10件 15件 20件

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 度数 構成比 

12 時以前 0 0.0% 

13 時 0 0.0% 

14 時 0 0.0% 

15 時 0 0.0% 

16 時 3 13.0% 

17 時 6 26.1% 

18 時 11 47.8% 

19 時以降 3 13.0% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 23 100.0% 

非該当 865 - 

時間 度数 構成比 

1 時間～3時間 0 0.0% 

4 時間～6時間 0 0.0% 

7 時間～10 時間 18 78.3% 

11 時間以上 5 21.7% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 23 100.0% 

非該当 865 - 
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問 29 宛名のお子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童

クラブの利用希望はありますか。事業の利用には、一定の利用料がかかります。当てはまる番号

１つに○をつけてください。また利用したい時間帯を、□内に（例）０９時～１８時のように２

４時間制でご記入ください。（数字は一枠に一字）。 

子どもの放課後の過ごし方で、放課後児童クラブを望んでいる保護者のうち、夏休み・冬休みな

どの長期の休暇期間中の利用希望は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」の割合が 25.2％

に対し、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が 24.9％となっています。 

また、「利用する必要はない」の割合は 31.9％となっています。 

さらに、希望する登所時刻については、「８時（59.4％）」「９時（29.7％）」、帰所時刻について

は、「17 時（26.7％）」「18 時（38.8％）」の割合が比較的高くなっています。１日あたりの利用希

望時間は、「７時間～10 時間」の割合が 76.4％と最も高くなっています。 

 

25.2%

24.9%

31.9%

17.9%

0% 10% 20% 30% 40%

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

利用する必要はない

無回答

 

 

長期休暇期間 度数 構成比 

低学年（１～３年生）の間は利用したい 83 25.2%

高学年（４～６年生）になっても利用したい 82 24.9%

利用する必要はない 105 31.9%

無回答 59 17.9%

回答者数 329 100.0%

 

■利用時間帯 

（登所時刻） 

0.0%

8.5%

59.4%

29.7%

1.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80%

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

 

 

時間 度数 構成比 

6 時以前 0 0.0% 

7 時 14 8.5% 

8 時 98 59.4% 

9 時 49 29.7% 

10 時 3 1.8% 

11 時 0 0.0% 

12 時 0 0.0% 

13 時以降 0 0.0% 

無回答 1 0.6% 

回答者数 165 100.0% 

非該当 723 - 
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（帰所時刻） 

1.2%

0.6%

1.8%

4.8%

14.5%

26.7%

38.8%

10.9%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

■１日あたり利用時間 

1.2%

7.3%

76.4%

14.5%

0.6%

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

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 度数 構成比 

12 時以前 2 1.2% 

13 時 1 0.6% 

14 時 3 1.8% 

15 時 8 4.8% 

16 時 24 14.5% 

17 時 44 26.7% 

18 時 64 38.8% 

19 時以降 18 10.9% 

無回答 1 0.6% 

回答者数 165 100.0% 

非該当 723 - 

時間 度数 構成比 

1 時間～3時間 2 1.2% 

4 時間～6時間 12 7.3% 

7 時間～10 時間 126 76.4% 

11 時間以上 24 14.5% 

無回答 1 0.6% 

回答者数 165 100.0% 

非該当 723 - 
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１１ すべての方に、育児休業や短時間勤務制度など 

職場の両立支援制度について 
 

 

問 30 宛名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。

母親、父親それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけてください。また、取得していな

い方はその理由の番号をすべてご記入ください。 

子どもが生まれたときの育児休業の取得状況は、「取得した（取得中である）」の割合は、「母親」

が 31.8％に対し、「父親」は 1.5％と、父親の取得割合が低くなっています。 

また、「働いていなかった」の割合は、「母親」が 49.8％に対し、「父親」が 0.4％となっていま

す。 

さらに、育児休業を取得していない理由は、「母親」では、「子育てや家事に専念するため退職し

た」の割合が 36.9％と高く、「父親」では、「仕事が忙しかった（33.1％）」「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（33.5％）」の割合がそれぞれ３割

を超え比較的高くなっています。 

 

49.8%

31.8%

16.9%

1.5%

0.4%

1.5%

88.3%

9.8%

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

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

母親

父親

 

 

項目 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

働いていなかった 440 49.8% 3 0.4%

取得した（取得中である） 281 31.8% 13 1.5%

取得していない 149 16.9% 741 88.3%

無回答 13 1.5% 82 9.8%

回答者数 883 100.0% 839 100.0%

非該当 5 - 49 - 
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■育児休業を取得していない理由 

18.8%

16.1%

3.4%

12.8%

0.7%

11.4%

3.4%

0.0%

8.7%

36.9%

26.2%

8.1%

0.7%

4.0%

16.8%

1.3%

27.9%

33.1%

0.3%

4.3%

5.1%

27.8%

1.2%

25.1%

33.5%

2.7%

12.1%

0.5%

2.0%

0.3%

7.0%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえ

るなど、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則

に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満た

さなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を

取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

母親

父親
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項目 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 28 18.8% 207 27.9%

仕事が忙しかった 24 16.1% 245 33.1%

（産休後に）仕事に早く復帰したかった 5 3.4% 2 0.3%

仕事に戻るのが難しそうだった 19 12.8% 32 4.3%

昇給・昇格などが遅れそうだった 1 0.7% 38 5.1%

収入減となり、経済的に苦しくなる 17 11.4% 206 27.8%

保育所などに預けることができた 5 3.4% 9 1.2%

配偶者が育児休業制度を利用した 0 0.0% 186 25.1%

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 8.7% 248 33.5%

子育てや家事に専念するため退職した 55 36.9% 20 2.7%

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） 39 26.2% 90 12.1%

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 12 8.1% 4 0.5%

育児休業を取得できることを知らなかった 1 0.7% 15 2.0%

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 4.0% 2 0.3%

その他 25 16.8% 52 7.0%

無回答 2 1.3% 46 6.2%

回答者数 149 - 741 - 

非該当 739 - 147 - 

 

 

問 30-1 子どもが原則１歳（保育所における保育の実施が行われないなど一定の要件を満たす場合

は１歳６ヶ月）になるまで育児休業給付が支給される仕組み、子どもが満３歳になるまでの育児

休業等（法定の育児休業及び企業が法定を上回る期間設けた育児休業に準ずる措置）期間につい

て健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除になる仕組みがありますが、そのことをご存じでし

たか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

育児休業給付が支給される仕組み、健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除になる仕組みの認

知度については、「育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった」の割合が 36.4％と最も高

く、「育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた（31.2％）」「育児休業給付のみ知っていた

（27.9％）」の割合はいずれも３割前後と同程度となっています。 

育児休業給付、保険

料免除のいずれも

知っていた, 31.2%

育児休業給付のみ

知っていた, 27.9%

保険料免除のみ知っ

ていた, 1.5%

育児休業給付、保険

料免除のいずれも知

らなかった, 36.4%

無回答, 3.0%
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項目 度数 構成比 

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 277 31.2%

育児休業給付のみ知っていた 248 27.9%

保険料免除のみ知っていた 13 1.5%

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった 323 36.4%

無回答 27 3.0%

回答者数 888 100.0%

 

問30で「2.取得した（取得中である）」と回答した方にうかがいます。 

⇒ 該当しない方は、問 31 へ 

問 30-2 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 

（１）母親 （２）父親 

育児休業取得後の職場への復帰状況は、「母親」「父親」ともに、「育児休業取得後、職場に復帰

した（母親：77.2％、父親：13 件中 11 件）」の回答が多くなっています。 

 

77.2%

13.9%

7.5%

1.4%

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

育児休業取得後、職場に復帰した

現在も育児休業中である

育児休業中に離職した

無回答
母親

 

11

0

0

2

0件 2件 4件 6件 8件 10件 12件

育児休業取得後、職場に復帰した

現在も育児休業中である

育児休業中に離職した

無回答
父親

 

 

項目 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

育児休業取得後、職場に復帰した 217 77.2% 11 84.6%

現在も育児休業中である 39 13.9% 0 0.0%

育児休業中に離職した 21 7.5% 0 0.0%

無回答 4 1.4% 2 15.4%

回答者数 281 100.0% 13 100.0%

非該当 607 - 875 - 
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問30-2 で「1.育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。 

 

問30-3 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミングでしたか。

あるいはそれ以外でしたか。どちらか１つに○をつけてください。※年度初めでの認可保育所入

所を希望して、１月～２月頃復帰して一時的に認可外保育所に入所した場合なども「1.」に当て

はまります。また、年度初めでの入所を希望して復帰したが、実際には希望する保育所に入所で

きなかったという場合も「1.」を選択してください。 

 

（１）母親 （２）父親 

育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミングだったかについ

ては、「母親」「父親」ともに、「それ以外だった（母親：73.7％、父親：11 件中 10 件）」の回答が

多くなっています。 

24.9%

73.7%

1.4%

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

年度初めの入所に合わせたタイミングだった

それ以外だった

無回答 母親

 

0

10

1

0件 2件 4件 6件 8件 10件 12件

年度初めの入所に合わせたタイミングだった

それ以外だった

無回答 父親

 

 

項目 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

年度初めの入所に合わせたタイミングだった 54 24.9% 0 0.0% 

それ以外だった 160 73.7% 10 90.9% 

無回答 3 1.4% 1 9.1% 

回答者数 217 100.0% 11 100.0% 

非該当 671 - 877 - 
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問 30-4 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しましたか。また、お

勤め先の育児休業の制度の期間内で、何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。□内に数字で

ご記入ください（数字は一枠に一字）。 

 

（１）母親 

育児休業からの職場復帰時期（子どもの年齢）は、「実際」では「７ヶ月～12 ヶ月」の割合が 44.5％、

「希望」においても「７ヶ月～12 ヶ月」が 28.8％と、それぞれ最も高くなっています。 

 

3.2%

7.5%

44.5%

10.0%

10.3%

0.7%

1.8%

0.4%

0.4%

0.0%

21.4%

0.7%

2.1%

28.8%

3.6%

24.6%

1.4%

11.0%

0.0%

1.1%

0.0%

26.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0ヶ月～3ヶ月

4ヶ月～6ヶ月

7ヶ月～12ヶ月

1歳 1ヶ月～5ヶ月

1歳 6ヶ月～12ヶ月

2歳 1ヶ月～5ヶ月

2歳 6ヶ月～12ヶ月

3歳 1ヶ月～5ヶ月

3歳 6ヶ月～12ヶ月

4歳 1ヶ月以上

無回答

実際

希望

 

 

子どもの年齢 
実際 希望 

度数 構成比 度数 構成比 

0 ヶ月～3ヶ月 9 3.2% 2 0.7%

4 ヶ月～6ヶ月 21 7.5% 6 2.1%

7 ヶ月～12 ヶ月 125 44.5% 81 28.8%

1 歳 1 ヶ月～5ヶ月 28 10.0% 10 3.6%

1 歳 6 ヶ月～12 ヶ月 29 10.3% 69 24.6%

2 歳 1 ヶ月～5ヶ月 2 0.7% 4 1.4%

2 歳 6 ヶ月～12 ヶ月 5 1.8% 31 11.0%

3 歳 1 ヶ月～5ヶ月 1 0.4% 0 0.0%

3 歳 6 ヶ月～12 ヶ月 1 0.4% 3 1.1%

4 歳 1 ヶ月以上 0 0.0% 0 0.0%

無回答 60 21.4% 75 26.7%

回答者数 281 100.0% 281 100.0%

非該当 607 - 607 - 

 

 

 



94 

（２）父親 

育児休業からの職場復帰時期（子どもの年齢）は、「実際」「希望」ともに「０ヶ月～３ヶ月」の

回答が多くなっています。 

 

5

0

1

1

0

1

1

0

0

0

4

3

1

0

0

2

1

1

0

0

0

5

0件 2件 4件 6件

0ヶ月～3ヶ月

4ヶ月～6ヶ月

7ヶ月～12ヶ月

1歳 1ヶ月～5ヶ月

1歳 6ヶ月～12ヶ月

2歳 1ヶ月～5ヶ月

2歳 6ヶ月～12ヶ月

3歳 1ヶ月～5ヶ月

3歳 6ヶ月～12ヶ月

4歳 1ヶ月以上

無回答

実際

希望

 

 

子どもの年齢 
実際 希望 

度数 構成比 度数 構成比 

0 ヶ月～3ヶ月 5 38.5% 3 23.1%

4 ヶ月～6ヶ月 0 0.0% 1 7.7%

7 ヶ月～12 ヶ月 1 7.7% 0 0.0%

1 歳 1 ヶ月～5ヶ月 1 7.7% 0 0.0%

1 歳 6 ヶ月～12 ヶ月 0 0.0% 2 15.4%

2 歳 1 ヶ月～5ヶ月 1 7.7% 1 7.7%

2 歳 6 ヶ月～12 ヶ月 1 7.7% 1 7.7%

3 歳 1 ヶ月～5ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

3 歳 6 ヶ月～12 ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

4 歳 1 ヶ月以上 0 0.0% 0 0.0%

無回答 4 30.8% 5 38.5%

回答者数 13 100.0% 13 100.0%

非該当 875 - 875 - 

 

 

 

 

 

 

 



95 

問 30-5 お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」としては

お子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。□内に数字でご記入ください（数字は一

枠に一字）。 

 

（１）母親 （２）父親 

育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合の職場復帰の希望時期（子どもの年

齢）は、「母親」では「１歳６ヶ月～12 ヶ月（20.6％）」「２歳６ヶ月～12 ヶ月（21.4％）」の割合

がそれぞれ約 2割と比較的高くなっています。「父親」では、「１歳 6 ヶ月～12 ヶ月」などの回答

が数件となっています。 

 

■母親                    ■父親 

0.0%

0.7%

5.0%

1.4%

20.6%

0.7%

21.4%

0.7%

0.4%

0.0%

49.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0ヶ月～3ヶ月

4ヶ月～6ヶ月

7ヶ月～12ヶ月

1歳 1ヶ月～5ヶ月

1歳 6ヶ月～12ヶ月

2歳 1ヶ月～5ヶ月

2歳 6ヶ月～12ヶ月

3歳 1ヶ月～5ヶ月

3歳 6ヶ月～12ヶ月

4歳 1ヶ月以上

無回答
   

1

0

0

0

2

0

1

0

0

0

9

0件 2件 4件 6件 8件 10件

0ヶ月～3ヶ月

4ヶ月～6ヶ月

7ヶ月～12ヶ月

1歳 1ヶ月～5ヶ月

1歳 6ヶ月～12ヶ月

2歳 1ヶ月～5ヶ月

2歳 6ヶ月～12ヶ月

3歳 1ヶ月～5ヶ月

3歳 6ヶ月～12ヶ月

4歳 1ヶ月以上

無回答
 

 

年齢 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

0 ヶ月～3ヶ月 0 0.0% 1 0.4%

4 ヶ月～6ヶ月 2 0.7% 0 0.0%

7 ヶ月～12 ヶ月 14 5.0% 0 0.0%

1 歳 1 ヶ月～5ヶ月 4 1.4% 0 0.0%

1 歳 6 ヶ月～12 ヶ月 58 20.6% 2 0.7%

2 歳 1 ヶ月～5ヶ月 2 0.7% 0 0.0%

2 歳 6 ヶ月～12 ヶ月 60 21.4% 1 0.4%

3 歳 1 ヶ月～5ヶ月 2 0.7% 0 0.0%

3 歳 6 ヶ月～12 ヶ月 1 0.4% 0 0.0%

4 歳 1 ヶ月以上 0 0.0% 0 0.0%

無回答 138 49.1% 9 3.2%

回答者数 281 100.0% 13 4.6%

非該当 607 - 875 - 
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問30-4 で実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。 

 

問 30-6 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。 

 

（１）「希望」より早く復帰した方   ※当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

①母親  ②父親 

希望より早く復帰した保護者のうち、希望の時期に職場復帰しなかった理由は、「母親」では、「経

済的な理由で早く復帰する必要があった」の割合が 41.7％と最も高く、「人事異動や業務の節目の

時期に合わせるため」が 29.5％と続いています。 

 

11.5%

5.8%

41.7%

29.5%

33.1%

8.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

無回答

母親

 

0

0

1

0

0

3

0件 1件 2件 3件 4件

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

無回答

父親

 

 

項目 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

希望する保育所に入るため 16 11.5% 0 0.0% 

配偶者や家族の希望があったため 8 5.8% 0 0.0% 

経済的な理由で早く復帰する必要があった 58 41.7% 1 25.0% 

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 41 29.5% 0 0.0% 

その他 46 33.1% 0 0.0% 

無回答 12 8.6% 3 75.0% 

回答者数 139 - 4 - 

非該当 749 - 884 - 
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（２）「希望」より遅く復帰した方   ※当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

 ①母親  ②父親 

希望より遅く復帰した保護者のうち、希望の時期に職場復帰しなかった理由は、「母親」では、「希

望する保育所に入れなかったため」などの回答が数件となっています。 

 

3

2

0

2

0

0

3

0件 1件 2件 3件 4件

希望する保育所に入れなかったため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

子どもをみてくれる人がいなかったため

その他

無回答

母親

 

 

項目 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

希望する保育所に入れなかったため 3 30.0% - - 

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 2 20.0% - - 

配偶者や家族の希望があったため 0 0.0% - - 

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 2 20.0% - - 

子どもをみてくれる人がいなかったため 0 0.0% - - 

その他 0 0.0% - - 

無回答 3 30.0% - - 

回答者数 10 - - - 

非該当 878 - - - 
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問30-2 で「1．育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。 

 

問 30-7 育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。当てはまる番号 1 つ

に○をつけてください。 

 

（１）母親  （２）父親 

育児休業からの職場復帰時の短時間勤務制度の利用状況は、「母親」では、「利用した」の割合が

23.0％に対し、「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 53.9％と、利用しな

かった（利用できなかった）の割合が上回っています。また、「利用する必要がなかった（フルタ

イムで働きたかった、もともと短時間勤務だった）」の割合は 19.8％となっています。 

 

19.8%

23.0%

53.9%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、も

ともと短時間勤務だった）

利用した

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）

無回答

母親

 

7

0

1

3

0件 1件 2件 3件 4件 5件 6件 7件 8件

利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、

もともと短時間勤務だった）

利用した

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）

無回答 父親

 

 

項目 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、も

ともと短時間勤務だった） 
43 19.8% 7 63.6%

利用した 50 23.0% 0 0.0%

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった） 117 53.9% 1 9.1%

無回答 7 3.2% 3 27.3%

回答者数 217 100.0% 11 100.0%

非該当 671 - 877 - 
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問 30-7 で「３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と回答した方

にうかがいます。 

 

問 30-8 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか。当てはまる番号

すべてに○をつけてください。 

 

（１）母親  （２）父親 

短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は、「母親」では、「職場に短時間勤

務制度を取りにくい雰囲気があった」の割合が 59.8％と最も高く、次いで「仕事が忙しかった」「短

時間勤務制度を利用できることを知らなかった」の割合がいずれも 31.6％となっています。 

 

59.8%

31.6%

29.1%

6.0%

0.0%

11.1%

0.0%

16.2%

31.6%

7.7%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみて

くれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった）

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

無回答
母親

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0件 1件 2件 3件 4件

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみて

くれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった）

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

無回答
父親

 

 

項目 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 70 59.8% 0 0.0%

仕事が忙しかった 37 31.6% 0 0.0%

短時間勤務にすると給与が減額される 34 29.1% 0 0.0%

短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下

がる 
7 6.0% 0 0.0%

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 0 0.0% 0 0.0%

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子

どもをみてくれる人がいた 
13 11.1% 1 100.0%

子育てや家事に専念するため退職した 0 0.0% 0 0.0%

職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがな

かった） 
19 16.2% 0 0.0%

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 37 31.6% 0 0.0%

その他 9 7.7% 0 0.0%

無回答 1 0.9% 0 0.0%

回答者数 117 - 1 - 

非該当 771 - 887 - 
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問30-2 で「2．現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。 

 

問 30-9 宛名のお子さんが 1歳になったときに必ず利用できる事業があれば、1歳になるまで育児休

業を取得しますか。または、預けられる事業があっても 1歳になる前に復帰しますか。当てはま

る番号１つに○をつけてください。 

 

（１）母親  （２）父親 

子どもが１歳になったとき必ず利用できる事業があるなどの場合の育児休業の取得希望は、「母

親」では、「１歳になるまで育児休業を取得したい」の回答が 39 件中 35 件と多くなっています。 

 

35

0

4

0件 10件 20件 30件 40件

１歳になるまで育児休業を取得したい

１歳になる前に復帰したい

無回答 母親

父親

 

 

項目 
母親 父親 

度数 構成比 度数 構成比 

１歳になるまで育児休業を取得したい 35 89.7% - - 

１歳になる前に復帰したい 0 0.0% - - 

無回答 4 10.3% - - 

回答者数 39 100.0% - - 

非該当 849 - - - 
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１２ 子育ての情報や環境、子育てへの意識、市の施策について 

 

問 31 子育てに関して、どのような情報が必要ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてくださ

い。 

子育てに関する必要な情報としては、「子どもの遊び場（公園、児童館、公共施設などで行って

いる活動、育児サークルなど）」の割合が 77.8％と最も高く、「子どもが預けられる場所（保育所、

幼稚園、一時預かり、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰなど）」が 68.0％、「子どもの健康（病気のこと、離乳食

などの食に関すること、予防接種の情報など）」が 63.5％と続いています。 

 

68.0%

77.8%

63.5%

50.8%

32.5%

58.3%

59.0%

28.9%

40.0%

2.4%

2.6%

3.3%

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

子どもが預けられる場所

子どもの遊び場

子どもの健康

子どもの発達

妊娠中からの子育ての方法

子どもが病気の時の対処法

医療や医療機関

子育て支援団体

子育てに関するイベント・講座

その他

特にない

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

子どもが預けられる場所（保育所、幼稚園、一時預かり、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰなど） 604 68.0%

子どもの遊び場（公園、児童館、公共施設などで行っている活動、育児サークルなど） 691 77.8%

子どもの健康（病気のこと、離乳食などの食に関すること、予防接種の情報など） 564 63.5%

子どもの発達（発達段階ごとの子どもの成長、発達心理学、発達障害など） 451 50.8%

妊娠中からの子育ての方法（妊娠中の生活、検査・検診などの出産準備情報など） 289 32.5%

子どもが病気の時の対処法 518 58.3%

医療や医療機関 524 59.0%

子育て支援団体 257 28.9%

子育てに関するイベント・講座 355 40.0%

その他 21 2.4%

特にない 23 2.6%

無回答 29 3.3%

回答者数 888 - 
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問 32 子育てに関して、日常悩んでいること、または気になることはどのようなことですか。当て

はまる番号すべてに○をつけてください。 

子育てに関する悩みや気になることは、「病気や発育・発達に関すること」の割合が 42.6％と最

も高く、次いで「子どもを叱りすぎているような気がすること」が 35.2％、「食事や栄養に関する

こと」が 35.1％となっています。 

 

42.6%

35.1%

9.0%

15.2%

25.9%

5.4%

24.9%

31.3%

20.3%

3.4%

10.1%

5.7%

6.9%

7.0%

35.2%

6.9%

8.1%

4.4%

3.7%

12.8%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間が十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもの教育に関すること

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること

登園拒否・登校拒否などの問題について

子育てに関して配偶者・パートナーの協力が少ないこと

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人、職場などまわりの見る

目が気になること

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、世話をしな

かったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申し込み方法がよく

わからないこと

子育てで周りと馴染めず、孤立してしまいがちなこと

その他

特にない

無回答
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項目 度数 構成比 

病気や発育・発達に関すること 378 42.6%

食事や栄養に関すること 312 35.1%

育児の方法がよくわからないこと 80 9.0%

子どもとの接し方に自信が持てないこと 135 15.2%

子どもとの時間が十分にとれないこと 230 25.9%

話し相手や相談相手がいないこと 48 5.4%

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと 221 24.9%

子どもの教育に関すること 278 31.3%

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること 180 20.3%

登園拒否・登校拒否などの問題について 30 3.4%

子育てに関して配偶者・パートナーの協力が少ないこと 90 10.1%

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと 51 5.7%

自分の子育てについて、親族・近隣の人、職場などまわりの見る目が気になること 61 6.9%

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと 62 7.0%

子どもを叱りすぎているような気がすること 313 35.2%

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

と 
61 6.9%

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申し込み方法がよくわからないこと 72 8.1%

子育てで周りと馴染めず、孤立してしまいがちなこと 39 4.4%

その他 33 3.7%

特にない 114 12.8%

無回答 26 2.9%

回答者数 888 - 
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問 33 市に対して、どのような子育て支援の充実を図ってほしいと期待していますか。当てはまる

番号すべてに○をつけてください。 

市の子育て支援の充実に期待することは、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほ

しい」の割合が 74.0％と最も高く、次いで「保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほしい」

が 63.5％、「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい」が 46.4％となっていま

す。 

41.7%

74.0%

25.6%

22.2%

7.5%

10.8%

63.5%

17.1%

46.4%

9.5%

30.0%

17.2%

7.4%

2.5%

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

児童館や子育て支援センターなど、親子が安心して集まれる

身近な場、イベントの機会がほしい

子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

子育てや教育に困った時に相談したり、情報が得られる場所を

つくったりしてほしい

保育所を増やしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

認定こども園を増やしてほしい

保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほしい

専業主婦（夫）など誰でも気軽に利用できるNPO等による保育
サービスがほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅面の配

慮がほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環

境の改善を働きかけてほしい

子育てや教育について学べる機会を作ってほしい

その他

無回答
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項目 度数 構成比 

児童館や子育て支援センターなど、親子が安心して集まれる身近な場、イベ

ントの機会がほしい 
370 41.7% 

子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい 657 74.0% 

子育てや教育に困った時に相談したり、情報が得られる場所をつくったりし

てほしい 
227 25.6% 

保育所を増やしてほしい 197 22.2% 

幼稚園を増やしてほしい 67 7.5% 

認定こども園を増やしてほしい 96 10.8% 

保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほしい 564 63.5% 

専業主婦（夫）など誰でも気軽に利用できる NPO 等による保育サービスがほ

しい 
152 17.1% 

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい 412 46.4% 

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅面の配慮がほしい 84 9.5% 

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の改善を働き

かけてほしい 
266 30.0% 

子育てや教育について学べる機会を作ってほしい 153 17.2% 

その他 66 7.4% 

無回答 22 2.5% 

 

 

問 34 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度について当てはまる番号に１つに○

をつけてください。 

住まいの地域における子育て環境や支援への満足度は、「満足（「満足度４（10.0％）」と「満足

度５（1.7％）」の合計）」の割合が 11.7％に対し、「不満（「満足度１（10.7％）」と「満足度２（27.0％）」

の合計）」が 37.7％となっています。 

 

10.7% 27.0% 48.5% 10.0%

1.7%

2.0%

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

満足度

満足度１ 満足度２ 満足度３ 満足度４ 満足度５ 無回答

 

※満足度１（低い）⇔ 満足度５（高い） 

 

項目 度数 構成比 

満足度１ 55 5.7% 

満足度２ 179 18.5% 

満足度３ 470 48.5% 

満足度４ 209 21.6% 

満足度５ 36 3.7% 

無回答 20 2.1% 

回答者数 969 100.0% 
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小学生（１～3年生）調査 
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１ お住まいの地域について 

 

問１ お住まいの地区として当てはまる答えの番号 1つに○をつけてください。 

居住地区は、「沼田地区」の割合が 44.6％と最も高く、次いで「利南地区」が 13.6％、「薄根地

区」が 12.7％となっています。 

 

44.6%

13.6%

4.2%

12.7%

5.5%

10.3%

7.9%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

沼田地区

利南地区

池田地区

薄根地区

川田地区

白沢地区

利根地区

無回答

 

 

 

 

２ 封筒の宛名のお子さんとご家族の状況について 

 

問２ 宛名のお子さんは小学何年生ですか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

子どもの学年は、「1年生」から「3年生」までの割合が、それぞれ 3割程度となっています。 

 

33.5%

30.1%

35.5%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40%

１年生

２年生

３年生

無回答

 

 

 

項目 度数 構成比 

沼田地区 579 44.6%

利南地区 177 13.6%

池田地区 55 4.2%

薄根地区 165 12.7%

川田地区 71 5.5%

白沢地区 133 10.3%

利根地区 103 7.9%

無回答 14 1.1%

回答者数 1,297 100.0%

学年 度数 構成比 

１年生 434 33.5%

２年生 391 30.1%

３年生 461 35.5%

無回答 11 0.8%

回答者数 1,297 100.0%
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問３ 宛名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。宛名のお子さんを含めた人数を□内

に数字でご記入ください。お２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、末子の方の生年月をご

記入ください。 

１世帯あたりの子どもの人数は、「2人」の割合が 52.1％と最も高く、次いで「3人」が 27.6％、

「1人」が 13.2％となっています。 

また、2人以上のきょうだいがいる世帯の末子の年齢は、「7歳」の割合が 17.3％と最も高くなっ

ています。 

 
■きょうだい数                ■末子の年齢 

                    

3.8%

4.4%

5.2%

6.7%

7.9%

12.4%

13.5%

17.3%

13.0%

9.4%

6.4%

0% 5% 10% 15% 20%

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

7歳

8歳

9歳

無回答

 
 

項目 度数 構成比 

1 人 171 13.2% 

2 人 676 52.1% 

3 人 358 27.6% 

4 人 57 4.4% 

5 人以上 26 2.0% 

無回答 9 0.7% 

回答者数 1,297 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

0 歳 42 3.8% 

1 歳 49 4.4% 

2 歳 58 5.2% 

3 歳 75 6.7% 

4 歳 88 7.9% 

5 歳 139 12.4% 

6 歳 151 13.5% 

7 歳 193 17.3% 

8 歳 145 13.0% 

9 歳 105 9.4% 

無回答 72 6.4% 

回答者数 1,117 100.0% 

非該当 180 - 

13.2%

52.1%

27.6%

4.4%

2.0%

0.7%

0% 20% 40% 60%

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答
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問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答えくださ

い。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

調査票の回答者は、「母親」が 91.7％に対し、「父親」が 7.1％と、「母親」の割合が大きく上回

っています。 

 

母親, 
91.7%

父親, 7.1%

その他, 
0.8%

無回答, 
0.4%

 

 
 
 
問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。当てはまる番号１

つに○をつけてください。 

調査票の回答者の配偶関係は、「配偶者がいる」が 84.0％に対し、「配偶者はいない」が 14.3％

となっています。 

 

配偶者が

いる, 
84.0%

配偶者は

いない, 
14.3%

無回答, 
1.7%

 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

母親 1,189 91.7%

父親 92 7.1%

その他 11 0.8%

無回答 5 0.4%

回答者数 1,297 100.0%

項目 度数 構成比 

配偶者がいる 1,089 84.0% 

配偶者はいない 186 14.3% 

無回答 22 1.7% 

回答者数 1,297 100.0% 
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問６ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さんからみ

た関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

子どもの子育て（教育を含む）を主に行っているのは、「父母ともに」の割合が 54.6％と最も高

く、「主に母親」が 41.6％と続いています。 

 

 

54.6%

41.6%

0.9%

1.7%

0.6%

0.5%

0% 20% 40% 60%

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

 
 
 
 
 

３ 子育ての育ちをめぐる環境について 

 
問７ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境すべてに○をつ

けてください。 

子どもの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境は、「家庭」の割合が 94.1％

と最も高く、「学校」が 81.1％と 8割を超え続いています。 

 

94.1%

32.9%

81.1%

4.3%

0.8%

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

家庭

地域

学校

その他

無回答

 
 
 
 

項目 度数 構成比 

父母ともに 708 54.6% 

主に母親 540 41.6% 

主に父親 12 0.9% 

主に祖父母 22 1.7% 

その他 8 0.6% 

無回答 7 0.5% 

回答者数 1,297 100.0% 

項目 度数 構成比 

家庭 1,221 94.1% 

地域 427 32.9% 

学校 1,052 81.1% 

その他 56 4.3% 

無回答 11 0.8% 

回答者数 1,297 - 
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問８ 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無は、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」の割合が 54.7％と最も高く、「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が

44.3％と続いています。 

44.3%

54.7%

3.3%

15.6%

5.1%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

 

 
項目 度数 構成比 

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 574 44.3% 

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 709 54.7% 

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 43 3.3% 

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 202 15.6% 

いずれもいない 66 5.1% 

無回答 16 1.2% 

回答者数 1,297 - 
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問８-１ 問８で「1.」または「2.」に○をつけた方にうかがいます。祖父母等の親族にお子さんを

みてもらっている状況についてお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況は、「祖父母等の親族の身体的・精神的な負担

や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」の割合が 58.4％と最も高くな

っています。 

また、心配や不安を感じる項目では、「自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦

しい」の割合が 26.3％と比較的高くなっています。 

 

58.4%

15.3%

19.3%

26.3%

8.5%

2.6%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約

を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく

心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦

しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答

 
 

項目 度数 構成比 

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心

して子どもをみてもらえる 
677 58.4% 

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 178 15.3% 

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 224 19.3% 

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 305 26.3% 

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 99 8.5% 

その他 30 2.6% 

無回答 8 0.7% 

回答者数 1,160 - 

非該当 137 - 
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問８-２ 問８で「3.」または「4.」に○をつけた方にうかがいます。友人・知人にお子さんをみて

もらっている状況についてお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

友人・知人にお子さんをみてもらっている状況は、「友人・知人の身体的・精神的な負担や時間

的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」が 50.9％と最も高く、心配や不安を

感じる項目では、「自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」の割合が 25.5％

と比較的高くなっています。 

 

50.9%

2.7%

17.3%

25.5%

4.1%

2.7%

10.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心

配することなく、安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配

である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦

しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答

 
 

項目 度数 構成比 

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安

心して子どもをみてもらえる 
112 50.9% 

友人・知人の身体的負担が大きく心配である 6 2.7% 

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 38 17.3% 

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 56 25.5% 

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 9 4.1% 

その他 6 2.7% 

無回答 24 10.9% 

回答者数 220 - 

非該当 1,077 - 
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問９ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。また、

相談できる場所はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人及び場所の有無は、「いる／ある」が 86.8％

に対し、「いない／ない」が 6.3％と、「いる／ある」の割合が大きく上回っています。 

 

いる／ある, 
86.8%

いない／ない, 
6.3%

無回答, 6.9%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

いる／ある 1,126 86.8% 

いない／ない 82 6.3% 

無回答 89 6.9% 

回答者数 1,297 100.0% 



116 

問９-1 問 10 で「1.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。お子さんの子育て（教育を含む）

に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、「祖父母等の親族（78.0％）」「友人や

知人（79.8％）」の割合がいずれも 7割を超え高くなっています。 

 

78.0%

79.8%

7.1%

18.7%

0.9%

7.7%

1.7%

3.8%

0.2%

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

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

学校教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答
 

 
項目 度数 構成比 

祖父母等の親族 878 78.0%

友人や知人 898 79.8%

近所の人 80 7.1%

学校教諭 211 18.7%

民生委員・児童委員 10 0.9%

かかりつけの医師 87 7.7%

自治体の子育て関連担当窓口 19 1.7%

その他 43 3.8%

無回答 2 0.2%

回答者数 1,126 - 

非該当 171 - 

 
 
 
 
問 10 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのようなサポ

ートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。 

 
※別冊掲載 
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４ 宛名のお子さんの保護者の就労状況について 

 
問 11 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。 

 
（１）母親【父子家庭の場合は記入は不要です】当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「母親」の就労状況は、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない」の割合が 44.4％と最も高く、「フルタイム（１週５日程度・１

日８時間程度の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合は 33.8％となっ

ています。 

また、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合は 15.9％となっており、産休・

育休・介護休業中の割合は、フルタイムとパートタイムを含め 1.3％となっています。 

 

33.8%

0.7%

44.4%

0.6%

15.9%

1.9%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休

業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 
 

項目 度数 構成比 

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

中ではない 
434 33.8%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休

業中である 
9 0.7%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中

ではない 
571 44.4%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業

中である 
8 0.6%

以前は就労していたが、現在は就労していない 204 15.9%

これまで就労したことがない 25 1.9%

無回答 34 2.6%

回答者数 1,285 100.0%

非該当 12 - 
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（１）-1 （１）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 １週当たりの「就

労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労日数や就労時

間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休

業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入ください。数

字は一枠に一字。） 

現在就労している「母親」の１週あたり就労日数は、「５日」の割合が 56.5％、１日あたり就労

時間（残業を含む）は「8時間」の割合が 29.6％とそれぞれ最も高くなっています。 

 

■１週あたり就労日数 

0.8%

1.7%

4.8%

13.6%
56.5%

17.7%

3.6%

1.4%

0% 20% 40% 60%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

 
 
 
■１日あたり就労時間（残業を含む） 

0.1%

1.6%

4.3%

11.3%

16.0%

12.3%

11.3%

29.6%

12.1%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40%

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時間以上

無回答
 

 
 
 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

1 日 8 0.8% 

2 日 17 1.7% 

3 日 49 4.8% 

4 日 139 13.6% 

5 日 577 56.5% 

6 日 181 17.7% 

7 日 37 3.6% 

無回答 14 1.4% 

回答者数 1,022 100.0% 

非該当 275 - 

項目 度数 構成比 

1 時間 1 0.1% 

2 時間 16 1.6% 

3 時間 44 4.3% 

4 時間 115 11.3% 

5 時間 164 16.0% 

6 時間 126 12.3% 

7 時間 115 11.3% 

8 時間 303 29.6% 

9 時間以上 124 12.1% 

無回答 14 1.4% 

回答者数 1,022 100.0% 

非該当 275 - 
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（１）-2 （１）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 家を出る時刻と

帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えく

ださい。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。時間は、

必ず （例）０８時～１８時のように、２４時間制でお答えください。（□内に数字でご記入くだ

さい。数字は一枠に一字。） 

現在就労している「母親」の家を出る時刻は、「8時」の割合が 48.5％、帰宅時刻は、「18 時」の

割合が 25.8％とそれぞれ最も高くなっています。 

また、家を出てから帰宅するまでの時間は、「10 時間」の割合が 20.7％と最も高くなっています。 

 

■家を出る時刻 

0.4%

0.5%

12.3%

48.5%

18.1%

4.7%

0.7%

0.2%

3.3%

11.3%

0% 20% 40% 60%

6時前

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答
 

 
 
 
■帰宅時刻 

2.7%

4.0%

6.2%

12.0%

9.8%

14.0%

25.8%

9.2%

1.5%

3.6%

11.2%

0% 10% 20% 30%

13時前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答
 

 
 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

6 時前 4 0.4% 

6 時 5 0.5% 

7 時 126 12.3% 

8 時 496 48.5% 

9 時 185 18.1% 

10 時 48 4.7% 

11 時 7 0.7% 

12 時 2 0.2% 

13 時以降 34 3.3% 

無回答 115 11.3% 

回答者数 1,022 100.0% 

非該当 275 - 

項目 度数 構成比 

13 時前 28 2.7% 

13 時 41 4.0% 

14 時 63 6.2% 

15 時 123 12.0% 

16 時 100 9.8% 

17 時 143 14.0% 

18 時 264 25.8% 

19 時 94 9.2% 

20 時 15 1.5% 

21 時以降 37 3.6% 

無回答 114 11.2% 

回答者数 1,022 100.0% 

非該当 275 - 
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■家を出てから帰宅するまでの時間 

0.1%

0.6%

2.6%

3.4%

6.5%

9.8%

9.3%

7.8%

12.0%

20.7%

15.9%

11.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

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時間以上

無回答

 
 
 
 
 
 
（２）父親【母子家庭の場合は記入は不要です】当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「父親」の就労状況は、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、

育休・介護休業中ではない」の割合が 83.1％と最も高くなっています。 

産休・育休・介護休業中の割合は、フルタイムとパートタイムを含め 0.4％となっています。 

 

83.1%

0.3%

0.6%

0.1%

0.8%

0.0%

15.1%

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

フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

1 時間 1 0.1%

2 時間 6 0.6%

3 時間 27 2.6%

4 時間 35 3.4%

5 時間 66 6.5%

6 時間 100 9.8%

7 時間 95 9.3%

8 時間 80 7.8%

9 時間 123 12.0%

10 時間 212 20.7%

11 時間以上 162 15.9%

無回答 115 11.3%

回答者数 1,022 100.0%

非該当 275 - 
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項目 度数 構成比 

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

ではない 
950 83.1%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、育休・介護休業

中である 
3 0.3%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、育休・介護休業中

ではない 
7 0.6%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、育休・介護休業

中である 
1 0.1%

以前は就労していたが、現在は就労していない 9 0.8%

これまで就労したことがない 0 0.0%

無回答 173 15.1%

回答者数 1,143 100.0%

非該当 154 - 
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（２）-1 （２）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。１週当たりの「就

労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労日数や就労時間

が、一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。育休・介護休業中の方

は、休業に入る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠

に一字。） 

現在就労している「父親」の１週あたり就労日数は、「５日（45.7％）」「６日（44.6％）」の割合

が同程度に高く、１日あたり就労時間（残業を含む）は「8時間」の割合が 36.8％と高くなってい

ます。 

 

■１週あたり就労日数 

0.0%

0.2%

0.7%

1.1%

45.7%

44.6%

5.6%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

 
 
 
■１日あたり就労時間（残業を含む） 

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.2%

0.2%

1.0%

36.8%

14.3%

19.5%

24.8%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40%

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時間以上

無回答

 
 
 
 
 

項目 度数 構成比 

1 日 0 0.0% 

2 日 2 0.2% 

3 日 7 0.7% 

4 日 11 1.1% 

5 日 439 45.7% 

6 日 429 44.6% 

7 日 54 5.6% 

無回答 19 2.0% 

回答者数 961 100.0% 

非該当 336 - 

項目 度数 構成比 

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 2 0.2% 

6 時間 2 0.2% 

7 時間 10 1.0% 

8 時間 354 36.8% 

9 時間 137 14.3% 

10 時間 187 19.5% 

11 時間以上 238 24.8% 

無回答 31 3.2% 

回答者数 961 100.0% 

非該当 336 - 
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（２）-2 （２）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。家を出る時刻と帰

宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えくだ

さい。育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。時間は、必ず（例）

０８時～１８時のように、２４時間制でお答えください。（□内に数字でご記入ください。数字

は一枠に一字。） 

現在就労している「父親」の家を出る時刻は、「7時」の割合が 43.0％と最も高く、帰宅時刻は、

「18 時（22.4％）」「19 時（23.8％）」の割合が同程度に高くなっています。 

また、家を出てから帰宅するまでの時間は、「11 時間」の割合が 21.2％と最も高くなっています。 

 

■家を出る時刻 

2.3%

8.3%

43.0%

28.7%

3.9%

0.6%

0.2%

0.2%

2.4%

10.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6時前

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答
 

 
 
■帰宅時刻 

0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

5.3%

22.4%

23.8%

15.9%

10.4%

5.0%

5.8%

10.6%

0% 10% 20% 30%

13時前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時以降

無回答

 
 
 
 

項目 度数 構成比 

6 時前 22 2.3% 

6 時 80 8.3% 

7 時 413 43.0% 

8 時 276 28.7% 

9 時 37 3.9% 

10 時 6 0.6% 

11 時 2 0.2% 

12 時 2 0.2% 

13 時以降 23 2.4% 

無回答 100 10.4% 

回答者数 961 100.0% 

非該当 336 - 

項目 度数 構成比 

13 時前 1 0.1% 

13 時 0 0.0% 

14 時 1 0.1% 

15 時 2 0.2% 

16 時 3 0.3% 

17 時 51 5.3% 

18 時 215 22.4% 

19 時 229 23.8% 

20 時 153 15.9% 

21 時 100 10.4% 

22 時 48 5.0% 

23 時以降 56 5.8% 

無回答 102 10.6% 

回答者数 961 100.0% 

非該当 336 - 
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■家を出てから帰宅するまでの時間 

0.1%

16.2%

21.2%

19.3%

15.0%

9.7%

3.6%

4.3%

10.6%

0% 10% 20% 30%

1時間～5時間

6時間～10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間

16時間以上

無回答

 
 
問 12 問 11 の（１）または（２）で「3.4.」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけ

た方にうかがいます。該当しない方は、問 14 へお進みください。フルタイムへの転換希望はあ

りますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 

（１）母親 

パート・アルバイト等で就労している「母親」のフルタイムへの転換希望は、「パート・アルバ

イト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望」の割合が 51.3％と最も高く、「フルタイ

ム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある」の割

合は 6.7％、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現で

きる見込みはない」の割合は 24.4％となっています。 

 

6.7%

24.4%

51.3%

4.0%

13.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けること

を希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家

事に専念したい

無回答

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

1 時間～5時間 1 0.1%

6 時間～10 時間 156 16.2%

11 時間 204 21.2%

12 時間 185 19.3%

13 時間 144 15.0%

14 時間 93 9.7%

15 時間 35 3.6%

16 時間以上 41 4.3%

無回答 102 10.6%

回答者数 961 100.0%

非該当 336 - 
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項目 度数 構成比 

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

ある 
39 6.7%

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

はない 
141 24.4%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 297 51.3%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい 23 4.0%

無回答 79 13.6%

回答者数 579 100.0%

非該当 718 - 

 

 

 

（２）父親 

パート・アルバイト等で就労している「父親」のフルタイムへの転換希望は、「フルタイム（１

週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が 3件と

やや多くなっています。 

 

1

3

1

0

3

0件 1件 2件 3件 4件

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けること

を希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家

事に専念したい

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

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

ある 
1 12.5%

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

はない 
3 37.5%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 1 12.5%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい 0 0.0%

無回答 3 37.5%

回答者数 8 100.0%

非該当 1,289 - 
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問 13 問 11 の（１）または（２）で「5.以前は就労していたが、現在は就労していない」または「6.

これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。該当しない方は、問 15 へお進

みください。就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつ

け、該当する□内には数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。 

 

（１）母親 

「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」と回

答した「母親」の就労希望は、「1年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労した

い」の割合が 41.0％と最も高く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 28.8％、

「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 19.2％となっています。 

また、就労を希望する時期（一番下の子どもの年齢）は、「7 歳以上」の割合が 45.7％と高くな

っています。 

さらに、現在就労していない「母親」の今後希望する就労形態は、「パートタイム、アルバイト

等（フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）以外）」の割合が 53.8％と高くなってい

ます。希望する就労形態がパートタイム・アルバイト等の場合の、１週あたりの勤務日数は「５日

（44.2％）」、１日あたりの勤務時間は、「3～5時間（80.2％）」の割合がいずれも高くなっています。 

 

19.2%

41.0%

28.8%

10.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

1年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 44 19.2% 

1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい 94 41.0% 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 66 28.8% 

無回答 25 10.9% 

回答者数 229 100.0% 

非該当 1,068 - 
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■就労を希望する時期（子どもの年齢） 

6.4%

6.4%

10.6%

13.8%

3.2%

11.7%

45.7%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

7歳以上

無回答

 

 

■希望する就労形態 

10.6%

53.8%

35.6%

0% 20% 40% 60% 80%

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

フルタイム （１週５日程度・１日８時間程度の就労） 17 10.6%

パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 86 53.8%

無回答 57 35.6%

回答者数 160 100.0%

非該当 1,137 - 

 

■希望する就労形態がパートタイム・アルバイト等の場合の希望する勤務日数・時間 

（１週あたり勤務日数） 

0.0%

0.0%

17.4%

36.0%

44.2%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

1 歳 6 6.4% 

2 歳 6 6.4% 

3 歳 10 10.6% 

4 歳 13 13.8% 

5 歳 3 3.2% 

6 歳 11 11.7% 

7 歳以上 43 45.7% 

無回答 2 2.1% 

回答者数 94 100.0% 

非該当 1,203 - 

項目 度数 構成比 

1 日 0 0.0% 

2 日 0 0.0% 

3 日 15 17.4% 

4 日 31 36.0% 

5 日 38 44.2% 

無回答 2 2.3% 

回答者数 86 100.0% 

非該当 1,211 - 
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（１日あたり勤務時間） 

0.0%

80.2%

17.4%

0.0%

2.3%

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

1～2時間

3～5時間

6～8時間

9時間以上

無回答

 

 

 

（２）父親 

「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」と回

答した「父親」の就労希望は、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 3 件と多くなっ

ています。 

また、現在就労していない「父親」の今後希望する就労形態は、「フルタイム（１週５日程度・

１日８時間程度の就労）」が 1件となっています。 

 

1

0

3

5

0件 1件 2件 3件 4件 5件 6件

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

1年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 1 11.1% 

1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい 0 0.0% 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 3 33.3% 

無回答 5 55.6% 

回答者数 9 100.0% 

非該当 1,288 - 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

1～2時間 0 0.0% 

3～5 時間 69 80.2% 

6～8 時間 15 17.4% 

9 時間以上 0 0.0% 

無回答 2 2.3% 

回答者数 86 100.0% 

非該当 1,211 - 
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■就労を希望する時期（子どもの年齢） 

「1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい」の回答はなし 

 

 

■希望する就労形態 

1

0

2

0件 0.5件 1件 1.5件 2件 2.5件

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

フルタイム （１週５日程度・１日８時間程度の就労） 1 33.3%

パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 0 0.0%

無回答 2 66.7%

回答者数 3 100.0%

非該当 1,294 - 

 

 

■希望する就労形態がパートタイム・アルバイト等の場合の希望する勤務日数・時間 

（１週あたり勤務日数） 

回答なし 

 

（１日あたり勤務時間） 

回答なし 
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問 13-1 問 13 の（１）または（２）で「2．1 年より先、一番下の子どもが□歳になったころに就労

したい」または「3．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」に○をつけた方にうかがい

ます。就労希望がありながら、現在働いていない理由は何ですか。もっとも近い答えの番号に１

つだけ○をつけてください。 

 

（１）母親 

就労希望がありながら、現在働いていない理由は、「働きながら子育てできる適当な仕事がない」

の割合が 39.4％と最も高く、「家族の考え方（親族の理解が得られない）等就労する環境が整って

いない」が 6.9％と続いています。 

 

1.3%

39.4%

1.9%

6.9%

40.6%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

放課後児童クラブなどのサービスが利用できれば就労したい

働きながら子育てできる適当な仕事がない

自分の知識、能力にあう仕事がない

家族の考え方等就労する環境が整っていない

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

放課後児童クラブ（学童クラブ）などのサービスが利用できれば就労したい 2 1.3% 

働きながら子育てできる適当な仕事がない 63 39.4% 

自分の知識、能力にあう仕事がない 3 1.9% 

家族の考え方（親族の理解が得られない）等就労する環境が整っていない 11 6.9% 

その他 65 40.6% 

無回答 16 10.0% 

回答者数 160 100.0% 

非該当 1,137 - 
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（２）父親 

就労希望がありながら、現在働いていない理由は、「自分の知識、能力にあう仕事がない」の回

答が 1件となっています。 

 

0

0

1

0

2

0

0件 1件 2件 3件 4件

放課後児童クラブなどのサービスが利用できれば就労したい

働きながら子育てできる適当な仕事がない

自分の知識、能力にあう仕事がない

家族の考え方等就労する環境が整っていない

その他

無回答

 
 

項目 度数 構成比 

放課後児童クラブ（学童クラブ）などのサービスが利用できれば就労したい 0 0.0% 

働きながら子育てできる適当な仕事がない 0 0.0% 

自分の知識、能力にあう仕事がない 1 33.3% 

家族の考え方（親族の理解が得られない）等就労する環境が整っていない 0 0.0% 

その他 2 66.7% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 3 100.0% 

非該当 1,294 - 
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５ 宛名のお子さんの放課後の過ごし方について 

 

問 14 お子さんが小学校低学年（１～３年生）では、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどの

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

週当たり日数を数字でご記入ください。また、「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望す

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

ください。（数字は一枠に一字）。 

小学校低学年（１～３年生）のうちの希望する子どもの放課後の過ごし方は、「自宅」の割合が

74.5％と最も高く、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 48.0％と続いていま

す。また、「放課後児童クラブ〔学童クラブ〕」の割合は 24.7％となっています。 

 

74.5%

25.5%

48.0%

2.9%

11.5%

24.7%

0.8%

11.2%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童クラブ〕

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

 

 
項目 度数 構成比 

自宅 966 74.5%

祖父母宅や友人・知人宅 331 25.5%

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 623 48.0%

児童館 37 2.9%

放課後子ども教室 149 11.5%

放課後児童クラブ〔学童クラブ〕 321 24.7%

ファミリー・サポート・センター 11 0.8%

その他（公民館、公園など） 145 11.2%

無回答 19 1.5%

回答者数 1,297 - 
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■１週あたり利用希望日数等 

（自宅）               （祖父母宅や友人・知人宅） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 63 6.5% 1 日 138 41.7% 

2 日 157 16.3% 2 日 91 27.5% 

3 日 214 22.2% 3 日 26 7.9% 

4 日 127 13.1% 4 日 14 4.2% 

5 日 311 32.2% 5 日 42 12.7% 

6 日 20 2.1% 6 日 7 2.1% 

7 日 38 3.9% 7 日 1 0.3% 

無回答 36 3.7% 無回答 12 3.6% 

回答者数 966 100.0%  回答者数 331 100.0% 

非該当 331 -  非該当 966 - 

 

（習い事）              （児童館） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 259 41.6% 1 日 14 37.8% 

2 日 241 38.7% 2 日 9 24.3% 

3 日 84 13.5% 3 日 7 18.9% 

4 日 19 3.0% 4 日 0 0.0% 

5 日 10 1.6% 5 日 7 18.9% 

6 日 3 0.5% 6 日 0 0.0% 

7 日 0 0.0% 7 日 0 0.0% 

無回答 7 1.1% 無回答 0 0.0% 

回答者数 623 100.0%  回答者数 37 100.0% 

非該当 674 -  非該当 1,260 - 

 

（放課後子ども教室） 

日数 度数 構成比 

1 日 75 50.3% 

2 日 42 28.2% 

3 日 14 9.4% 

4 日 1 0.7% 

5 日 15 10.1% 

6 日 0 0.0% 

7 日 0 0.0% 

無回答 2 1.3% 

回答者数 149 100.0% 

非該当 1,148 - 
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（放課後児童クラブ） 

日数 度数 構成比 

1 日 4 1.2% 

2 日 27 8.4% 

3 日 55 17.1% 

4 日 38 11.8% 

5 日 173 53.9% 

6 日 22 6.9% 

7 日 0 0.0% 

無回答 2 0.6% 

回答者数 321 100.0% 

非該当 976 - 

 

 

（放課後児童クラブの利用希望時間 退所時間） 

0.3%

0.0%

2.5%

26.2%

60.7%

9.0%

0.0%

0.0%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80%

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答

 

 

 

 

（ファミリー・サポート・センター）   （その他（公民館・公園など）） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 4 36.4% 1 日 64 44.1% 

2 日 4 36.4% 2 日 45 31.0% 

3 日 1 9.1% 3 日 21 14.5% 

4 日 0 0.0% 4 日 1 0.7% 

5 日 1 9.1% 5 日 7 4.8% 

6 日 0 0.0% 6 日 1 0.7% 

7 日 0 0.0% 7 日 1 0.7% 

無回答 1 9.1% 無回答 5 3.4% 

回答者数 11 100.0%  回答者数 145 100.0% 

非該当 1,286 -  非該当 1,152 - 

 

 

 

時間 度数 構成比 

14 時 1 0.3% 

15 時 0 0.0% 

16 時 8 2.5% 

17 時 84 26.2% 

18 時 195 60.7% 

19 時 29 9.0% 

20 時 0 0.0% 

21 時以降 0 0.0% 

無回答 4 1.2% 

回答者数 321 100.0% 

非該当 976 - 



135 

問 15 お子さんが小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日の小学校終了後）の時間

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

週当たり日数を数字でご記入ください。また、「放課後児童クラブ」の場合には利用を希望する

時間も□内数字でご記入ください。時間は、必ず（例）１８時のように２４時間制でご記入くだ

さい。（数字は一枠に一字）。 

小学校高学年（４～６年生）になったら希望する子どもの放課後の過ごし方は、「自宅」の割合

が 79.3％と最も高く、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 58.5％と続いて

います。また、「放課後児童クラブ」の割合は、１～３年生のときと比べ減少し、15.9％となって

います。 

 

74.5%

25.5%

48.0%

2.9%

11.5%

24.7%

0.8%

11.2%

1.5%

79.3%

24.7%

58.5%

2.9%

13.3%

15.9%

0.8%

11.7%

2.7%

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

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童クラブ〕

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

1～3年生

4～6年生

 

 

項目 度数 構成比 

自宅 1,028 79.3%

祖父母宅や友人・知人宅 321 24.7%

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 759 58.5%

児童館 38 2.9%

放課後子ども教室 172 13.3%

放課後児童クラブ〔学童クラブ〕 206 15.9%

ファミリー・サポート・センター 11 0.8%

その他（公民館、公園など） 152 11.7%

無回答 35 2.7%

回答者数 1,297 - 
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■１週あたり利用希望日数等 

（自宅）               （祖父母宅や友人・知人宅） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 89 8.7% 1 日 139 43.3% 

2 日 195 19.0% 2 日 85 26.5% 

3 日 243 23.6% 3 日 42 13.1% 

4 日 102 9.9% 4 日 6 1.9% 

5 日 299 29.1% 5 日 33 10.3% 

6 日 24 2.3% 6 日 5 1.6% 

7 日 27 2.6% 7 日 0 0.0% 

無回答 49 4.8% 無回答 11 3.4% 

回答者数 1,028 100.0%  回答者数 321 100.0% 

非該当 269 -  非該当 976 - 

 

（習い事）              （児童館） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 230 30.3% 1 日 12 31.6% 

2 日 337 44.4% 2 日 11 28.9% 

3 日 134 17.7% 3 日 5 13.2% 

4 日 31 4.1% 4 日 0 0.0% 

5 日 15 2.0% 5 日 10 26.3% 

6 日 6 0.8% 6 日 0 0.0% 

7 日 0 0.0% 7 日 0 0.0% 

無回答 6 0.8% 無回答 0 0.0% 

回答者数 759 100.0%  回答者数 38 100.0% 

非該当 538 -  非該当 1,259 - 

 

（放課後子ども教室） 

日数 度数 構成比 

1 日 83 48.3% 

2 日 53 30.8% 

3 日 17 9.9% 

4 日 0 0.0% 

5 日 17 9.9% 

6 日 0 0.0% 

7 日 0 0.0% 

無回答 2 1.2% 

回答者数 172 100.0% 

非該当 1,125 - 
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（放課後児童クラブ） 

日数 度数 構成比 

1 日 12 5.8% 

2 日 24 11.7% 

3 日 39 18.9% 

4 日 16 7.8% 

5 日 96 46.6% 

6 日 14 6.8% 

7 日 0 0.0% 

無回答 5 2.4% 

回答者数 206 100.0% 

非該当 1,091 - 

 

 

（放課後児童クラブの利用希望時間 退所時間） 

0.3%

0.0%

2.5%

26.2%

60.7%

9.0%

0.0%

0.0%

1.2%

0.0%

0.0%

0.0%

17.5%

65.5%

12.1%

0.0%

0.0%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80%

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答

1～3年

4～6年

 

 

 

 

（ファミリー・サポート・センター）   （その他（公民館・公園など）） 

日数 度数 構成比  日数 度数 構成比 

1 日 3 27.3% 1 日 66 43.4% 

2 日 4 36.4% 2 日 49 32.2% 

3 日 2 18.2% 3 日 20 13.2% 

4 日 0 0.0% 4 日 2 1.3% 

5 日 2 18.2% 5 日 5 3.3% 

6 日 0 0.0% 6 日 2 1.3% 

7 日 0 0.0% 7 日 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 無回答 8 5.3% 

回答者数 11 100.0%  回答者数 152 100.0% 

非該当 1,286 -  非該当 1,145 - 

 

 

 

時間 度数 構成比 

14 時 0 0.0% 

15 時 0 0.0% 

16 時 0 0.0% 

17 時 36 17.5% 

18 時 135 65.5% 

19 時 25 12.1% 

20 時 0 0.0% 

21 時以降 0 0.0% 

無回答 10 4.9% 

回答者数 206 100.0% 

非該当 1,091 - 
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問 16 問 14 または問 15 で「６．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方にうかがいます。

該当しない方は、問 18 にお進みください。宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、

放課後児童クラブの利用希望はありますか。事業の利用には、一定の利用料がかかります。（１）

（２）それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけてください。また利用したい時間帯を、

□内に（例）０９時～１８時のように２４時間制でご記入ください。（数字は一枠に一字）。 

 

（１）土曜日 

子どもの放課後の過ごし方で、放課後児童クラブを望んでいる保護者のうち、土曜日の利用希望

は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」の割合が 18.5％に対し、「高学年（４～６年生）に

なっても利用したい」が 25.6％となっています。 

また、「利用する必要はない」の割合は 42.2％となっています。 

さらに、希望する登所時刻については、「8時（65.2％）」、帰所時刻については、「18 時（45.8％）」

の割合がそれぞれ高くなっています。１日あたりの利用希望時間は、「７時間～10 時間」の割合が

64.5％と最も高くなっています。 

 

18.5%

25.6%

42.2%

13.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

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

利用する必要はない

無回答

 

 

土曜日 度数 構成比 

低学年（１～３年生）の間は利用したい 65 18.5%

高学年（４～６年生）になっても利用したい 90 25.6%

利用する必要はない 148 42.2%

無回答 48 13.7%

回答者数 351 100.0%

非該当 946 - 
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■利用時間帯 

（登所時刻） 

0.0%

7.7%

65.2%

13.5%

0.0%

0.6%

0.6%

9.7%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

 
 

（帰所時刻） 

0.0%

3.9%

2.6%

7.1%

9.0%

16.8%

45.8%

13.5%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

■１日あたり利用時間 

9.0%

9.7%

64.5%

14.2%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

 

時間 度数 構成比 

6 時以前 0 0.0% 

7 時 12 7.7% 

8 時 101 65.2% 

9 時 21 13.5% 

10 時 0 0.0% 

11 時 1 0.6% 

12 時 1 0.6% 

13 時以降 15 9.7% 

無回答 4 2.6% 

回答者数 155 100.0% 

非該当 1,142 - 

時間 度数 構成比 

12 時以前 0 0.0% 

13 時 6 3.9% 

14 時 4 2.6% 

15 時 11 7.1% 

16 時 14 9.0% 

17 時 26 16.8% 

18 時 71 45.8% 

19 時以降 21 13.5% 

無回答 2 1.3% 

回答者数 155 100.0% 

非該当 1,142 - 

時間 度数 構成比 

1 時間～3時間 14 9.0% 

4 時間～6時間 15 9.7% 

7 時間～10 時間 100 64.5% 

11 時間以上 22 14.2% 

無回答 4 2.6% 

回答者数 155 100.0% 

非該当 1142 - 
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（２）日曜・祝日 

子どもの放課後の過ごし方で、放課後児童クラブを望んでいる保護者のうち、日曜・祝日の利用

希望は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」の割合が 7.1％に対し、「高学年（４～６年生）

になっても利用したい」が 13.7％となっています。 

また、「利用する必要はない」の割合は 64.7％となっています。 

さらに、希望する登所時刻については、「８時（72.6％）」、帰所時刻については、「18 時（50.7％）」

の割合がそれぞれ高くなっています。１日あたりの利用希望時間は、「７時間～10 時間」が 71.2％

と最も高くなっています。 

 

7.1%

13.7%

64.7%

14.5%

0% 20% 40% 60% 80%

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

利用する必要はない

無回答

 

 

日曜・祝日 度数 構成比 

低学年（１～３年生）の間は利用したい 25 7.1%

高学年（４～６年生）になっても利用したい 48 13.7%

利用する必要はない 227 64.7%

無回答 51 14.5%

回答者数 351 100.0%

非該当 946 - 

 

 

■利用時間帯 

（登所時刻） 

0.0%

11.0%

72.6%

15.1%

0.0%

0.0%

1.4%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

 

 

時間 度数 構成比 

6 時以前 0 0.0% 

7 時 8 11.0% 

8 時 53 72.6% 

9 時 11 15.1% 

10 時 0 0.0% 

11 時 0 0.0% 

12 時 1 1.4% 

13 時以降 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 73 100.0% 

非該当 1,224 - 
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（帰所時刻） 

1.4%

1.4%

0.0%

4.1%

0.0%

21.9%

50.7%

20.5%

0.0%

0% 20% 40% 60%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

■１日あたり利用時間 

1.4%

4.1%

71.2%

23.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 度数 構成比 

12 時以前 1 1.4% 

13 時 1 1.4% 

14 時 0 0.0% 

15 時 3 4.1% 

16 時 0 0.0% 

17 時 16 21.9% 

18 時 37 50.7% 

19 時以降 15 20.5% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 73 100.0% 

非該当 1,224 - 

時間 度数 構成比 

1 時間～3時間 1 1.4% 

4 時間～6時間 3 4.1% 

7 時間～10 時間 52 71.2% 

11 時間以上 17 23.3% 

無回答 0 0.0% 

回答者数 73 100.0% 

非該当 1,224 - 



142 

問 17 お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望はありま

すか。事業の利用には、一定の利用料がかかります。当てはまる番号１つに○をつけてください。

また利用したい時間帯を、□内に（例）０９時～１８時のように２４時間制でご記入ください。

（数字は一枠に一字）。 

夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望は、「低学年（１～３年

生）の間は利用したい」の割合が 25.4％に対し、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」

が 61.5％となっています。 

また、「利用する必要はない」の割合は 5.1％となっています。 

さらに、希望する登所時刻については、「８時（70.5％）」、帰所時刻については、「18 時（58.7％）」

の割合が高くなっています。１日あたりの利用希望時間は、「７時間～10 時間」の割合が 82.0％と

最も高くなっています。 

 

25.4%

61.5%

5.1%

8.0%

0% 20% 40% 60% 80%

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

利用する必要はない

無回答

 

 

長期休暇期間 度数 構成比 

低学年（１～３年生）の間は利用したい 89 25.4%

高学年（４～６年生）になっても利用したい 216 61.5%

利用する必要はない 18 5.1%

無回答 28 8.0%

回答者数 351 100.0%
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■利用時間帯 

（登所時刻） 

0.3%

8.9%

70.5%

19.0%

0.3%

0.0%

0.3%

0.3%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80%

6時以前

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

 

 

（帰所時刻） 

0.3%

0.0%

1.0%

2.3%

4.6%

23.3%

58.7%

9.5%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

 

 

■１日あたり利用時間 

0.7%

2.3%

82.0%

14.8%

0.3%

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

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

 

 

時間 度数 構成比 

6 時以前 1 0.3% 

7 時 27 8.9% 

8 時 215 70.5% 

9 時 58 19.0% 

10 時 1 0.3% 

11 時 0 0.0% 

12 時 1 0.3% 

13 時以降 1 0.3% 

無回答 1 0.3% 

回答者数 305 100.0% 

非該当 992 - 

時間 度数 構成比 

12 時以前 1 0.3% 

13 時 0 0.0% 

14 時 3 1.0% 

15 時 7 2.3% 

16 時 14 4.6% 

17 時 71 23.3% 

18 時 179 58.7% 

19 時以降 29 9.5% 

無回答 1 0.3% 

回答者数 305 100.0% 

非該当 992 - 

時間 度数 構成比 

1 時間～3時間 2 0.7% 

4 時間～6時間 7 2.3% 

7 時間～10 時間 250 82.0% 

11 時間以上 45 14.8% 

無回答 1 0.3% 

回答者数 305 100.0% 

非該当 992 - 
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問 18 あて名のお子さんについて、現在、放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していますか。

あてはまる答えの番号に○をつけてください。 

現在の放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用状況は、「利用している」の割合が 21.2％に対し、

「利用していない」が 75.3％となっています。 

 

利用してい

る, 21.2%

利用してい

ない, 
75.3%

無回答, 
3.5%

 

 

 

問 18-1 問 18 で「1.利用している」を選ばれた方にうかがいます。あて名のお子さんについて、放

課後児童クラブ（学童クラブ）の利用日数はどれくらいですか。 

現在、放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用している方の１週間あたりの利用日数は、「5日」

の割合が 51.6％と最も高くなっています。また、土曜日・日曜日の利用状況は、「ある」の割合が

29.8％に対し、「ない」が 67.3％となっています。さらに、現在、放課後児童クラブ（学童クラブ）

を利用している理由は、「現在就労している」の割合が 95.3％と最も高くなっています。 

 

■利用日数 

1.1%

3.6%

14.9%

12.7%

51.6%

13.5%

0.0%

2.5%

0% 20% 40% 60%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

利用している 275 21.2% 

利用していない 977 75.3% 

無回答 45 3.5% 

回答者数 1,297 100.0% 

日数 度数 構成比 

1 日 3 1.1% 

2 日 10 3.6% 

3 日 41 14.9% 

4 日 35 12.7% 

5 日 142 51.6% 

6 日 37 13.5% 

7 日 0 0.0% 

無回答 7 2.5% 

回答者数 275 100.0% 

非該当 1,022 - 
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■土曜日・日曜日の利用 

ある, 
29.8%

ない, 
67.3%

無回答, 
2.9%

 

 

■放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用している理由 

95.3%
0.7%

0.4%

0.0%

1.8%

1.1%

0.7%

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

現在就労している

就労予定がある／求職中である

家族・親族などを介護しなければならない

病気や障害を持っている

学生である

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

現在就労している 262 95.3%

就労予定がある／求職中である 2 0.7%

家族・親族などを介護しなければならない 1 0.4%

病気や障害を持っている 0 0.0%

学生である 5 1.8%

その他 3 1.1%

無回答 2 0.7%

回答者数 275 100.0%

非該当 1,022 - 

 

 

 

 

 

 

項目 度数 構成比 

ある 82 29.8%

ない 185 67.3%

無回答 8 2.9%

回答者数 275 100.0%

非該当 1,022 - 
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問 18-2 問 18 で「2.利用していない」を選ばれた方にうかがいます。利用していない理由について、

もっともあてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。 

現在、放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していない理由は、「子どもの祖父母や親戚の人

がみてくれるから」の割合が 24.8％と最も高く、次いで「現在就労していないから」が 22.5％、「就

労しているが、利用料がかかるから」が 13.5％となっています。 

22.5%

0.2%

1.8%

2.1%

0.4%

13.5%

24.8%

0.3%

2.8%

5.6%

0.1%

17.2%

8.6%

0% 10% 20% 30%

現在就労していないから

就労しているが、放課後児童クラブを知らなかったから

就労しているが、近くに放課後児童クラブがないから

就労しているが、放課後児童クラブに空きがないから

就労しているが、放課後児童クラブの開所時間が短いから

就労しているが、利用料がかかるから

子どもの祖父母や親戚の人がみてくれるから

近所の人や父母の友人・知人がみてくれるから

就労しているが、子どもは放課後の習い事をしているから

就労しているが、放課後の短時間ならば、子どもだけでも大

丈夫だと思うから

就労しているが、他の施設に預けているから

その他

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

現在就労していないから 220 22.5% 

就労しているが、放課後児童クラブ（学童クラブ）を知らなかったから 2 0.2% 

就労しているが、近くに放課後児童クラブ（学童クラブ）がないから 18 1.8% 

就労しているが、放課後児童クラブ（学童クラブ）に空きがないから 21 2.1% 

就労しているが、放課後児童クラブ（学童クラブ）の開所時間が短いから 4 0.4% 

就労しているが、利用料がかかるから 132 13.5% 

子どもの祖父母や親戚の人がみてくれるから 242 24.8% 

近所の人や父母の友人・知人がみてくれるから 3 0.3% 

就労しているが、子どもは放課後の習い事をしているから 27 2.8% 

就労しているが、放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思うか

ら 
55 5.6% 

就労しているが、他の施設に預けているから 1 0.1% 

その他 168 17.2% 

無回答 84 8.6% 
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６ 子育ての情報や環境、子育てへの意識、市の施策について 

 

問 19 子育てに関して、どのような情報が必要ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてくださ

い。 

子育てに関する必要な情報としては、「子どもの遊び場（公園、児童館、公共施設などで行って

いる活動、育児サークルなど）」の割合が 59.3％と最も高く、次いで「子どもが預けられる場所（保

育所、幼稚園、一時預かり、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰなど）」が 43.5％、「医療や医療機関」が 40.0％

となっています。 

 

43.5%

59.3%

35.3%

28.3%

37.2%

35.9%

40.0%

16.1%

23.4%

1.5%

7.0%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

子どもが預けられる場所

子どもの遊び場

子どもの健康

子どもの発達

子どもの教育

子どもが病気の時の対処法

医療や医療機関

子育て支援団体

子育てに関するイベント・講座

その他

特にない

無回答

 

 

項目 度数 構成比 

子どもが預けられる場所（保育所、幼稚園、一時預かり、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰなど） 564 43.5%

子どもの遊び場（公園、児童館、公共施設などで行っている活動、育児サークルなど） 769 59.3%

子どもの健康（病気のこと、離乳食などの食に関すること、予防接種の情報など） 458 35.3%

子どもの発達（発達段階ごとの子どもの成長、発達心理学、発達障害など） 367 28.3%

子どもの教育（家庭教育支援、学校教育情報など） 483 37.2%

子どもが病気の時の対処法 465 35.9%

医療や医療機関 519 40.0%

子育て支援団体 209 16.1%

子育てに関するイベント・講座 304 23.4%

その他 19 1.5%

特にない 91 7.0%

無回答 35 2.7%

回答者数 1,297 - 
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問 20 子育てに関して、日常悩んでいること、または気になることはどのようなことですか。当て

はまる番号すべてに○をつけてください。 

子育てに関する悩みや気になることは、「子どもを叱りすぎているような気がすること」の割合

が 33.7％と最も高く、次いで「子どもの教育に関すること」が 30.7％、「子どもとの時間が十分に

とれないこと」が 27.8％となっています。 

 

21.1%

18.1%

11.6%

27.8%

2.8%

12.3%

30.7%

27.6%

2.1%

9.3%

6.1%

4.4%

4.2%

33.7%

3.4%

4.8%

2.2%

3.6%

17.2%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間が十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもの教育に関すること

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること

登園拒否・登校拒否などの問題について

子育てに関して配偶者・パートナーの協力が少ないこと

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人、職場などまわりの見る

目が気になること

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、世話をしな

かったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申し込み方法がよく

わからないこと

子育てで周りと馴染めず、孤立してしまいがちなこと

その他

特にない

無回答
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項目 度数 構成比 

病気や発育・発達に関すること 274 21.1%

食事や栄養に関すること 235 18.1%

子どもとの接し方に自信が持てないこと 151 11.6%

子どもとの時間が十分にとれないこと 361 27.8%

話し相手や相談相手がいないこと 36 2.8%

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと 160 12.3%

子どもの教育に関すること 398 30.7%

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること 358 27.6%

登園拒否・登校拒否などの問題について 27 2.1%

子育てに関して配偶者・パートナーの協力が少ないこと 120 9.3%

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと 79 6.1%

自分の子育てについて、親族・近隣の人、職場などまわりの見る目が気になること 57 4.4%

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと 55 4.2%

子どもを叱りすぎているような気がすること 437 33.7%

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

と 
44 3.4%

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申し込み方法がよくわからないこと 62 4.8%

子育てで周りと馴染めず、孤立してしまいがちなこと 28 2.2%

その他 47 3.6%

特にない 223 17.2%

無回答 50 3.9%

回答者数 1,297 - 
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問 27 市に対して、どのような子育て支援の充実を図ってほしいと期待していますか。当てはまる

番号すべてに○をつけてください。 

市の子育て支援の充実に期待することは、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほ

しい」の割合が 56.0％と最も高く、次いで「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備して

ほしい」が 38.2％、「児童館や子育て支援センターなど、親子が安心して集まれる身近な場、イベ

ントの機会がほしい」が 34.7％となっています。 

34.7%

56.0%

18.2%

17.6%

24.8%

10.3%

38.2%

7.9%

21.8%

10.3%

4.8%

7.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

児童館や子育て支援センターなど、親子が安心して集まれる

身近な場、イベントの機会がほしい

子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

子育てや教育に困った時に相談したり、情報が得られる場所を

つくったりしてほしい

放課後児童クラブを増やしてほしい

放課後子ども教室を増やしてほしい

専業主婦（夫）など誰でも気軽に利用できるNPO等による保育
サービスがほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅面の配

慮がほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環

境の改善を働きかけてほしい

子育てや教育について学べる機会を作ってほしい

その他

無回答
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項目 度数 構成比 

児童館や子育て支援センターなど、親子が安心して集まれる身近な場、イベントの機会

がほしい 
450 34.7%

子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい 726 56.0%

子育てや教育に困った時に相談したり、情報が得られる場所をつくったりしてほしい 236 18.2%

放課後児童クラブを増やしてほしい 228 17.6%

放課後子ども教室を増やしてほしい 322 24.8%

専業主婦（夫）など誰でも気軽に利用できる NPO 等による保育サービスがほしい 134 10.3%

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい 496 38.2%

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅面の配慮がほしい 102 7.9%

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の改善を働きかけてほし

い 
283 21.8%

子育てや教育について学べる機会を作ってほしい 133 10.3%

その他 62 4.8%

無回答 97 7.5%

回答者数 1,297 - 

 

 

問 34 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度について当てはまる番号に１つに○

をつけてください。 

住まいの地域における子育て環境や支援への満足度は、「満足（「満足度４（10.3％）」と「満足

度５（1.6％）」の合計）」の割合が 11.9％に対し、「不満（「満足度１（11.8％）」と「満足度２（27.5％）」

の合計）」が 39.3％となっています。 

 

11.8% 27.5% 43.9% 10.3%

1.6%

4.8%

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

満足度

満足度１ 満足度２ 満足度３ 満足度４ 満足度５ 無回答

 

※満足度１（低い）⇔ 満足度５（高い） 

 

項目 度数 構成比 

満足度１ 153 11.8% 

満足度２ 357 27.5% 

満足度３ 570 43.9% 

満足度４ 134 10.3% 

満足度５ 21 1.6% 

無回答 62 4.8% 

回答者数 1,297 100.0% 
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