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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

津島市子ども・子育て支援事業計画（2020～2024年度）の策定の基礎資料として、調査を実施

するものです。 

 

２ 調査対象 

津島市在住の就学前児童をお持ちの方を無作為抽出 

津島市在住の小学生児童をお持ちの方を無作為抽出 

 

３ 調査期間 

平成 30年 12月 11日から平成 30年 12月 21日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収（内 800通、園・学校配布） 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

就学前児童保護者 1,500 通 1,024 通 68.3％ 

小学生児童保護者 500通 426通 85.2％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 
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Ⅱ 調査結果 

１ 就学前児童 

（１）宛名のお子さんとご家族の状況について 

問１ 封筒の宛名のお子さんの生年月をお聞きします。 

宛名のお子さんの年齢 

「３歳」の割合が 20.2％と最も高く、次いで

「４歳」の割合が 20.1％、「０歳」の割合が 18.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 宛名のお子さんを含め、お子さんは何人ですか。２人以上の場合、末のお子さんの

年齢（平成 30年 10月１日現在の年齢）をお書きください。 

ア．お子さんの数 

「２人」の割合が 46.0％と最も高く、次いで

「１人」の割合が 32.3％、「３人」の割合が 16.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,024 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

18.7

13.9

14.8

20.2

20.1

10.4

2.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,024 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

32.3

46.0

16.7

2.9

1.2

0.9

0 20 40 60 80 100



3 

イ．末子の年齢 

「１歳」の割合が 15.9％と最も高く、次いで

「２歳」の割合が 15.6％、「４歳」の割合が 15.4％

となっており、６歳以外はほぼ同じとなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ このアンケートの記入者（以後、「あなた」といいます。）は、どなたですか。 

《あてはまる１つに○》 

「父親」の割合が 6.5％、「母親」の割合が

92.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたには配偶者（夫または妻）がいますか。《あてはまる１つに○》 

「配偶者がいる」の割合が 92.3％、「配偶者が

いない」の割合が 7.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 684 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

15.2

15.9

15.6

14.5

15.4

15.2

2.3

5.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,024 ％

父親

母親

その他

無回答

6.5

92.4

0.3

0.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,024 ％

配偶者がいる

配偶者がいない

無回答

92.3

7.0

0.7

0 20 40 60 80 100
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問５ 宛名のお子さんの子育てを主にしている方はどなたですか。続柄は、宛名のお子さ

んから見た関係です。《あてはまる１つに○》 

「父母ともに」の割合が 49.9％と最も高く、

次いで「主に母親」の割合が 46.6％となってい

ます。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ お住まいの小学校区は、どちらですか。《あてはまる１つに○》 

「東」の割合が 18.0％と最も高く、次いで「神

守」の割合が 17.7％、「西」の割合が 15.8％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

49.9

46.6

0.6

1.6

0.6

0.8

0.0

49.3

47.3

0.5

1.2

1.0

0.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,024 ％

東

西

南

北

神守

蛭間

高台寺

神島田

無回答

18.0

15.8

12.8

7.9

17.7

8.1

7.6

10.8

1.3

0 20 40 60 80 100
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（２）宛名のお子さん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に、日常的に関わっている方（施設）すべてに○をつけて

ください。《あてはまるすべてに○》 

「父母ともに」の割合が 80.6％と最も高く、

次いで「祖父母」の割合が 55.9％となっていま

す。 

幼稚園、保育園、認定こども園のいわゆる「教

育・保育施設」については、合計で 78.1％とな

っており、平成 25年度調査では 67.6％でしたの

で、10.5ポイントの増となっています。 

また、平成 25年度調査と比較すると、「子育て

支援センター」の割合が増加しています。一方、

「母親」「父親」「保健センター」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 宛名のお子さんの子育てに、主に影響すると思われる環境すべてに○をつけてくだ

さい。《あてはまるすべてに○》 

「家庭」の割合が 97.7％と最も高く、次いで

幼稚園、保育園、認定こども園のいわゆる「教育・

保育施設」の割合が合計で 89.5％、「地域」の割

合が 34.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育園

認定こども園

保健センター

子育て支援センター

児童館

児童発達支援事業所

その他

無回答

80.6

15.6

0.9

55.9

27.9

39.1

11.1

3.2

11.8

3.1

2.4

4.6

0.6

0.0

79.5

22.5

8.2

59.5

26.6

41.0

-

4.0

9.3

3.7

1.4

5.6

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

回答者数 = 1,024 ％

家庭

地域

幼稚園

保育園

認定こども園

保健センター

子育て支援センター

児童館

児童発達支援事業所

その他

無回答

97.7

34.6

33.0

43.8

12.7

6.1

14.3

4.2

4.0

2.0

0.6

0 20 40 60 80 100
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問９ お子さんをみてもらえる人はいますか。《あてはまるすべてに○》 

「緊急時や用事の際には祖父母等の親族にみ

てもらえる」の割合が 58.7％と最も高く、次い

で「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の

割合が 36.1％、「緊急時や用事の際には子どもを

みてもらえる友人・知人がいる」の割合が 10.2％

となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

問９－１ 祖父母等の親族にみてもらえる状況についてお聞きします。 

《あてはまるすべてに○》 

「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 47.0％と最も高く、次

いで「祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配

である」の割合が 26.9％、「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 24.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

日常的に祖父母等の親族にみ
てもらえる

緊急時や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

緊急時や用事の際には子ども

をみてもらえる友人・知人がい
る

いずれもない

無回答

36.1

58.7

2.2

10.2

9.1

4.0

39.5

56.6

3.0

10.3

6.9

2.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

回答者数 = 873 ％

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
が大きく心配である

祖父母等の親族の精神的な負
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

47.0

26.9

24.5

10.3

24.7

7.8

3.6

0.5

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別でみると、他に比べ、５歳で「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」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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
が
大
き

く
心
配
で
あ
る 

祖
父
母
等
の
親
族
の
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 

０歳 158  50.6  20.9  25.3  7.6  20.3  8.2  3.2  0.6  

１歳 119  44.5  36.1  28.6  12.6  26.9  6.7  3.4  － 

２歳 136  44.9  22.1  25.0  2.9  22.1  4.4  5.1  － 

３歳 186  46.8  24.2  22.6  11.8  26.3  8.1  2.2  1.1  

４歳 170  51.2  30.0  24.1  12.9  23.5  5.9  4.1  0.6  

５歳 93  38.7  33.3  23.7  16.1  33.3  15.1  4.3  － 

 

 

問９－２ 友人や知人にみてもらえる状況についてお聞きします。 

《あてはまるすべてに○》 

「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 43.2％と最も高く、次いで

「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 32.4％、「友人･知人の

時間的制約が大きく心配である」の割合が 31.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 111 ％

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･ 知人の時間的制約が大
きく心配である

友人･ 知人の精神的な負担が
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

43.2

9.9

31.5

9.0

32.4

2.7

5.4

2.7

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別でみると、他に比べ、２歳で「友人・知人の身体的負担が大きく心配である」の割合が

高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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
が
大
き
く

心
配
で
あ
る 

友
人･

 

知
人
の
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 

０歳 21  47.6  19.0  33.3  4.8  23.8  － － － 

１歳 8  50.0  － 25.0  － 25.0  － － 12.5  

２歳 16  56.3  25.0  31.3  12.5  31.3  6.3  － － 

３歳 20  55.0  － 30.0  5.0  25.0  － 5.0  － 

４歳 24  29.2  12.5  25.0  16.7  41.7  4.2  12.5  4.2  

５歳 19  26.3  － 42.1  10.5  47.4  5.3  10.5  5.3  

 

 

 

問 10 あなたは、子育てについて気軽に相談できる人がいますか。《あてはまる１つに○》 

「いる」の割合が 93.8％、「いない」の割合が

3.9％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

  

％

いる

いない

無回答

93.8

3.9

2.3

0.0

94.4

4.0

1.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)
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問 10－１ 相談先は、次のどなたですか。《あてはまるすべてに○》 

「配偶者（夫または妻）」の割合が 82.3％と最

も高く、次いで「父母（子どもの祖父母）」の割

合が 81.7％、「子育て中の仲間」の割合が 55.7％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「子育て支援セ

ンター」の割合が増加しており、施設が認知され

てきたためと考えられます。一方、「親戚・知人・

近所の人」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）宛名のお子さんの保護者の就労状況について 

問 11 現在の就労状況を（自営、家業従事含む）お聞きします。《あてはまる１つに○》

また、併せて日数等をお書きください。 

ア．母親 

「パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」

以外の就労）」の割合が 34.2％と最も高く、次い

で「以前は就労していたが、現在は就労していな

い」の割合が 29.1％、「フルタイム（週５日程度・

１日８時間程度就労）」の割合が 23.5％となって

います。 

平成 25 年度調査と比較すると、「フルタイム

（週５日程度・１日８時間程度就労）」の割合が

増加しています。 

  

％

フルタイム（週５日程度・１日８

時間程度就労）

フルタイムで、現在産休・育休・
介護休暇中

パートタイム、アルバイト等（「フ
ルタイム」以外の就労）

パートタイム、アルバイト等で、
現在産休・育休・介護休暇中

以前は就労していたが、現在は

就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

23.5

6.2

34.2

2.2

29.1

2.9

2.0

0.0

17.7

4.5

35.8

0.9

34.1

4.3

2.7

0 20 40 60 80 100

％

配偶者（夫または妻）

父母（子どもの祖父母）

親戚・知人・近所の人

職場の人

子育て中の仲間

保育園・幼稚園・認定こども園

子育て支援センター

保健センター

家庭児童相談室

市の相談窓口

医師

民生委員・児童委員( 主任児童
委員)

児童・障害者相談センター

児童発達支援事業所

民間の相談サービス

その他

無回答

82.3

81.7

39.3

26.6

55.7

38.1

12.3

5.3

0.3

0.6

6.1

0.3

0.0

2.8

0.3

2.4

0.0

0.0

83.5

85.1

44.6

23.0

53.7

36.0

6.4

3.6

0.1

0.1

6.2

0.0

0.3

1.7

0.1

2.2

0.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 960)

平成25年度調査

(回答者数 = 939)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,016)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)
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【年齢別】 

年齢別でみると、他に比べ、５歳で「パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外の就

労）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

フ
ル
タ
イ
ム
（
週
５
日
程

度
・
１
日
８
時
間
程
度
就

労
） 

フ
ル
タ
イ
ム
で
、
現
在
産

休
・
育
休
・
介
護
休
暇
中 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
ア
ル
バ

イ
ト
等
（「
フ
ル
タ
イ
ム
」

以
外
の
就
労
） 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
ア
ル
バ

イ
ト
等
で
、
現
在
産
休
・

育
休
・
介
護
休
暇
中 

以
前
は
就
労
し
て
い
た

が
、
現
在
は
就
労
し
て
い

な
い 

こ
れ
ま
で
に
就
労
し
た

こ
と
が
な
い 

無
回
答 

０歳 190  17.9  18.9  15.3  4.7  38.9  2.1  2.1  

１歳 141  24.1  6.4  30.5  0.7  34.0  2.8  1.4  

２歳 151  25.8  4.0  31.8  2.6  31.8  3.3  0.7  

３歳 207  24.2  2.4  37.7  1.9  28.0  2.9  2.9  

４歳 203  29.1  2.0  40.9  1.0  20.7  3.0  3.4  

５歳 105  17.1  1.9  58.1  1.9  19.0  1.9  － 

 

 

 

（ア）１週あたり就労日数 

「５日」の割合が 55.3％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 20.7％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.5

1.6

8.3

20.7

55.3

6.4

0.7

5.4

1.1

4.0

6.6

20.4

60.1

7.0

0.8

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 671)

平成25年度調査

(回答者数 = 529)
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（イ）１日あたり就労時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 22.8％と最

も高く、次いで「６時間～７時間未満」の割合が

19.2％、「５時間～６時間未満」の割合が 18.6％

となっています。 

６時間未満の割合が減少している一方で６時

間以上の割合が増加しております。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．父親 

「フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就

労）」の割合が 80.9％と最も高くなっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

4.8

12.7

18.6

19.2

11.5

22.8

1.8

2.2

0.6

0.6

5.2

5.9

15.2

22.2

18.3

10.6

20.9

2.7

2.9

0.4

0.9

0.0

0 20 40 60 80 100

％

フルタイム（週５日程度・１日８

時間程度就労）

フルタイムで、現在育休・介護
休暇中

パートタイム、アルバイト等（「フ
ルタイム」以外の就労）

パートタイム、アルバイト等で、
現在育休・介護休暇中

以前は就労していたが、現在は

就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

80.9

0.0

1.0

0.0

0.3

0.1

17.6

0.0

76.4

0.0

0.1

0.4

0.3

0.0

22.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 960)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

平成30年度調査

(回答者数 = 671)

平成25年度調査

(回答者数 = 546)
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【年齢別】 

年齢別でみると、大きな差異はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

フ
ル
タ
イ
ム
（
週
５
日

程
度
・
１
日
８
時
間
程

度
就
労
） 

フ
ル
タ
イ
ム
で
、
現
在

育
休
・
介
護
休
暇
中 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
ア
ル

バ
イ
ト
等
（
「
フ
ル
タ

イ
ム
」
以
外
の
就
労
） 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
ア
ル

バ
イ
ト
等
で
、
現
在
育

休
・
介
護
休
暇
中 

以
前
は
就
労
し
て
い

た
が
、
現
在
は
就
労
し

て
い
な
い 

こ
れ
ま
で
に
就
労
し

た
こ
と
が
な
い 

無
回
答 

０歳 183  80.3  － 1.1  － － － 18.6  

１歳 134  81.3  － 1.5  － － － 17.2  

２歳 137  79.6  － 0.7  － 0.7  － 19.0  

３歳 196  82.7  － 1.0  － － － 16.3  

４歳 193  78.2  － 1.0  － 1.0  0.5  19.2  

５歳 97  82.5  － 1.0  － － － 16.5  

 

 

 

（ア）１週あたり就労日数 

「５日」の割合が 63.2％と最も高く、次いで

「６日」の割合が 29.5％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「６日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.1

0.0

0.5

0.5

63.2

29.5

1.8

4.4

0.1

0.1

0.1

0.6

58.9

38.7

1.5

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 787)

平成25年度調査

(回答者数 = 716)
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（イ）１日あたり就労時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 35.1％と最

も高く、次いで「10 時間～11 時間未満」の割合

が 23.9％、「９時間～10 時間未満」の割合が

13.7％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11－１ フルタイムへの転換希望はありますか。《あてはまる１つに○》 

ア．母親  

「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外

の就労）の就労を続けることを希望」の割合が

54.2％と最も高く、次いで「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」の割合

が 27.4％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「パート・アル

バイト等（「フルタイム」以外の就労）の就労を

続けることを希望」の割合が減少しています。 

 

 

 

  

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.1

0.3

0.3

1.0

1.5

35.1

13.7

23.9

6.1

12.7

5.3

0.0

0.0

0.1

0.3

1.4

37.0

13.5

25.8

5.3

16.6

0.0

0 20 40 60 80 100

％

フルタイム（週５日、１日８時間
程度就労）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）の就労を続け

ることを希望

パート・アルバイト等をやめて自

分で子育てがしたい、また家事
などに専念したい

無回答

5.4

27.4

54.2

5.1

7.9

4.1

23.0

60.1

4.9

7.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 369)

平成25年度調査

(回答者数 = 365)

平成30年度調査

(回答者数 = 787)

平成25年度調査

(回答者数 = 717)
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イ．父親  

「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」の割合が 40.0％と最も高く、

次いで「パート・アルバイト等（「フルタイム」

以外の就労）の就労を続けることを希望」の割合

が 30.0％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「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）の就労を続けることを希望」の割合が増加

しています。一方、「フルタイム（週５日、１日

８時間程度就労）への転換希望があり、実現でき

る見込みがある」の割合が減少しています。 

 

 

 

問 11－２ 就労希望はありますか。《あてはまる１つに○》 

ア．母親  

「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 53.5％と最も高く、次い

で「自分で子育てがしたい、また家事などに専念

したい（就労の予定はない）」の割合が 24.0％、

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

の割合が 16.3％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「一番下の子ど

もが〔  〕歳になったころに就労したい」の割

合が増加しています。 

  

％

自分で子育てがしたい、また家

事などに専念したい（就労の予
定はない）

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

24.0

53.5

16.3

6.2

28.2

46.9

18.3

6.0

0 20 40 60 80 100

％

フルタイム（週５日、１日８時間
程度就労）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）の就労を続け

ることを希望

パート・アルバイト等をやめて自

分で子育てがしたい、また家事
などに専念したい

無回答

0.0

40.0

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 10)

平成25年度調査

(回答者数 = 4)

平成30年度調査

(回答者数 = 325)

平成25年度調査

(回答者数 = 382)
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（ア）一番下の子どもが（   ）歳になったころ 

「３歳」の割合が 43.7％と最も高く、次いで

「７歳」の割合が 12.1％、「２歳」の割合が 10.9％

となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、３歳未満の割

合が増加しており、出産後短期間での職場復帰の

希望が高くなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）希望する就労形態 

「フルタイム（週５日、１日８時間程度就労）」

の割合が 7.5％、「パートタイム・アルバイト等」

の割合が 91.2％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

  

％

フルタイム（週５日、１日８時間
程度就労）

パートタイム・アルバイト等

無回答

7.5

91.2

1.3

9.6

88.0

2.4

0 20 40 60 80 100

％

１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳以上

無回答

0.0

7.5

10.9

43.7

8.6

1.1

8.6

12.1

2.3

2.3

2.9

0.0

5.7

6.8

39.2

12.5

3.4

9.1

15.9

2.3

5.1

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 174)

平成25年度調査

(回答者数 = 176)

平成30年度調査

(回答者数 = 227)

平成25年度調査

(回答者数 = 3)
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①希望１週あたり就労日数 

「３日」の割合が 42.5％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 34.3％、「５日」の割合が 13.5％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「５日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②希望１日あたり就労時間 

「５時間～６時間未満」の割合が 40.6％と最

も高く、次いで「４時間～５時間未満」の割合が

31.9％、「６時間～７時間未満」の割合が 12.1％

となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「４時間未満」

の割合が増加しています。一方、「５時間～６時

間未満」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

8.2

31.9

40.6

12.1

0.5

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

2.4

34.6

47.0

13.7

1.4

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

5.3

42.5

34.3

13.5

0.0

0.0

4.3

0.0

1.4

40.3

34.6

23.7

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 207)

平成25年度調査

(回答者数 = 211)

平成30年度調査

(回答者数 = 207)

平成25年度調査

(回答者数 = 211)
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イ．父親 

「自分で子育てがしたい、また家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 2 件となって

います。 

 

（ア）一番下の子どもが（   ）歳になったころ 

有効回答がありませんでした。 

 

（イ）希望する就労形態 

有効回答がありませんでした。 

 

①希望１週あたり就労日数 

有効回答がありませんでした。 

 

②希望１日あたり就労時間 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

問 11－３ 現在働いていない理由は何ですか。《あてはまるすべてに○》 

「働きながら子育てできる適当な仕事がない」

の割合が 43.6％と最も高く、次いで「家族の考

え方（親族の理解が得られない）等により就労す

る環境が整っていない」の割合が 14.1％となっ

ています。 

平成 25年度調査と比較すると、「働きながら子

育てできる適当な仕事がない」の割合が減少して

います。 

 

 

 

 

 

 

  

％

利用できる施設・サービスがな
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、能力に合う仕事が
ない

家族の考え方（親族の理解が
得られない）等により就労する
環境が整っていない

子どもの健康や障がいの状況
のため

その他

無回答

7.9

43.6

3.5

14.1

5.3

43.2

7.9

7.2

50.2

4.8

12.0

5.6

36.9

8.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 227)

平成25年度調査

(回答者数 = 249)
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（４）平日の保育園・幼稚園・認定こども園などの利用について 

問 12 宛名のお子さんは、現在、平日に次の施設・サービスを定期利用していますか。 

《年間を通じて定期利用しているものすべてに○》 

「保育園（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

36.6％と最も高く、次いで「幼稚園（就学前の子

どもに対して教育を行う施設）」の割合が 35.9％、

「いずれも利用していない」の割合が 19.0％と

なっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「認定こども園

（幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設）」「幼稚

園（就学前の子どもに対して教育を行う施設）」

の割合が増加しています。一方、「いずれも利用

していない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

認定こども園（幼稚園と保育園
の機能を併せ持つ施設）

幼稚園（就学前の子どもに対し
て教育を行う施設）

保育園（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）

保育園の一時預かり（緊急・一
時的に保護者に代わって子ども
の保育をするもの）

家庭的保育（保育者の家庭等
で子どもを預かるサービス）

事業所内保育施設（企業が主
に従業員用に運営する施設）

その他の保育施設（認可外保
育所等）

居宅訪問型保育

事業所内保育施設（企業が主
に従業員用に運営する施設）

その他の保育施設（認可外保
育所等）

いずれも利用していない

無回答

12.6

35.9

36.6

2.1

0.0

1.0

0.4

0.0

1.0

0.4

19.0

0.1

0.7

25.1

40.8

2.0

0.0

0.3

0.2

0.0

0.3

2.1

29.4

0.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)
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【年齢別】 

年齢別でみると、他に比べ、３歳で「幼稚園（就学前の子どもに対して教育を行う施設）」の

割合が、１歳で「保育園（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）」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

認
定
こ
ど
も
園 

（
幼
稚
園
と
保
育
園
の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

幼
稚
園 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
対
し
て
教
育
を
行
う
施
設
） 

保
育
園
（
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
） 

保
育
園
の
一
時
預
か
り
（
緊
急
・
一
時
的
に 

保
護
者
に
代
わ
っ
て
子
ど
も
の
保
育
を
す
る
も
の
） 

小
規
模
な
保
育
施
設
（
市
の
認
可
を
受
け
た 

定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
子
ど
も
を 

預
か
る
サ
ー
ビ
ス
） 

事
業
所
内
保
育
施
設 

（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

そ
の
他
の
保
育
施
設
（
認
可
外
保
育
所
等
） 

い
ず
れ
も
利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

０歳 191  6.3  11.0  19.9  2.6  － － 1.6  － 62.8  － 

１歳 142  8.5  14.8  49.3  4.9  － － 1.4  － 30.3  － 

２歳 152  9.9  31.6  44.7  4.6  － － 2.6  0.7  15.8  － 

３歳 207  16.4  56.5  31.9  － 0.5  － 0.5  － 1.0  － 

４歳 206  18.9  48.1  41.7  1.0  － － － 0.5  0.5  0.5  

５歳 106  14.2  53.8  36.8  0.9  － － － 1.9  － － 
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平成 25 年度調査との比較 

平成 25 年度調査と比較すると、すべての年齢で「いずれも利用していない」の割合が減少し

ています。 

 

（ア）平成 30 年度調査 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

認
定
こ
ど
も
園 

（
幼
稚
園
と
保
育
園
の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

幼
稚
園 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
対
し
て
教
育
を
行
う
施
設
） 

保
育
園
（
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
） 

保
育
園
の
一
時
預
か
り
（
緊
急
・
一
時
的
に 

保
護
者
に
代
わ
っ
て
子
ど
も
の
保
育
を
す
る
も
の
） 

小
規
模
な
保
育
施
設
（
市
の
認
可
を
受
け
た 

定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
子
ど
も
を 

預
か
る
サ
ー
ビ
ス
） 

事
業
所
内
保
育
施
設 

（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

そ
の
他
の
保
育
施
設
（
認
可
外
保
育
所
等
） 

い
ず
れ
も
利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

０歳 191  6.3  11.0  19.9  2.6  － － 1.6  － 62.8  － 

１・２歳 294  9.2 23.5 46.9 4.8 - - 2.0 0.3 22.8 - 

３歳以上 519  17.0 52.6 36.8 0.6 0.2 - 0.2 0.6 0.6 0.2 

 

 

（イ）平成 25 年度調査 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

認
定
こ
ど
も
園 

（
幼
稚
園
と
保
育
園
の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
） 

幼
稚
園 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
対
し
て
教
育
を
行
う
施
設
） 

保
育
園
（
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
） 

保
育
園
の
一
時
預
か
り
（
緊
急
・
一
時
的
に 

保
護
者
に
代
わ
っ
て
子
ど
も
の
保
育
を
す
る
も
の
） 

小
規
模
な
保
育
施
設
（
市
の
認
可
を
受
け
た 

定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
子
ど
も
を 

預
か
る
サ
ー
ビ
ス
） 

事
業
所
内
保
育
施
設 

（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

そ
の
他
の
保
育
施
設
（
認
可
外
保
育
所
等
） 

い
ず
れ
も
利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

０歳 144  0.7  0.7  10.4  3.5  － － 0.7  0.0 83.3  1.4 

１・２歳 306  0.7  3.9  40.8  2.9  － － 0.7  0.3 47.1  0.7 

３歳以上 541  0.7  43.6  48.8  1.1  － － － 0.2  5.2 0.6 
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問 12－１ 施設・サービスの利用について、〔  〕内に数字をお書きください。時間帯

は、24時間制（例：9：00～18：00）でお書きください。 

ア．現在の利用状況 

（ア）１週当たり利用日数 

「５日」の割合が 89.4％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）一日当たり利用時間 

「７時間～８時間未満」の割合が 22.8％と最

も高く、次いで「６時間～７時間未満」の割合が

21.1％、「８時間～９時間未満」の割合が 18.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）時間帯 利用開始時刻 

「８時台」の割合が 45.9％と最も高く、次い

で「９時台」の割合が 36.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 828 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

1.7

1.1

1.0

1.2

89.4

5.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 828 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

1.2

1.2

4.8

21.1

22.8

18.5

11.8

8.5

3.1

0.7

6.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 828 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

8.9

45.9

36.2

3.9

0.1

5.0

0 20 40 60 80 100
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（エ）時間帯 利用終了時刻 

「15 時台」の割合が 28.7％と最も高く、次い

で「16 時台」の割合が 27.4％、「17 時台」の割

合が 16.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．今後の利用希望 

（ア）１週当たり利用日数 

「５日」の割合が 75.4％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）一日当たり利用時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 17.4％と最

も高く、次いで「７時間～８時間未満」の割合が

16.8％、「６時間～７時間未満」の割合が 15.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 828 ％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

1.3

0.6

6.3

28.7

27.4

16.8

11.4

2.4

0.0

5.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 828 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

1.2

0.4

0.7

1.2

75.4

21.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 828 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.7

0.6

1.9

15.2

16.8

17.4

11.2

8.9

3.5

1.4

22.2

0 20 40 60 80 100
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（ウ）時間帯 利用開始時刻 

「８時台」の割合が 38.2％と最も高く、次い

で「９時台」の割合が 28.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）時間帯 利用終了時刻 

「16 時台」の割合が 23.2％と最も高く、次い

で「15 時台」の割合が 19.0％、「17 時台」の割

合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12－２ 次の選択肢の中で利用している施設はありますか。《あてはまるすべてに○》 

「いずれも利用していない」の割合が 86.2％

と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 828 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.2

9.4

38.2

28.6

1.8

0.0

21.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 828 ％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.6

0.4

3.7

19.0

23.2

15.8

12.1

3.1

0.4

21.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 195 ％

居宅訪問型保育（保育者が子
どもの家庭で保育するサービ

ス）

ファミリー・サポート・センター
（地域住民による子どもの預か
りサービス）

児童発達支援事業所（発達に
不安のある子どもや保護者を支
援する施設）

その他の施設・サービス

いずれも利用していない

無回答

0.0

8.2

1.0

4.6

86.2

0.5

0 20 40 60 80 100



24 

問 12－３ 施設・サービスの利用について、〔  〕内に数字をお書きください。時間帯

は、24時間制（例：9：00～18：00）でお書きください。 

ア．現在の利用状況 

（ア）１週当たり利用日数 

「１日」の割合が 26.9％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）一日当たり利用時間 

「４時間未満」の割合が 46.2％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 26 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

26.9

11.5

0.0

3.8

3.8

0.0

0.0

53.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 26 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

46.2

0.0

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100
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（ウ）時間帯 利用開始時刻 

「10 時台」の割合が 34.6％と最も高く、次い

で「９時台」の割合が 11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）時間帯 利用終了時刻 

「13 時より前」の割合が 34.6％と最も高く、

次いで「13 時台」の割合が 11.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．今後の利用希望 

（ア）１週当たり利用日数 

「１日」の割合が 26.9％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 26 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

11.5

34.6

7.7

46.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 26 ％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

34.6

11.5

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

46.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 26 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

26.9

3.8

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

65.4

0 20 40 60 80 100
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（イ）一日当たり利用時間 

「４時間未満」の割合が 30.8％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）時間帯 利用開始時刻 

「10 時台」の割合が 26.9％と最も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）時間帯 利用終了時刻 

「13 時より前」の割合が 23.1％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 26 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

30.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

65.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 26 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

7.7

26.9

0.0

65.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 26 ％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

23.1

3.8

0.0

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

65.4

0 20 40 60 80 100
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問 12－４ 次の選択肢の中で利用したい施設はありますか。《あてはまるすべてに○》 

「幼稚園」の割合が 57.7％と最も高く、次い

で「保育園」の割合が 42.3％、「認定こども園」

の割合が 23.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．認定こども園 利用したい年齢 

「３歳」が 3件となっています。「１歳」が 2 件、「４歳」が 1件となっています。 

 

イ．幼稚園 利用したい年齢 

「３歳」の割合が 53.3％と最も高く、次いで

「２歳」、「４歳」の割合が 13.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．保育園 利用したい年齢 

「３歳」の割合が 36.4％と最も高く、次いで

「１歳」、「２歳」の割合が 27.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 26 ％

認定こども園

幼稚園

保育園

家庭的保育

その他の施設・サービス

上記施設の利用希望はない

無回答

23.1

57.7

42.3

0.0

0.0

3.8

7.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 15 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

0.0

6.7

13.3

53.3

13.3

0.0

13.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 11 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

0.0

27.3

27.3

36.4

9.1

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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エ．家庭的保育 利用したい年齢 

有効回答がありませんでした。 

 

オ．その他の施設・サービス 利用したい年齢 

有効回答がありませんでした。 

 

問 12－５ 現在利用されている施設・サービスの場所はどちらですか。 

《あてはまる１つに○》 

「市内」の割合が 69.2％、「市外」の割合が

3.8％となっています。 

 

 

 

 

問 12－６ 現在、施設・サービスを利用されている理由は何ですか。 

《あてはまるすべてに○》 

「子どもの発達のため」の割合が 57.7％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12－７ 現在、預かり保育を利用していますか。《あてはまる１つに○》 

「特に利用していない」の割合が 56.5％と最

も高く、次いで「幼稚園の預かり保育をほぼ毎日

利用している」の割合が 13.3％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 26 ％

市内

市外

無回答

69.2

3.8

26.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 26 ％

幼児期より教育を受けさせたい
ため

子どもの発達のため

子育てをしている方が現在就労
している

子育てをしている方が就労予定
がある／求職中である

子育てをしている方が家族・親
族などを介護している

子育てをしている方が病気や障
がいがある

子育てをしている方が学生であ
る

その他

無回答

3.8

57.7

3.8

0.0

0.0

3.8

0.0

19.2

30.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 368 ％

幼稚園の預かり保育をほぼ毎
日利用している

幼稚園の預かり保育以外の事
業・サービスを利用している

特に利用していない

無回答

13.3

1.6

56.5

28.5

0 20 40 60 80 100
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問 12－８ 最も多い利用パターンをお書きください。 

ア．１週当たり利用日数 

「５日」の割合が 51.0％と最も高く、次いで

「１日」、「２日」の割合が 12.2％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

イ．一日当たり利用時間 

「４時間未満」の割合が 61.2％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12－９ 利用している保育事業・サービスは何ですか。《あてはまる１つに○》 

また、併せての日数・時間をお書きください。 

「保育園の一時預かり」が 2 件となっています。「ベビーシッター」が 1件となっています。 

 

ア．１週当たり利用日数 

「１日」が 2件となっています。「２日」が 1 件となっています。 

 

イ．一日当たり利用時間 

「４時間未満」が 2 件となっています。「４時間～５時間未満」、「７時間～８時間未満」が 1

件となっています。 

  

回答者数 = 49 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

12.2

12.2

10.2

8.2

51.0

6.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 49 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

61.2

2.0

8.2

6.1

6.1

4.1

4.1

2.0

0.0

0.0

6.1

0 20 40 60 80 100
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問 12－10 現在、利用していない理由は何ですか。《あてはまるすべてに○》 

「利用する必要がない」の割合が 63.7％と最

も高く、次いで「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 36.9％、「子どもの祖父母や親戚の人がみ

ている」の割合が 29.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの年齢が何歳になったら利用したいか 

「３歳」の割合が 38.7％と最も高く、次いで

「１歳」の割合が 32.3％、「２歳」の割合が 22.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 168 ％

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、施設・サービス
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、質や場所など、
納得できる施設がない

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

63.7

29.2

2.4

1.2

6.0

1.2

4.2

36.9

7.7

1.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 62 ％

１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳以上

無回答

0.0

32.3

22.6

38.7

1.6

4.8

0 20 40 60 80 100
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問 13 宛名のお子さんが平日に定期利用するものとして、今後も利用を続けたい、もし

くは、新たに利用したいものはどれですか。 《定期利用したいものすべてに○》 

「保育園（認可を受けた定員 20人以上のもの）」

の割合が 41.7％と最も高く、次いで「幼稚園（通

常の就園時間）」の割合が 35.4％、「認定こども

園（幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設）」の

割合が 24.8％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「認定こども園

（幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設）」の割

合が増加しています。一方、「保育園（認可を受

けた定員 20 人以上のもの）」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13－１ 利用したい施設・サービスの場所はどちらですか。 《あてはまる１つに○》 

「市内」の割合が 87.2％、「市外」の割合が

10.4％となっています。 

 

 

 

 

  

％

認定こども園（幼稚園と保育園

の機能を併せ持つ施設）

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園の預かり保育（通常の就

園時間を延長して預かるサービ

ス）

保育園（認可を受けた定員20人

以上のもの）

保育園の一時預かり（緊急・一

時的に保護者に代わって子ども

の保育をするもの）

小規模な保育園（認可を受けた

定員おおむね６～19人のもの）

家庭的保育（保育者の家庭等

で子どもを預かるサービス）

事業所内保育施設（企業が主

に従業員用に運営する施設）

その他の保育施設（認可外保

育所等）

居宅訪問型保育（保育者が子

どもの家庭で保育するサービ

ス）

児童発達支援事業所（発達に

不安のある子どもや保護者を支

援する施設）

ファミリー・サポート・センター

（地域住民による子どもの預か

りサービス）

その他の施設・サービス

利用する必要はない

無回答

24.8

35.4

15.6

41.7

11.0

4.2

0.7

2.5

0.2

0.7

2.8

6.1

0.9

5.7

2.8

8.8

34.8

15.2

48.4

8.9

3.9

1.7

2.4

0.8

1.0

2.0

6.5

2.3

9.9

2.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

回答者数 = 937 ％

市内

市外

無回答

87.2

10.4

2.5

0 20 40 60 80 100
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問 13－２ 施設・サービスを選ぶとき、特にどのような点を重視しますか。 

《主な３つまでに○》 

「自宅に近い」の割合が 58.6％と最も高く、

次いで「職員の印象がよい」の割合が 32.9％、「兄

弟姉妹が通っている（いた）」の割合が 23.9％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13－３ あなたは、特に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）

の利用を強く希望しますか。《あてはまる１つに○》 

「はい」の割合が 21.8％、「いいえ」の割合が

43.9％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 937 ％

自宅に近い

兄弟姉妹が通っている（いた）

低年齢児からみてくれる

近所の友だちが通っている

預けられる時間が長い

職員の印象がよい

祖父母宅に近い

周辺の環境がよい

通勤に便利なところにある

施設や設備が充実している

職場に近い

方針や内容がよい

評判がよい

利用料が安い

就学前の教育が受けられる

短時間でも預けられる

その他

特にない

無回答

58.6

23.9

10.1

3.3

14.5

32.9

3.5

3.0

6.2

10.6

5.0

20.8

8.4

7.4

6.7

1.1

1.0

0.0

22.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 542 ％

はい

いいえ

無回答

21.8

43.9

34.3

0 20 40 60 80 100
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（５）病児・病後児保育について 

問 14 この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガで利用されている施設・サービスを

利用できなかったことはありますか。《あてはまるすべてに○》 

「あった」の割合が 55.9％、「なかった」の割

合が 35.3％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、０歳以外の各年齢において、「あった」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

０歳 71  33.8  50.7  15.5  

１歳 99  59.6  31.3  9.1  

２歳 128  58.6  33.6  7.8  

３歳 205  60.5  30.7  8.8  

４歳 204  58.8  34.3  6.9  

５歳 106  51.9  38.7  9.4  

 

  

平成30年度調査

(回答者数 = 828)

平成25年度調査

(回答者数 = 697)

％

あった

なかった

無回答

55.9

35.3

8.8

0.0

57.1

39.3

3.6

0 20 40 60 80 100
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就労）で「あ

った」の割合が、これまでに就労したことがないで「なかった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就労） 227  68.7  27.8  3.5  

フルタイムで、現在産休・育休・介護休暇中 29  48.3  41.4  10.3  

パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外の就労） 331  57.4  31.4  11.2  

パートタイム、アルバイト等で、現在産休・育休・介護休暇中 14  71.4  21.4  7.1  

以前は就労していたが、現在は就労していない 182  43.4  47.3  9.3  

これまでに就労したことがない 21  23.8  61.9  14.3  

 

 

 

 

問 14－１ どのように対処しましたか。《あてはまるすべてに○》 

「母親が休んだ」の割合が 73.0％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」の割合が 33.0％、「父親または母

親のうち就労していない方が子どもをみた」の割

合が 20.7％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「父親が休んだ」

の割合が増加しており、「病児・病後児」の利用

も増加しております。 

 

 

 

 

 

 

％

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

父親また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

14.0

73.0

33.0

20.7

3.9

0.2

0.0

0.6

3.5

0.2

0.0

8.0

71.4

36.7

20.1

0.0

0.3

0.0

0.3

4.3

0.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 463)

平成25年度調査

(回答者数 = 398)
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対処方法 

対処日数をみると、他に比べ、父親が休んだで「１日」「２日」の割合が、母親が休んだで「６

日～10日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日
～
10
日 

11
日
～
20
日 

21
日
以
上 

無
回
答 

父親が休んだ 65  32.3  29.2  10.8  3.1  7.7  6.2  3.1  1.5  6.2  

母親が休んだ 338  4.7  12.1  13.0  5.6  10.9  28.1  8.6  5.3  11.5  

（同居者を含む）親族・知人に 
子どもをみてもらった 

153  9.2  18.3  19.0  3.9  13.7  19.0  5.2  3.3  8.5  

父親又は母親のうち就労して 
いない方が子どもをみた 

96  6.3  3.1  16.7  6.3  12.5  25.0  8.3  10.4  11.5  

病児・病後児の保育を利用した 18  22.2  16.7  16.7  11.1  22.2  5.6  - - 5.6  

ベビーシッターを利用した 1  100.0  - - - - - - - - 

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 

3  33.3  - - - - 33.3  - - 33.3  

その他 16  12.5  12.5  25.0  6.3  12.5  12.5  6.3  - 12.5  

 

【年齢別】 

年齢別でみると、他に比べ、１歳で「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」の割合が高くなっています。また、３歳で「父親または母親のうち就労していな

い方が子どもをみた」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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
ま
た
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 

０歳 24  12.5  79.2  41.7  16.7  － － － － 4.2  － 

１歳 59  16.9  86.4  49.2  6.8  11.9  － － － 3.4  － 

２歳 75  14.7  74.7  30.7  18.7  4.0  － － 1.3  1.3  1.3  

３歳 124  15.3  68.5  28.2  27.4  1.6  － － － 4.8  － 

４歳 120  12.5  68.3  29.2  23.3  3.3  0.8  － 0.8  2.5  － 

５歳 55  10.9  70.9  32.7  21.8  3.6  － － 1.8  5.5  － 
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、パートタイム、アルバイト等で、現在産休・育休・介護

休暇中で「父親が休んだ」の割合が、パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

「母親が休んだ」の割合が高くなっています。また、以前は就労していたが、現在は就労していな

いで「父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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
ま
た
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 

フルタイム（週５日程度・ 
１日８時間程度就労） 

156  22.4  83.3  49.4  1.9  4.5  － － － 4.5  0.6  

フルタイムで、現在産休・ 
育休・介護休暇中 

14  14.3  78.6  28.6  21.4  － － － － － － 

パートタイム、アルバイト等 
（「フルタイム」以外の就労） 

190  12.6  92.1  34.7  5.3  5.3  0.5  － 1.6  3.7  － 

パートタイム、アルバイト 
等で、現在産休・育休・ 
介護休暇中 

10  30.0  90.0  20.0  20.0  10.0  － － － － － 

以前は就労していたが、 
現在は就労していない 

79  － 8.9  3.8  89.9  － － － － 1.3  － 

これまでに就労したことが 
ない 

5  － 20.0  － 80.0  － － － － － － 
 
 

 

 

 
 

問 14－２ 病児・病後児保育を利用したいと思いましたか。《あてはまる１つに○》 

「できれば利用したかった」の割合が 27.8％、

「利用したいと思わなかった」の割合が 69.9％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「利用したいと

思わなかった」の割合が増加しています。一方、

「できれば利用したかった」の割合が減少してい

ます。 

 

 

  

％

できれば利用したかった

利用したいと思わなかった

無回答

27.8

69.9

2.3

36.5

61.8

1.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 342)

平成25年度調査

(回答者数 = 288)
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病児・病後児保育施設等を利用したい日数 

「６日～10 日」の割合が 23.2％と最も高く、

次いで「５日」の割合が 16.8％、「11日～20日」

の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14－３ 病児・病後児保育を利用したくても利用できなかった、あるいは利用したい

と思わなかったという理由は何ですか。《あてはまるすべてに○》 

「親が仕事を休んで対応できる」の割合が

50.0％と最も高く、次いで「病児・病後児を他人

に看てもらうのは不安」の割合が 35.7％、「利用

料がかかる・高い」の割合が 28.4％となってい

ます。 

平成 25年度調査と比較すると、「利用料がかか

る・高い」「親が仕事を休んで対応できる」の割

合が増加しています。一方、「市内に病児・病後

児の保育サービスがない」「病児・病後児保育に

ついてよく知らない」の割合が減少しています。 

 

問 14－４ 病児・病後児保育の望ましい形態はどれですか。《あてはまるすべてに○》 

「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 68.4％と最も高く、次いで「大

規模施設（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」の割合が 50.5％、「小

規模施設で子どもを保育する事業（例：子育て支

援センター等）」の割合が 16.8％となっています。 

  

％

大規模施設（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

小規模施設で子どもを保育する

事業（例：子育て支援センター
等）

地域住民が子育て家庭の身近
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

50.5

68.4

16.8

5.3

4.2

6.3

57.1

80.0

21.9

7.6

1.9

0.0

0 20 40 60 80 100

％

病児・病後児を他人に看てもら

うのは不安

市内に病児・病後児の保育
サービスがない

利用料がかかる・高い

病児・病後児保育についてよく
知らない

親が仕事を休んで対応できる

その他

無回答

35.7

1.8

28.4

19.0

50.0

27.5

5.8

0.0

36.1

24.3

22.9

33.0

36.5

12.5

5.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 342)

平成25年度調査

(回答者数 = 288)

平成30年度調査

(回答者数 = 95)

平成25年度調査

(回答者数 = 105)

回答者数 = 95 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

4.2

9.5

9.5

4.2

16.8

23.2

10.5

0.0

22.1

0 20 40 60 80 100
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（６）土曜・休日の保育園・幼稚園・認定こども園などの利用について 

問 15 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、保育園や幼稚園等の利用希

望（一時的な利用は除く。）がありますか。《あてはまる１つに○》時間帯は、24

時間制（例：9：00～18：00）でお書きください。 

土曜日では、「利用希望はない」の割合が 68.4％

と最も高く、次いで「月に１～２回は利用したい」

の割合が 19.8％となっています。 

日曜日・祝日では、「利用希望はない」の割合

が 83.0％と最も高く、次いで「月に１～２回は

利用したい」の割合が 11.2％となっています。 

 

 

 

（ア）利用開始時間 

土曜日では、「８時台」の割合が 42.1％と最も

高く、次いで「９時台」の割合が 35.1％、「７時

台」の割合が 15.2％となっています。 

日曜日・祝日では、「８時台」の割合が 43.0％

と最も高く、次いで「９時台」の割合が 31.9％、

「７時台」の割合が 18.5％となっています。 

 

 

 

 

 

（イ）利用終了時間 

土曜日では、「17時台」の割合が 21.5％と最も

高く、次いで「16 時台」の割合が 19.2％、「18

時台」の割合が 17.9％となっています。 

日曜日・祝日では、「16時台」、「17時台」の割

合が 25.2％と最も高く、次いで「18 時台」の割

合が 23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

4.6

4.6

5.0

16.2

19.2

21.5

17.9

5.6

0.0

5.3

0.0

2.2

0.7

1.5

8.9

25.2

25.2

23.0

9.6

0.0

3.7

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.3

15.2

42.1

35.1

2.0

0.3

5.0

0.0

0.0

18.5

43.0

31.9

1.5

0.7

4.4

0 20 40 60 80 100

％

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

利用希望はない

無回答

9.7

19.8

68.4

2.1

0.0

2.0

11.2

83.0

3.8

0 20 40 60 80 100

土曜日

(回答者数 = 1,024)

日曜・祝日

(回答者数 = 1,024)

土曜日

(回答者数 = 302)

日曜・祝日

(回答者数 = 135)

土曜日

(回答者数 = 302)

日曜・祝日

(回答者数 = 135)
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問 16 夏休み・冬休みなどの長期休暇中に利用したいですか。《あてはまる１つに○》 

「ほぼ毎日利用したい」の割合が 34.8％と最

も高く、次いで「利用希望はない」の割合が 31.3％、

「週に数日利用したい」の割合が 29.9％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

（ア）利用開始時間 

「９時台」の割合が 47.1％と最も高く、次い

で「８時台」の割合が 39.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）利用終了時間 

「15 時台」の割合が 38.7％と最も高く、次い

で「16 時台」の割合が 27.7％、「17 時台」の割

合が 13.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 368 ％

ほぼ毎日利用したい

週に数日利用したい

利用希望はない

無回答

34.8

29.9

31.3

4.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 238 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

5.5

39.9

47.1

4.2

0.8

2.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 238 ％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.4

4.6

38.7

27.7

13.4

10.9

1.7

0.0

2.5

0 20 40 60 80 100
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（７）宛名のお子さんの一時預かりについて 

問 17 この１年間で、私用やリフレッシュ目的、冠婚葬祭や親の病気、あるいは就労の

ため、宛名のお子さんについて不定期に利用しているものがありますか。 

《あてはまるすべてに○》 

「利用していない」の割合が 61.0％と最も高

くなっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「利用していな

い」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している事業 

利用している事業をみると、他に比べ、幼稚園の一時預かり（不定期利用の場合のみ）で「６

日～10日」の割合が、保育園の一時預かりで「21 日以上」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日
～
10
日 

11
日
～
20
日 

21
日
以
上 

無
回
答 

保育園の一時預かり 54  5.6  11.1  5.6  5.6  7.4  9.3  14.8  27.8  13.0  

幼稚園の一時預かり 
（不定期利用の場合のみ） 

37  2.7  8.1  8.1  5.4  8.1  27.0  16.2  21.6  2.7  

認定こども園 5  - - - - - 40.0  20.0  40.0  - 

ファミリー・サポート・センター 8  25.0  - - 25.0  - 25.0  - 25.0  - 

認可外の保育施設 2  - - - - - - 50.0  50.0  - 

ベビーシッター - - - - - - - - - - 

その他 3  - - - - - 33.3  33.3  33.3  - 

 
  

％

保育園の一時預かり

幼稚園の一時預かり（不定期利

用の場合のみ）

認定こども園

ファミリー・サポート・センター

認可外の保育施設

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

5.3

3.6

0.5

0.8

0.2

0.0

0.3

61.0

28.7

0.0

4.0

3.0

0.6

0.6

0.1

0.9

0.9

86.9

4.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)
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問 17－１ 利用していない理由は何ですか。《あてはまるすべてに○》 

「特に利用する必要がない」の割合が 82.2％

と最も高く、次いで「利用料がかかる・高い」の

割合が 14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 私用やリフレッシュ目的、冠婚葬祭や親の病気、あるいは就労のため、宛名のお

子さんについて、一時預かりを利用したいと思いますか。《あてはまる１つに○》 

「利用したいと思う」の割合が 28.5％、「利用

したいと思わない」の割合が 54.0％となってい

ます。 

平成 25年度調査と比較すると、「利用したいと

思わない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

ア．利用したいと思う 

「私用（買い物、習い事等）リフレッシュ目的」

の割合が 64.4％と最も高く、次いで「冠婚葬祭、

子どもの親の病気」の割合が 40.8％、「不定期の

就労」の割合が 21.2％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「私用（買い物、

習い事等）リフレッシュ目的」の割合が増加して

います。 

 

 

  

％

私用（買い物、習い事等）リフ

レッシュ目的

冠婚葬祭、子どもの親の病気

不定期の就労

その他

無回答

64.4

40.8

21.2

10.3

8.6

57.5

44.4

21.3

9.2

6.3

0 20 40 60 80 100

％

利用したいと思う

利用したいと思わない

無回答

28.5

54.0

17.5

0.0

31.7

63.2

5.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 625 ％

特に利用する必要がない

利用したいサービスが市内にな
い

市内のサービスの質に不安が
ある

市内のサービスの利便性がよく
ない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

利用対象かどうかわからない

事業の利用方法がわからない

その他

無回答

82.2

1.8

3.7

1.9

14.6

5.3

6.1

9.0

4.8

1.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

平成30年度調査

(回答者数 = 292)

平成25年度調査

(回答者数 = 315)
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合計日数 

「11 日～20 日」の割合が 18.8％と最も高く、

次いで「21日以上」の割合が 16.8％、「６日～10

日」の割合が 11.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）私用（買い物、習い事等）リフレッシュ目的 年間日数 

「11 日～20 日」の割合が 27.7％と最も高く、

次いで「６日～10 日」の割合が 21.3％、「21 日

以上」の割合が 13.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）冠婚葬祭、子どもの親の病気 年間日数 

「６日～10 日」の割合が 25.2％と最も高く、

次いで「２日」の割合が 19.3％、「３日」の割合

が 16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 292 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.7

1.4

4.1

0.7

5.1

11.6

18.8

16.8

40.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 188 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

3.7

6.4

10.1

2.1

8.0

21.3

27.7

13.3

7.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 119 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

5.0

19.3

16.0

4.2

14.3

25.2

4.2

3.4

8.4

0 20 40 60 80 100
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（ウ）不定期の就労 年間日数 

「６日～10 日」の割合が 33.9％と最も高く、

次いで「21 日以上」の割合が 22.6％、「11 日～

20 日」の割合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）その他 年間日数 

「６日～10 日」の割合が 36.7％と最も高く、

次いで「11 日～20 日」の割合が 16.7％、「21 日

以上」の割合が 13.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18－１ 不定期の一時預かりの望ましい形態はどれですか。《あてはまるすべてに○》 

「大規模施設で子どもを保育する事業（例：幼

稚園・保育所、認定こども園等）」の割合が 82.2％

と最も高く、次いで「小規模施設で子どもを保育

する事業（例：子育て支援センター、児童館等）」

の割合が 41.1％、「地域住民が子育て家庭の近く

の場所で保育する事業（例：ファミリー・サポー

ト・センター等）」の割合が 11.6％となっていま

す。  

回答者数 = 62 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

1.6

1.6

0.0

3.2

11.3

33.9

16.1

22.6

9.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 30 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.0

10.0

6.7

0.0

3.3

36.7

16.7

13.3

13.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 292 ％

大規模施設で子どもを保育する
事業（例：幼稚園・保育所、認定

こども園等）

小規模施設で子どもを保育する

事業（例：子育て支援センター、
児童館等）

地域住民が子育て家庭の近く
の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

82.2

41.1

11.6

1.7

1.7

0 20 40 60 80 100
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（８）宛名のお子さんの宿泊を伴う一時預かりについて 

問 19 この１年間に保護者の用事などにより、宛名のお子さんを泊まりがけで家族以外

に預けなければならないことはありましたか。《あてはまる１つに○》 

「あった（預け先が見つからなかった場合を含

む）」の割合が 10.1％、「なかった」の割合が

88.6％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

問 19－１ そのときの対処方法はどれですか。《あてはまるすべてに○》また、対処の日

数を記入してください。 

「親族・知人（同居者を含む）に預けた」の割

合が 87.4％と最も高く、次いで「仕方なく子ど

もを同行させた」の割合が 10.7％となっていま

す。 

平成 25年度調査と比較すると、「仕方なく子ど

もを同行させた」の割合が増加しています。一方、

「親族・知人（同居者を含む）に預けた」の割合

が減少しています。 

 

 

対処方法 

対処方法をみると、他に比べ、親族・知人（同居者を含む）に預けたで「２泊」「６泊～10泊」

の割合が、仕方なく子どもを同行させたで「３泊」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
泊 

２
泊 

３
泊 

４
泊 

５
泊 

６
泊
～
10
泊 

11
泊
～
20
泊 

21
泊
以
上 

無
回
答 

親族・知人 
（同居者を含む）に預けた 

90  12.2  13.3  13.3  6.7  7.8  13.3  6.7  6.7  20.0  

短期入所生活援助 
事業を利用した 

2  - - - - - - - - 100.0  

２以外の保育事業を 
利用した 

1  - - 100.0  - - - - - - 

仕方なく子どもを 
同行させた 

11  9.1  9.1  27.3  - - 9.1  - - 45.5  

仕方なく子どもだけで 
留守番をさせた 

- - - - - - - - - - 

その他 3  33.3  - - - - - - - 66.7  

  

％

親族・知人（同居者を含む）に預

けた

短期入所生活援助事業を利用
した

２以外の保育事業を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番を

させた

その他

無回答

87.4

1.9

1.0

10.7

0.0

2.9

2.9

0.0

95.6

-

-

3.3

0.0

3.3

0.0

0 20 40 60 80 100

％

あった（預け先が見つからな

かった場合を含む）

なかった

無回答

10.1

88.6

1.4

0.0

9.0

89.3

1.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

平成30年度調査

(回答者数 = 103)

平成25年度調査

(回答者数 = 90)
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（９）子育て支援サービス全般について 

問 20 宛名のお子さんは、現在、子育て支援センターや児童館を利用されていますか。 

《あてはまるすべてに○》 

「利用していない」の割合が 79.0％と最も高

く、次いで「子育て支援センター」の割合が 17.9％

となっています。 

 

 

 

ア．子育て支援センター 

（ア）１週当たり利用回数 

「１回」の割合が 15.8％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）１月当たり利用回数 

「１回」の割合が 37.7％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 16.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

イ．児童館 

（ア）１週当たり利用回数 

「１回」の割合が 7.1％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,024 ％

子育て支援センター

児童館

利用していない

無回答

17.9

5.5

79.0

0.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 183 ％

１回

２回

３回

４回

５回以上

無回答

15.8

7.7

1.6

1.1

0.5

73.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 183 ％

１回

２回

３回

４回

５回以上

無回答

37.7

16.9

7.7

4.4

4.4

29.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 56 ％

１回

２回

３回

４回

５回以上

無回答

7.1

1.8

0.0

0.0

0.0

91.1

0 20 40 60 80 100
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（イ）１月当たり利用回数 

「１回」の割合が 48.2％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20－１ 現在、利用していない理由は何ですか。《あてはまるすべてに○》 

「特に理由はない」の割合が 51.4％と最も高

く、次いで「時間がない」の割合が 27.1％、「利

用したいが近くにない」の割合が 10.3％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 子育て支援センターや児童館について、今は利用していないが、できれば利用し

たい。あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。《あてはまるすべてに○》 

「特に利用したくない、必要がない」の割合が

54.3％と最も高く、次いで「子育て支援センター」

の割合が 22.1％、「児童館」の割合が 19.6％とな

っています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 56 ％

１回

２回

３回

４回

５回以上

無回答

48.2

25.0

5.4

1.8

1.8

17.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 809 ％

利用したいが近くにない

サービスの質に不安がある

サービスの利便性が悪い

自分が利用できるのかわからな
い

時間がない

利用方法がわからない

その他

特に理由はない

無回答

10.3

4.4

3.1

3.7

27.1

9.0

14.7

51.4

1.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,024 ％

子育て支援センター

児童館

特に利用したくない、必要がな
い

無回答

22.1

19.6

54.3

13.3

0 20 40 60 80 100
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ア．子育て支援センター 

（ア）１週当たり利用回数 

「１回」の割合が 23.5％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）１月当たり利用回数 

「１回」の割合が 30.5％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 22.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

イ．児童館 

（ア）１週当たり利用回数 

「１回」の割合が 19.4％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）１月当たり利用回数 

「１回」の割合が 41.8％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 24.4％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 226 ％

１回

２回

３回

４回

５回以上

無回答

23.5

9.7

4.9

0.9

0.0

61.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 226 ％

１回

２回

３回

４回

５回以上

無回答

30.5

22.6

2.7

5.3

4.4

34.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 201 ％

１回

２回

３回

４回

５回以上

無回答

19.4

3.0

3.5

1.0

0.5

72.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 201 ％

１回

２回

３回

４回

５回以上

無回答

41.8

24.4

2.0

4.5

1.0

26.4

0 20 40 60 80 100
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問 21－１ 土曜日や日曜日・祝日の利用希望はありますか。《あてはまるすべてに○》 

「土曜日に利用したい」の割合が 61.1％と最

も高く、次いで「祝日に利用したい」の割合が

45.5％、「日曜日に利用したい」の割合が 44.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 332 ％

土曜日に利用したい

日曜日に利用したい

祝日に利用したい

特に利用したくない、必要がな

い

無回答

61.1

44.9

45.5

22.0

3.6

0 20 40 60 80 100
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問 22 次の市の事業やサービスごとに、Ａ～Ｃそれぞれ「１ はい」、「２ いいえ」の

いずれかに○をつけてください。 

知っているでは、⑥子育て支援センターの割合が 92.7％と最も高く、次いで、④保育園や幼稚

園の園庭等の開放の割合で 89.6％、⑦児童館の割合で 87.9％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、①母親学級、両親学級、育児学級、⑤つどいの広場の割合が

増加しています。一方、④保育園や幼稚園の園庭等の開放、⑨市の子育てガイドブックの割合が

減少しています。 

利用したことがあるでは、⑥子育て支援センターの割合が 65.8％と最も高く、次いで④保育園

や幼稚園の園庭等の開放で 47.5％、⑨市の子育てガイドブックで 44.8％となっています。 

平成 25 年度と比較すると、⑤つどいの広場の割合が増加しています。一方、⑥子育て支援セ

ンター、⑨市の子育てガイドブックが減少しています。 

今後利用したいでは、⑥子育て支援センターの割合が 50.1％と最も高く、次いで、⑦児童館で

49.7％、⑨市の子育てガイドブックで 49.1％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、⑨市の子育てガイドブックの割合が増加しています。一方、

①母親学級、両親学級、育児学級、②保健センターの情報・相談サービス、③家庭教育に関する

学級・講座、④保育園や幼稚園の園庭等の開放、⑤つどいの広場の割合が減少しています。 

 

  回答者数 = 1,024 ％

①母親学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談サービス

③家庭教育に関する学級・講座

④保育園や幼稚園の園庭等の開放

⑤つどいの広場

⑥子育て支援センター

⑦児童館

⑧家庭児童相談室

⑨市の子育てガイドブック

⑩ファミリー・サポート・センター

⑪子育てアプリ「つしまっち」

59.5

75.9

21.8

89.6

25.3

92.7

87.9

47.9

80.3

83.3

55.2

29.3

31.3

3.8

47.5

4.1

65.8

38.4

5.3

44.8

7.2

25.0

27.6

41.2

28.9

43.1

17.4

50.1

49.7

21.8

49.1

25.4

39.8

0 20 40 60 80 100

知っている

利用したことがある

今後利用したい
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平成 25 年度調査 

 

 

 

  

回答者数 = 995 ％

①母親学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談サービス

③家庭教育に関する学級・講座

④保育園や幼稚園の園庭等の開放

⑤つどいの広場

⑥子育て支援センター

⑦児童館

⑧家庭児童相談室

⑨市の子育てガイドブック

⑩ファミリー・サポート・センター

66.8

79.7

22.2

82.6

36.9

88.3

87.1

53.1

55.8

83.4

32.7

31.1

4.1

45.9

9.4

52.4

38.5

5.2

23.6

5.3

35.5

48.4

34.0

49.7

25.1

49.3

54.1

32.0

43.9

28.3

0 20 40 60 80 100

知っている

利用したことがある

今後利用したい
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（10）小学校就学後の放課後の過ごし方について 

問 23 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。《あては

まるすべてに○》また、希望日数を記入してください。「学童保育」の場合は、希

望する時間も〔  〕内にお書きください。時間帯は、24時間制（例：18：00）

でお書きください。 

「自宅」の割合が 73.6％と最も高く、次いで

「習い事・塾」の割合が 37.7％、「放課後子ども

教室」の割合が 27.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．利用希望 

利用希望をみると、他に比べ、祖父母宅や友人・知人宅で「１日」の割合が、習い事・塾で「２

日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

無
回
答 

自宅 78  12.8  7.7  9.0  2.6  52.6  15.4  

祖父母宅や友人・知人宅 14  35.7  14.3  - - 21.4  28.6  

習い事・塾 40  30.0  32.5  17.5  2.5  5.0  12.5  

児童館 7  28.6  14.3  - - 14.3  42.9  

放課後子ども教室 29  6.9  24.1  10.3  20.7  34.5  3.4  

学童保育 27  7.4  7.4  3.7  11.1  55.6  14.8  

ファミリー・サポート・センター 2  50.0  - - - - 50.0  

その他 8  12.5  25.0  25.0  - 12.5  25.0  

 

 

  

回答者数 = 106 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・塾

児童館

放課後子ども教室

学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

73.6

13.2

37.7

6.6

27.4

25.5

1.9

7.5

4.7

0 20 40 60 80 100
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イ．学童保育 利用終了時刻 

「18 時台」の割合が 63.0％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 25.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 24 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。 

《あてはまるすべてに○》 

「自宅」の割合が 83.0％と最も高く、次いで

「習い事・塾」の割合が 50.9％、「放課後子ども

教室」の割合が 20.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 106 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・塾

児童館

放課後子ども教室

学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

83.0

14.2

50.9

5.7

20.8

18.9

0.9

10.4

3.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 27 ％

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

3.7

0.0

25.9

63.0

3.7

0.0

3.7

0 20 40 60 80 100
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ア．利用希望 

利用希望をみると、他に比べ、祖父母宅や友人・知人宅で「１日」の割合が、習い事・塾で「２

日」の割合が高くなっています。また、自宅で「５日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

無
回
答 

自宅 88  5.7  10.2  11.4  2.3  51.1  19.3  

祖父母宅や友人・知人宅 15  26.7  20.0  13.3  - 26.7  13.3  

習い事・塾 54  29.6  33.3  20.4  1.9  3.7  11.1  

児童館 6  33.3  16.7  - - 16.7  33.3  

放課後子ども教室 22  13.6  13.6  13.6  18.2  27.3  13.6  

学童保育 20  5.0  - 5.0  20.0  35.0  35.0  

ファミリー・サポート・センター 1  - - - - - 100.0  

その他 11  18.2  18.2  18.2  - 9.1  36.4  

 

イ．学童保育 利用終了時刻 

「18 時台」の割合が 65.0％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 24－１ 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日、夏休み・冬休みなどの長

期休暇中に、学童保育の利用希望がありますか。  《あてはまる１つに○》

利用希望がある場合は、希望する学年や時間帯を〔  〕内にお書きください。

時間帯は、24時間制（例：9：00～18：00）でお書きください。 

土曜日では、「利用希望がある」の割合が 63.3％、

「利用希望はない」の割合が 23.3％となってい

ます。 

日曜日・祝日では、「利用希望がある」の割合

が 5.7％、「利用希望はない」の割合が 34.9％と

なっています。  

％

利用希望がある

利用希望はない

無回答

63.3

23.3

13.3

0.0

5.7

34.9

59.4

0 20 40 60 80 100

土曜日

(回答者数 = 30)

日曜・祝日

(回答者数 = 106)

回答者数 = 20 ％

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

5.0

0.0

10.0

65.0

5.0

0.0

15.0

0 20 40 60 80 100
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（ア）何年生まで利用したいか 

土曜日では、「６年生」の割合が 42.1％と最も

高く、次いで「４年生」の割合が 21.1％、「３年

生」の割合が 15.8％となっています。 

日曜日・祝日では、「４年生」が 3 件となって

います。「６年生」が 2件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）利用開始時間 

土曜日では、「８時台」の割合が 42.1％と最も

高く、次いで「９時台」の割合が 26.3％、「７時

台」の割合が 15.8％となっています。 

日曜日・祝日では、「７時台」、「８時台」が 2

件となっています。「９時台」が 1 件となってい

ます。 

 

 

 

 

 

（ウ）利用終了時間 

土曜日では、「18時台」の割合が 57.9％と最も

高く、次いで「17 時台」の割合が 15.8％、「15

時台」の割合が 10.5％となっています。 

日曜日・祝日では、「15時台」、「18時台」が 2

件となっています。「19時台」が 1件となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

5.3

0.0

0.0

10.5

0.0

15.8

57.9

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

33.3

16.7

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

15.8

42.1

26.3

5.3

0.0

10.5

0.0

0.0

33.3

33.3

16.7

0.0

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

％

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

0.0

5.3

15.8

21.1

5.3

42.1

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

33.3

16.7

0 20 40 60 80 100

土曜日

(回答者数 = 19)

日曜・祝日

(回答者数 = 6)

土曜日

(回答者数 = 19)

日曜・祝日

(回答者数 = 6)

土曜日

(回答者数 = 19)

日曜・祝日

(回答者数 = 6)
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夏休み・冬休みなどの長期休暇中 

「利用希望がある」の割合が 29.2％、「利用希

望はない」の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

（ア）何年生まで利用したいか 

「６年生」の割合が 51.6％と最も高く、次い

で「４年生」の割合が 22.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）利用開始時間 

「８時台」の割合が 51.6％と最も高く、次い

で「９時台」の割合が 25.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 106 ％

利用希望がある

利用希望はない

無回答

29.2

13.2

57.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 31 ％

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

0.0

3.2

9.7

22.6

3.2

51.6

9.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 31 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

9.7

51.6

25.8

3.2

0.0

9.7

0 20 40 60 80 100
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（ウ）利用終了時間 

「18 時台」の割合が 41.9％と最も高く、次い

で「17 時台」の割合が 22.6％、「15 時台」の割

合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25 宛名のお子さんについて、長期休暇中（夏休み等）の日中、どのような場所で過

ごさせたいと思いますか。《あてはまるすべてに○》 

「自宅」の割合が 72.6％と最も高く、次いで

「祖父母宅や友人・知人宅」の割合が 50.9％、「学

童保育」の割合が 30.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 31 ％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

3.2

0.0

0.0

16.1

6.5

22.6

41.9

3.2

0.0

6.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 106 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・塾

児童館

学童保育

居場所づくり事業

地域コミュニティでの見守り

その他

無回答

72.6

50.9

29.2

14.2

30.2

12.3

5.7

23.6

12.3

0 20 40 60 80 100
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（11）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 26 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、該当す

る（  ）内には数字でご記入ください。また、取得していない方はその理由をご

記入ください。 

ア．母親 

「働いていなかった」の割合が 50.6％と最も

高く、次いで「取得した（取得中である）」の割

合が 35.4％、「取得していない」の割合が 14.1％

となっています。 

 

 

 

 

取得していない理由 

「子育てや家事に専念するため退職した」の割

合が 24.3％と最も高く、次いで「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）」の割合が 22.2％、「職場に育児休業を取り

にくい雰囲気があった」の割合が 13.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,024 ％

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

50.6

35.4

14.1

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 144 ％

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（園）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

13.2

7.6

5.6

10.4

0.7

9.0

6.3

0.7

10.4

24.3

22.2

8.3

2.8

5.6

18.8

13.2

0 20 40 60 80 100
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イ．父親 

「取得していない」の割合が 85.7％と最も高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

取得していない理由 

「仕事が忙しかった」の割合が 34.9％と最も

高く、次いで「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」の割合が 34.5％、「収入減となり、経済的に

苦しくなる」の割合が 26.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,024 ％

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

0.8

2.4

85.7

11.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 878 ％

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（園）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

24.9

34.9

0.1

4.4

4.4

26.9

2.2

20.6

34.5

0.8

13.0

0.5

1.5

0.1

6.6

6.5

0 20 40 60 80 100
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問 26－１ 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２歳）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）の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、保険料免除のいずれも知らな

かった」の割合が 35.4％と最も高く、次いで「育

児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた」

の割合が 33.7％、「育児休業給付のみ知っていた」

の割合が 26.0％となっています。 

 

 

 

問 26－２ 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。 

ア．母親 

「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が

79.0％と最も高く、次いで「現在も育児休業中で

ある」の割合が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

イ．父親 

「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が

84.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

問 26－３ 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。 

ア．母親 

「年度初めの入所に合わせたタイミングだっ

た」の割合が 27.3％、「それ以外だった」の割合

が 51.0％となっています。 

  

回答者数 = 1,024 ％

育児休業給付、保険料免除の
いずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除の

いずれも知らなかった

無回答

33.7

26.0

1.0

35.4

3.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 362 ％

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

79.0

14.1

6.9

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 25 ％

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

84.0

4.0

0.0

12.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 286 ％

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

27.3

51.0

21.7

0 20 40 60 80 100
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イ．父親 

「それ以外だった」の割合が 90.5％となって

います。 

 

 

 

 

問 26－４ 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何か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、何歳何か月のときまで取り

たかったですか。（  ）内に数字でご記入ください。 

ア．母親 

（ア）実際の取得期間 

「10か月～１年」の割合が 39.5％と最も高く、

次いで「１年１か月～１年６か月」の割合が

15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）希望の取得期間 

「10か月～１年」の割合が 25.5％と最も高く、

次いで「２年７か月～３年」の割合が 12.9％、「１

年１か月～１年６か月」の割合が 12.6％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 21 ％

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

0.0

90.5

9.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 286 ％

３か月以下

４か月～６か月

７か月～９か月

10か月～１年

１年１か月～１年６か月

１年７か月～２年

２年１か月～２年６か月

２年７か月～３年

３年１か月以上

無回答

2.1

5.6

3.5

39.5

15.0

5.6

2.4

3.1

0.0

23.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 286 ％

３か月以下

４か月～６か月

７か月～９か月

10か月～１年

１年１か月～１年６か月

１年７か月～２年

２年１か月～２年６か月

２年７か月～３年

３年１か月以上

無回答

0.0

2.4

0.7

25.5

12.6

9.1

1.4

12.9

2.1

33.2

0 20 40 60 80 100
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イ．父親 

（ア）実際の取得期間 

「３か月以下」の割合が 33.3％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）希望の取得期間 

「３か月以下」の割合が 33.3％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 21 ％

３か月以下

４か月～６か月

７か月～９か月

10か月～１年

１年１か月～１年６か月

１年７か月～２年

２年１か月～２年６か月

２年７か月～３年

３年１か月以上

無回答

33.3

9.5

0.0

9.5

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

42.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 21 ％

３か月以下

４か月～６か月

７か月～９か月

10か月～１年

１年１か月～１年６か月

１年７か月～２年

２年１か月～２年６か月

２年７か月～３年

３年１か月以上

無回答

33.3

4.8

0.0

9.5

0.0

4.8

0.0

9.5

0.0

38.1

0 20 40 60 80 100
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問 26－５ 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か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。 

ア．母親 

「２年７か月～３年」の割合が 42.0％と最も

高く、次いで「10 か月～１年」の割合が 12.9％、

「１年７か月～２年」の割合が 11.5％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．父親 

「10か月～１年」の割合が 28.6％と最も高く、

次いで「３か月以下」の割合が 23.8％、「２年７

か月～３年」の割合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 286 ％

３か月以下

４か月～６か月

７か月～９か月

10か月～１年

１年１か月～１年６か月

１年７か月～２年

２年１か月～２年６か月

２年７か月～３年

３年１か月以上

無回答

0.0

1.4

0.7

12.9

5.6

11.5

3.1

42.0

4.2

18.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 21 ％

３か月以下

４か月～６か月

７か月～９か月

10か月～１年

１年１か月～１年６か月

１年７か月～２年

２年１か月～２年６か月

２年７か月～３年

３年１か月以上

無回答

23.8

0.0

0.0

28.6

0.0

0.0

0.0

14.3

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100
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問 26－６ 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。 

ア．「希望」より早く復帰した方 

（ア）母親 

「経済的な理由で早く復帰する必要があった」

の割合が 25.7％と最も高く、次いで「人事異動

や業務の節目の時期に合わせるため」の割合が

24.8％、「希望する保育所に入るため」の割合が

16.5％となっています。 

 

 

 

 

 

（イ）父親 

「経済的な理由で早く復帰する必要があった」が 3 件となっています。「希望する保育所に入

るため」、「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」が 1件となっています。 

 

イ．「希望」より遅く復帰した方 

（ア）母親 

「希望する保育所に入れなかったため」が 2 件となっています。「自分や子どもなどの体調が

思わしくなかったため」が 1件となっています。 

 

（イ）父親 

「子どもをみてくれる人がいなかったため」が 1件となっています。 

 

問 26－７ 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。 

ア．母親 

「利用した」の割合が 42.0％と最も高く、次

いで「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

合が 17.5％、「利用したかったが、利用しなかっ

た（利用できなかった）」の割合が 17.1％となっ

ています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 109 ％

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

16.5

4.6

25.7

24.8

22.9

23.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 286 ％

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

17.5

42.0

17.1

23.4

0 20 40 60 80 100
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イ．父親 

「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

が 76.2％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

問 26－８ 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。 

ア．母親 

「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 49.0％と最も高く、次いで

「短時間勤務にすると給与が減額される」の割合

が 44.9％、「仕事が忙しかった」の割合が 32.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．父親 

有効回答がありませんでした。 

 

  

回答者数 = 21 ％

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

76.2

4.8

0.0

19.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 49 ％

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

49.0

32.7

44.9

4.1

0.0

6.1

4.1

26.5

6.1

14.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 26－９ 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。 

ア．母親 

「１歳になるまで育児休業を取得したい」の割

合が 78.4％、「１歳になる前に復帰したい」の割

合が 7.8％となっています。 

 

 

 

 

 

イ．父親 

「１歳になる前に復帰したい」の件数が１件となっています。 

 

 

 

（12）子育て全般について 

問 27 あなたは、子育てをどのように感じることが多いですか。  

《あてはまる１つに○》 

「なんとなく不安や負担を感じる」の割合が

42.6％と最も高く、次いで「あまり不安や負担な

どを感じない」の割合が 29.5％、「何とも言えな

い」の割合が 12.8％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「なんとなく不

安や負担を感じる」の割合が増加しています。一

方、「あまり不安や負担などを感じない」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

非常に不安や負担を感じる

なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などを感じな

い

全く不安や負担を感じない

何とも言えない

無回答

7.4

42.6

29.5

4.8

12.8

2.9

0.0

7.4

36.1

36.5

4.4

13.6

2.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

回答者数 = 51 ％

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

78.4

7.8

13.7

0 20 40 60 80 100
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問 28 あなたが子育てに関して日常的に悩んでいること、気になることは何ですか。 

《あてはまるすべてに○》 

「病気や発育・発達に関すること」の割合が

38.4％と最も高く、次いで「食事や栄養に関する

こと」の割合が 34.4％、「子どもを叱りすぎてい

るような気がする」の割合が 33.1％となってい

ます。 

平成 25年度調査と比較すると、「病気や発育・

発達に関すること」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

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

子どもとの接し方に自信が持て

ない

子どもとの時間を十分にとれな
い

話し相手や相談相手がいない

仕事や自分のやりたいことが十
分できない

子どもの教育に関すること（進
路・進学・将来）

友だちづきあいに関すること（い

じめ等を含む）

登園拒否などの問題

子育てに関しての配偶者・パー

トナーの協力が少ない

配偶者・パートナーと子育てに
関して意見が合わない

子育てについて、親族・近隣の
人・職場などまわりの目が気に

なる

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

子どもを叱りすぎているような気

がする

子育てのストレスで、子どもに

手をあげたり世話をしなかった
りしてしまう

地域の子育て支援サービスの
内容や利用方法がよくわからな

い

その他

特にない

無回答

38.4

34.4

7.0

16.8

28.6

3.5

25.1

32.7

19.7

1.9

11.8

5.7

5.0

6.4

33.1

4.0

3.3

3.8

12.6

3.1

0.0

33.6

31.0

7.3

13.8

24.7

2.5

22.5

28.0

23.7

1.5

10.6

6.4

5.8

5.5

36.2

5.5

6.4

5.1

14.8

1.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)
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問 29 あなたは、宛名のお子さんについて、子育てに関するサークルなど自主的な活動

に参加していますか。《あてはまる１つに○》 

「参加したことがない」の割合が 77.1％と最

も高く、次いで「以前、参加したことがある」の

割合が 14.2％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

問 30 あなたは、今後、宛名のお子さんについて、子育てに関するサークルなど自主的

な活動に参加するつもりはありますか。《あてはまるすべてに○》 

「参加しない」の割合が 37.4％と最も高く、

次いで「わからない」の割合が 23.7％、「自分に

合うグループがあれば、参加して協力したい」の

割合が 23.1％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「参加しない」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 31 あなたは、児童虐待相談の窓口として児童相談所（海部児童・障害者相談センタ

ー）の他に、市が窓口になっていることを知っていますか。《あてはまる１つに○》 

「知っていた」の割合が 40.7％、「知らなかっ

た」の割合が 58.0％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「知っていた」

の割合が増加しています。一方、「知らなかった」

の割合が減少しています。 

 

  

％

知っていた

知らなかった

無回答

40.7

58.0

1.3

0.0

30.3

69.1

0.6

0 20 40 60 80 100

％

グループをつくるなど、積極的
に関わっていきたい

自分に合うグループがあれば、
参加して協力したい

親子で参加する催しに参加した

い

有料で任せられる活動があれ
ば、子どもだけ参加させたい

参加しない

その他

わからない

無回答

2.6

23.1

20.2

3.3

37.4

1.2

23.7

1.9

0.0

2.4

27.9

24.8

4.5

27.9

3.0

26.5

1.0

0 20 40 60 80 100

％

現在、参加している

以前、参加したことがある

参加したことがない

無回答

6.8

14.2

77.1

1.9

0.0

7.2

17.9

74.1

0.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)
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問 32 宛名のお子さんを育てるために必要な支援は、次のうちどれでしょうか。 

《主な３つまでに○》 

「経済的な支援」の割合が 72.2％と最も高く、

次いで「安定的な就業の支援」の割合が 44.4％、

「親が面倒をみることができないときの子ども

の世話など、子育ての支援」の割合が 41.7％と

なっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「経済的な支援」

の割合が増加しています。一方、「親が面倒をみ

ることができないときの子どもの世話など、子育

ての支援」「社会の偏見の解消、理解の向上」「子

どもや子育てに関わる地域活動に参加しやすい

配慮」「ひとり親家庭の交流機会の充実」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

安定的な就業の支援

親が面倒をみることができない
ときの子どもの世話など、子育
ての支援

社会の偏見の解消、理解の向
上

子どもや子育てに関わる地域
活動に参加しやすい配慮

ひとり親家庭の交流機会の充
実

相談体制の充実

住む場所の確保

経済的な支援

その他

特にない

無回答

44.4

41.7

12.5

2.8

8.3

4.2

13.9

72.2

0.0

2.8

15.3

48.4

53.1

21.9

10.9

21.9

7.8

18.8

64.1

3.1

4.7

10.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 72)

平成25年度調査

(回答者数 = 64)
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問 33 あなたは、宛名のお子さんを健やかに育てるために、今後、市・県・国にどのよ

うなことを期待しますか。《主な３つまでに○》 

「子育てに伴う経済的負担の軽減」の割合が

40.4％と最も高く、次いで「保健医療サービスの

充実」の割合が 31.3％、「子育てと仕事が両立で

きる労働環境の整備促進」の割合が 28.8％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子育てについての情報や相談

が気軽に受けられる場所や機
会の提供

仕事や生活に必要な用事など

で必要になったときに利用でき
る保育サービスの充実

子育てと仕事が両立できる労働
環境の整備促進

保健医療サービスの充実

子育てに伴う経済的負担の軽
減

子どもが伸び伸びと遊べる場所
づくり

幼児用トイレ・授乳室・スロープ

など、子ども連れに配慮した施
設の整備・充実

交通安全教育、道路の安全設
備、歩道の整備

ゆとりある住環境の整備

大気や水の汚染防止など、有

害な物質から子どもを守る環境

づくりの促進

子どもが犯罪の被害にあわな
いよう見守りの充実

虐待防止ネットワークの充実

その他

無回答

6.9

17.1

28.8

31.3

40.4

21.2

8.8

12.0

1.9

3.1

21.6

0.9

1.7

31.1

10.5

25.3

42.0

52.7

51.3

37.7

19.2

23.7

7.5

13.6

40.9

5.9

3.3

8.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,024)

平成25年度調査

(回答者数 = 995)
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２ 就学児童 

（１）宛名のお子さんとご家族の状況について 

問１ 封筒の宛名のお子さんの生年月をお聞きします 

「小学１年生」の割合が 21.4％と最も高く、

次いで「小学３年生」の割合が 18.5％、「小学４

年生」の割合が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 宛名のお子さんを含め、お子さんは何人ですか。２人以上の場合、末のお子さんの

年齢（平成 30年 10月１日現在の年齢）をお書きください。 

ア．お子さんの数 

「２人」の割合が 51.4％と最も高く、次いで

「１人」の割合が 22.5％、「３人」の割合が 21.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 426 ％

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生

無回答

21.4

15.7

18.5

17.8

14.8

10.1

1.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 426 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

22.5

51.4

21.8

3.1

0.9

0.2

0 20 40 60 80 100
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イ．末子の年齢 

「７歳」の割合が 18.2％と最も高く、次いで

「８歳」の割合が 17.9％、「６歳」の割合が 15.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ このアンケートの記入者（以後、「あなた」といいます。）は、どなたですか。 

《あてはまる１つに○》 

「父親」の割合が 6.1％、「母親」の割合が

93.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたには配偶者（夫または妻）がいますか。《あてはまる１つに○》 

「配偶者がいる」の割合が 89.7％、「配偶者が

いない」の割合が 10.1％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 329 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

無回答

0.3

0.3

0.9

1.5

3.0

4.0

15.5

18.2

17.9

14.6

10.3

8.2

0.3

4.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 426 ％

父親

母親

その他

無回答

6.1

93.0

0.7

0.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 426 ％

配偶者がいる

配偶者がいない

無回答

89.7

10.1

0.2

0 20 40 60 80 100
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問５ 宛名のお子さんの子育てを主にしている方はどなたですか。続柄は、宛名のお子さ

んから見た関係です。《あてはまる１つに○》 

「父母ともに」の割合が 53.8％と最も高く、

次いで「主に母親」の割合が 42.5％となってい

ます。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ お住まいの小学校区は、どちらですか。《あてはまる１つに○》 

「東」の割合が 16.9％と最も高く、次いで「神

守」の割合が 15.7％、「西」の割合が 14.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

53.8

42.5

0.7

2.3

0.5

0.2

0.0

53.2

41.9

1.0

2.1

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 426 ％

東

西

南

北

神守

蛭間

高台寺

神島田

無回答

16.9

14.6

13.4

9.2

15.7

8.0

8.7

13.4

0.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)
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（２）宛名のお子さん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に、日常的に関わっている方（施設）すべてに○をつけて

ください。《あてはまるすべてに○》 

「学校」の割合が 83.3％と最も高く、次いで

「父母ともに」の割合が 80.5％、「習い事教室」

の割合が 58.5％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「母親」「父親」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 宛名のお子さんの子育てに、主に影響すると思われる環境すべてに○をつけてくだ

さい。《あてはまるすべてに○》 

「家庭」の割合が 97.4％と最も高く、次いで

「学校」の割合が 94.8％、「地域」の割合が 41.3％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「地域」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

家庭

地域

学校

学習塾

習い事教室

児童館

放課後等デイサービス

その他

無回答

97.4

41.3

94.8

8.0

40.6

2.1

9.4

6.6

0.0

0.0

97.9

49.1

95.7

10.5

40.8

2.9

6.2

10.5

1.0

0 20 40 60 80 100

％

父母ともに

母親

父親

祖父母

学校

学習塾

習い事教室

児童館

放課後等デイサービス

その他

無回答

80.5

16.4

1.2

51.6

83.3

14.8

58.5

2.8

11.0

8.9

0.0

0.0

76.9

23.5

8.9

54.2

86.8

14.0

58.1

3.9

7.8

12.2

1.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)
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問９ お子さんをみてもらえる人はいますか。《あてはまるすべてに○》 

「緊急時や用事の際には祖父母等の親族にみ

てもらえる」の割合が 56.1％と最も高く、次い

で「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の

割合が 34.0％、「緊急時や用事の際には子どもを

みてもらえる友人・知人がいる」の割合が 18.1％

となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９－１ 祖父母等の親族にみてもらえる状況についてお聞きします。 

《あてはまるすべてに○》 

「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 51.0％と最も高く、次

いで「祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配

である」の割合が 23.0％、「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 22.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

日常的に祖父母等の親族にみ
てもらえる

緊急時や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

緊急時や用事の際には子ども

をみてもらえる友人・知人がい
る

いずれもない

無回答

34.0

56.1

3.1

18.1

8.5

3.1

0.0

34.8

53.6

5.4

17.9

10.1

3.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 357 ％

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
が大きく心配である

祖父母等の親族の精神的な負
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

51.0

23.0

18.8

9.5

22.1

6.2

2.2

1.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)



75 

【学年別】 

学年別でみると、他に比べ、小学２年生で「祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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
が
大
き

く
心
配
で
あ
る 

祖
父
母
等
の
親
族
の
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 

小学１年生 82  53.7  22.0  20.7  7.3  23.2  8.5  1.2  － 

小学２年生 58  50.0  29.3  22.4  10.3  22.4  5.2  1.7  1.7  

小学３年生 69  52.2  20.3  14.5  13.0  18.8  8.7  2.9  － 

小学４年生 66  47.0  21.2  15.2  7.6  24.2  3.0  3.0  4.5  

小学５年生 49  55.1  24.5  24.5  6.1  22.4  2.0  － 2.0  

小学６年生 28  42.9  25.0  17.9  14.3  21.4  10.7  7.1  － 

 

問９－２ 友人や知人にみてもらえる状況についてお聞きします。 

《あてはまるすべてに○》 

「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 44.0％と最も高く、次いで

「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 29.8％、「友人･ 知人の

時間的制約が大きく心配である」の割合が 28.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 84 ％

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･ 知人の時間的制約が大
きく心配である

友人･ 知人の精神的な負担が
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

44.0

7.1

28.6

8.3

29.8

0.0

1.2

6.0

0 20 40 60 80 100
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【学年別】 

学年別でみると、他に比べ、小学２年生で「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、小学５年生で「友人･ 知人の時間的制約が大きく心配である」の割合が

高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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
が
大
き
く
心

配
で
あ
る 

友
人･

 

知
人
の
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 

小学１年生 17  52.9  5.9  17.6  5.9  29.4  － － 5.9  

小学２年生 15  33.3  6.7  33.3  13.3  40.0  － － － 

小学３年生 14  57.1  － 28.6  7.1  21.4  － － － 

小学４年生 12  25.0  － 25.0  － 33.3  － 8.3  16.7  

小学５年生 13  46.2  15.4  38.5  7.7  23.1  － － 7.7  

小学６年生 12  50.0  16.7  25.0  16.7  33.3  － － 8.3  

 

問 10 あなたは、子育てや教育について気軽に相談できる人がいますか。 

《あてはまる１つに○》 

「いる」の割合が 89.7％、「いない」の割合が

6.8％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

  

％

いる

いない

無回答

89.7

6.8

3.5

0.0

91.5

6.4

2.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)
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問 10－１ 相談先は、次のどなたですか。《あてはまるすべてに○》 

「配偶者（夫または妻）」の割合が 79.6％と最

も高く、次いで「父母（子どもの祖父母）」の割

合が 69.6％、「子育て中の仲間」の割合が 51.0％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「学校」の割合

が増加しています。一方、「親戚・知人・近所の

人」「子育て中の仲間」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）宛名のお子さんの保護者の就労状況について 

問 11 現在の就労状況を（自営、家業従事含む）お聞きします。《あてはまる１つに○》

また、併せて日数等をお書きください。 

ア．母親 

「パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」

以外の就労）」の割合が 54.3％と最も高く、次い

で「フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就

労）」の割合が 25.6％、「以前は就労していたが、

現在は就労していない」の割合が 14.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

  

％

配偶者（夫または妻）

父母（子どもの祖父母）

親戚・知人・近所の人

職場の人

子育て中の仲間

学校

子育て支援センター

保健センター

家庭児童相談室

市の相談窓口

医師

民生委員・児童委員( 主任児童

委員)

児童・障害者相談センター

放課後等デイサービス

民間の相談サービス

その他

無回答

79.6

69.6

43.2

33.2

51.0

20.2

1.3

1.6

0.5

0.5

5.0

0.0

0.5

2.4

0.0

3.9

0.0

0.0

80.0

73.4

50.7

35.4

56.3

15.1

0.0

0.2

0.0

0.2

2.5

0.0

0.0

0.9

0.0

4.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 422 ％

フルタイム（週５日程度・１日８

時間程度就労）

フルタイムで、現在産休・育休・
介護休暇中

パートタイム、アルバイト等（「フ
ルタイム」以外の就労）

パートタイム、アルバイト等で、
現在産休・育休・介護休暇中

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

25.6

0.0

54.3

0.5

14.2

2.6

2.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 382)

平成25年度調査

(回答者数 = 444)
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【学年別】 

学年別でみると、他に比べ、小学５年生で「パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以

外の就労）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

フ
ル
タ
イ
ム
（
週
５
日
程

度
・
１
日
８
時
間
程
度
就

労
） 

フ
ル
タ
イ
ム
で
、
現
在
産

休
・
育
休
・
介
護
休
暇
中 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
ア
ル
バ

イ
ト
等
（「
フ
ル
タ
イ
ム
」

以
外
の
就
労
） 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
ア
ル
バ

イ
ト
等
で
、
現
在
産
休
・

育
休
・
介
護
休
暇
中 

以
前
は
就
労
し
て
い
た

が
、
現
在
は
就
労
し
て
い

な
い 

こ
れ
ま
で
に
就
労
し
た

こ
と
が
な
い 

無
回
答 

小学１年生 90  30.0  － 54.4  1.1  14.4  － － 

小学２年生 67  26.9  － 50.7  － 17.9  4.5  － 

小学３年生 79  22.8  － 50.6  1.3  13.9  6.3  5.1  

小学４年生 73  21.9  － 56.2  － 19.2  － 2.7  

小学５年生 63  23.8  － 61.9  － 7.9  1.6  4.8  

小学６年生 43  30.2  － 51.2  － 7.0  4.7  7.0  

 

 

 

 

（ア）１週あたり就労日数 

「６日」の割合が 50.4％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 19.8％、「４日」の割合が 15.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 339 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.9

1.8

15.0

19.8

50.4

5.9

6.2

0 20 40 60 80 100
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（イ）１日あたり就労時間 

「５時間～６時間未満」の割合が 22.7％と最

も高く、次いで「８時間～９時間未満」の割合が

17.4％、「６時間～７時間未満」の割合が 15.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．父親 

「フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就

労）」の割合が 82.8％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 339 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

6.8

15.3

22.7

15.9

10.6

17.4

1.5

3.2

0.3

1.5

4.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 389 ％

フルタイム（週５日程度・１日８

時間程度就労）

フルタイムで、現在育休・介護
休暇中

パートタイム、アルバイト等（「フ
ルタイム」以外の就労）

パートタイム、アルバイト等で、
現在育休・介護休暇中

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

82.8

0.0

0.8

0.3

0.8

0.0

15.4

0 20 40 60 80 100
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【学年別】 

学年別でみると、他に比べ、小学２年生で「フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就労）」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

フ
ル
タ
イ
ム
（
週
５
日

程
度
・
１
日
８
時
間
程

度
就
労
） 

フ
ル
タ
イ
ム
で
、
現
在

育
休
・
介
護
休
暇
中 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
ア
ル

バ
イ
ト
等
（
「
フ
ル
タ

イ
ム
」
以
外
の
就
労
） 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
ア
ル

バ
イ
ト
等
で
、
現
在
育

休
・
介
護
休
暇
中 

以
前
は
就
労
し
て
い

た
が
、
現
在
は
就
労
し

て
い
な
い 

こ
れ
ま
で
に
就
労
し

た
こ
と
が
な
い 

無
回
答 

小学１年生 85  85.9  － 1.2  － － － 12.9  

小学２年生 65  90.8  － 1.5  － － － 7.7  

小学３年生 72  81.9  － － － 2.8  － 15.3  

小学４年生 69  81.2  － － 1.4  － － 17.4  

小学５年生 53  77.4  － 1.9  － 1.9  － 18.9  

小学６年生 38  76.3  － － － － － 23.7  

 

 

 

（ア）１週あたり就労日数 

「６日」の割合が 60.4％と最も高く、次いで

「７日」の割合が 30.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 326 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

0.3

0.0

0.6

0.3

60.4

30.4

8.0

0 20 40 60 80 100
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（イ）１日あたり就労時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 32.5％と最

も高く、次いで「10 時間～11 時間未満」の割合

が 27.3％、「９時間～10 時間未満」の割合が

16.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11－１ フルタイムへの転換希望はありますか。《あてはまる１つに○》 

ア．母親 

「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外

の就労）の就労を続けることを希望」の割合が

63.2％と最も高く、次いで「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」の割合

が 21.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ．父親 

「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」が 1件となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 326 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.6

0.0

0.3

0.0

0.3

32.5

16.6

27.3

3.1

14.4

4.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 231 ％

フルタイム（週５日、１日８時間
程度就労）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）の就労を続け

ることを希望

パート・アルバイト等をやめて自

分で子育てがしたい、また家事
などに専念したい

無回答

3.9

21.2

63.2

3.0

8.7

0 20 40 60 80 100
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問 11－２ 就労希望はありますか。《あてはまる１つに○》また、〔  〕内に数字をご

記入いただき、併せて次の質問にもお答えください。 

ア．母親 

「自分で子育てがしたい、また家事などに専念

したい（就労の予定はない）」の割合が 42.3％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」の割合が 22.5％、「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 21.1％となっています。 

 

 

 

 

ア．一番下の子どもが（   ）歳になったころ 

「９歳以上」の割合が 73.3％と最も高く、次

いで「７歳」の割合が 13.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．希望する就労形態 

「フルタイム（週５日、１日８時間程度就労）」

の割合が 3.2％、「パートタイム・アルバイト等」

の割合が 93.5％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 71 ％

自分で子育てがしたい、また家
事などに専念したい（就労の予

定はない）

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

42.3

21.1

22.5

14.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 15 ％

１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

13.3

6.7

73.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 31 ％

フルタイム（週５日、１日８時間
程度就労）

パートタイム・アルバイト等

無回答

3.2

93.5

3.2

0 20 40 60 80 100
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（ア）希望１週あたり就労日数 

「３日」の割合が 37.9％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 27.6％、「４日」の割合が 24.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）希望１日あたり就労時間 

「５時間～６時間未満」の割合が 41.4％と最

も高く、次いで「４時間～５時間未満」の割合が

27.6％、「６時間～７時間未満」の割合が 24.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．父親 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 3件となっています。 

 

ア．一番下の子どもが（   ）歳になったころ 

有効回答がありませんでした。 

 

イ．希望する就労形態 

「フルタイム（週５日、１日８時間程度就労）」が 3 件、「パートタイム・アルバイト等」が 0

件となっています。 

 

（ア）希望１週あたり就労日数 

有効回答がありませんでした。  

回答者数 = 29 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

3.4

37.9

24.1

27.6

0.0

0.0

6.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 29 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.0

27.6

41.4

24.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.9

0 20 40 60 80 100
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（イ）希望１日あたり就労時間 

有効回答がありませんでした。 

 

（４）病児・病後児事業等について 

問 12 この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガで小学校を休まなければならなかっ

たことはありますか。《あてはまるすべてに○》 

「あった」の割合が 63.1％、「なかった」の割

合が 36.2％となっています。 

 

 

 

 

【学年別】 

学年別でみると、他に比べ、小学４年生で「あった」の割合が、小学５年生で「なかった」の

割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

小学１年生 91  61.5  37.4  1.1  

小学２年生 67  65.7  32.8  1.5  

小学３年生 79  63.3  36.7  － 

小学４年生 76  72.4  27.6  － 

小学５年生 63  50.8  47.6  1.6  

小学６年生 43  58.1  41.9  － 

 

  

回答者数 = 426 ％

あった

なかった

無回答

63.1

36.2

0.7

0 20 40 60 80 100
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【母親の就労別】 

母親の就労別でみると、他に比べ、以前は就労していたが、現在は就労していないで「あった」

の割合が、フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就労）で「なかった」の割合が高くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就労） 108  58.3  40.7  0.9  

フルタイムで、現在産休・育休・介護休暇中 － － － － 

パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外の就労） 229  62.4  37.1  0.4  

パートタイム、アルバイト等で、現在産休・育休・介護休暇中 2  50.0  50.0  － 

以前は就労していたが、現在は就労していない 60  75.0  25.0  － 

これまでに就労したことがない 11  72.7  18.2  9.1  

 

 

問 12－１ どのように対処しましたか。《あてはまるすべてに○》 

「母親が休んだ」の割合が 65.1％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」の割合が 21.2％、「父親または母

親のうち就労していない方が子どもをみた」の割

合が 19.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 269 ％

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

父親または母親のうち就労して
いない方が子どもをみた

病児・病後児の施設を利用した

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

7.1

65.1

21.2

19.3

0.4

0.0

0.0

7.1

4.8

1.1

0 20 40 60 80 100
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対処日数 

対処日数をみると、他に比べ、（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらったで「１日」

の割合が、父親が休んだで「２日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日
～
10
日 

11
日
～
20
日 

21
日
以
上 

無
回
答 

父親が休んだ 19  21.1  47.4  15.8  - 5.3  10.5  - - - 

母親が休んだ 175  13.7  19.4  15.4  5.1  13.1  13.7  2.3  1.1  16.0  

（同居者を含む）親族・ 
知人に子どもをみて 
もらった 

57  28.1  24.6  17.5  3.5  10.5  8.8  - - 7.0  

父親又は母親のうち 
就労していない方が 
子どもをみた 

52  13.5  17.3  21.2  - 13.5  17.3  3.8  3.8  9.6  

病児・病後児の保育を 
利用した 

1  - - 100.0  - - - - - - 

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 

19  26.3  36.8  15.8  - 10.5  - - 5.3  5.3  

その他 13  23.1  15.4  7.7  - - 15.4  - - 38.5  

 

【学年別】 

学年別でみると、他に比べ、小学１年生、小学６年生で「母親が休んだ」の割合が、小学２年

生で「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」の割合が高くなっています。また、

小学３年生で「父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた」の割合が高くなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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
ま
た
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
施
設
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 

小学１年生 56  12.5  69.6  25.0  19.6  1.8  － － 3.6  3.6  － 

小学２年生 44  4.5  63.6  29.5  20.5  － － － 4.5  4.5  2.3  

小学３年生 50  2.0  64.0  10.0  28.0  － － － 4.0  4.0  2.0  

小学４年生 55  14.5  63.6  23.6  18.2  － － － 10.9  5.5  － 

小学５年生 32  － 59.4  25.0  12.5  － － － 9.4  6.3  － 

小学６年生 25  4.0  68.0  16.0  12.0  － － － 16.0  4.0  4.0  
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就労）で「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」の割合が高くなっています。

また、以前は就労していたが、現在は就労していないで「父親または母親のうち就労していない

方が子どもをみた」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

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
ま
た
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
施
設
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 

フルタイム（週５日程度・ 
１日８時間程度就労） 

63  11.1  81.0  42.9  3.2  1.6  － － 9.5  1.6  － 

フルタイムで、現在産休・ 
育休・介護休暇中 

－ － － － － － － － － － － 

パートタイム、アルバイト 
等（「フルタイム」以外の 
就労） 

143  5.6  79.7  20.3  4.2  － － － 7.0  7.0  － 

パートタイム、アルバイト 
等で、現在産休・育休・ 
介護休暇中 

1  － 100.0  － － － － － － － － 

以前は就労していたが、 
現在は就労していない 

45  2.2  13.3  2.2  77.8  － － － 2.2  2.2  4.4  

これまでに就労したこと 
がない 

8  － － － 100.0  － － － － － － 

 

 

 

 

 

問 12－２ 病児・病後児事業を利用したいと思いましたか。《あてはまる１つに○》 

「できれば利用したかった」の割合が 9.6％、

「利用したいと思わなかった」の割合が 87.1％

となっています。 

 

 

  

回答者数 = 178 ％

できれば利用したかった

利用したいと思わなかった

無回答

9.6

87.1

3.4

0 20 40 60 80 100
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病児・病後児保育施設等を利用したい日数 

「３日」の割合が 35.3％と最も高く、次いで

「６日～10日」の割合が 23.5％、「１日」、「２日」

の割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 この１年間に保護者の用事などにより、宛名のお子さんを泊まりがけで家族以外

に預けなければならないことはありましたか。《あてはまる１つに○》 

「あった（預け先が見つからなかった場合を含

む）」の割合が 8.0％、「なかった」の割合が 85.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

問 13－１ そのときの対処方法はどれですか。《あてはまるすべてに○》また、対処の日

数を記入してください。 

「親族・知人（同居者を含む）に預けた」の割

合が 88.2％と最も高く、次いで「仕方なく子ど

もを同行させた」の割合が 11.8％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 17 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

11.8

11.8

35.3

0.0

5.9

23.5

5.9

0.0

5.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 426 ％

あった（預け先が見つからな
かった場合を含む）

なかった

無回答

8.0

85.9

6.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 34 ％

親族・知人（同居者を含む）に預
けた

短期入所生活援助事業を利用
した

２以外の預かり事業を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番を
させた

その他

無回答

88.2

0.0

0.0

11.8

2.9

2.9

0.0

0 20 40 60 80 100
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対処方法 

対処方法をみると、他に比べ、親族・知人（同居者を含む）に預けたで「１泊」の割合が高く

なっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
泊 

２
泊 

３
泊 

４
泊 

５
泊 

６
泊
～
10
泊 

11
泊
～
20
泊 

21
泊
以
上 

無
回
答 

親族・知人 
（同居者を含む） 
に預けた 

30  30.0  13.3  6.7  3.3  10.0  16.7  3.3  6.7  10.0  

短期入所生活援助 
事業を利用した 

- - - - - - - - - - 

２以外の保育 
事業を利用した 

- - - - - - - - - - 

仕方なく子どもを 
同行させた 

4  25.0  25.0  - - - - - - 50.0  

仕方なく子ども 
だけで留守番を 
させた 

1  - 100.0  - - - - - - - 

その他 1  - - - - - - 100.0  - - 

 

 

（５）放課後の過ごし方について 

問 14 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していますか。 

《あてはまるすべてに○》 

「自宅」の割合が 64.6％と最も高く、次いで

「習い事・塾」の割合が 39.9％、「祖父母宅や友

人・知人宅」の割合が 15.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 426 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・塾

児童館

放課後子ども教室

学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

64.6

15.5

39.9

0.7

13.8

11.3

0.0

9.6

14.1

0 20 40 60 80 100
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ア．利用希望 

利用希望をみると、他に比べ、祖父母宅や友人・知人宅で「１日」の割合が、学童保育で「５

日」の割合が高くなっています。また、放課後子ども教室で「４日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

無
回
答 

自宅 275  11.6  13.5  14.2  9.5  43.6  7.6  

祖父母宅や友人・知人宅 66  27.3  30.3  9.1  4.5  18.2  10.6  

習い事・塾 170  21.8  33.5  24.1  12.9  4.1  3.5  

児童館 3  33.3  33.3  - - - 33.3  

放課後子ども教室 59  1.7  5.1  22.0  61.0  6.8  3.4  

学童保育 48  - 4.2  4.2  8.3  77.1  6.3  

ファミリー・サポート・ 
センター 

- - - - - - - 

その他 41  26.8  31.7  24.4  2.4  4.9  9.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．学童保育 利用終了時刻 

「18 時台」の割合が 60.4％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 48 ％

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

25.0

60.4

6.3

0.0

8.3

0 20 40 60 80 100
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問 15 宛名のお子さんについて、小学校高学年（４～６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していますか。 

《あてはまるすべてに○》 

「自宅」の割合が 73.6％と最も高く、次いで

「習い事・塾」の割合が 41.8％、「祖父母宅や友

人・知人宅」の割合が 19.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．利用希望 

利用希望をみると、他に比べ、祖父母宅や友人・知人宅で「１日」の割合が、習い事・塾で「２

日」の割合が高くなっています。また、放課後子ども教室で「４日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

無
回
答 

自宅 134  13.4  9.0  10.4  9.0  54.5  3.7  

祖父母宅や友人・知人宅 36  36.1  22.2  8.3  5.6  22.2  5.6  

習い事・塾 76  25.0  32.9  23.7  9.2  9.2  - 

児童館 1  - - - - - 100.0  

放課後子ども教室 15  - 6.7  20.0  60.0  6.7  6.7  

学童保育 11  9.1  - - - 90.9  - 

ファミリー・サポート・ 
センター 

- - - - - - - 

その他 21  28.6  19.0  28.6  9.5  - 14.3  

 

 

 

  

回答者数 = 182 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・塾

児童館

放課後子ども教室

学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

73.6

19.8

41.8

0.5

8.2

6.0

0.0

11.5

11.0

0 20 40 60 80 100
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イ．学童保育 利用終了時刻 

「18 時台」の割合が 81.8％と最も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15－１ 利用していない理由は何ですか。《あてはまるすべてに○》 

「学童保育は利用料がかかる」の割合が 20.5％

と最も高く、次いで「放課後は習い事をしている」

の割合が 19.6％、「主な保護者が現在就労してい

ない」の割合が 18.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 11 ％

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

81.8

9.1

0.0

9.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 317 ％

主な保護者が現在就労してい
ない

放課後子ども教室を知らなかっ
た

学童保育を知らなかった

放課後子ども教室に空きがない

学童保育に空きがない

放課後子ども教室の開所時間
が短い

学童保育の開所時間が短い

学童保育は利用料がかかる

放課後は習い事をしている

子どもだけで大丈夫だと思う

他の施設等を利用している

その他

無回答

18.6

1.3

0.3

6.6

0.6

5.0

2.8

20.5

19.6

9.5

1.9

27.8

25.2

0 20 40 60 80 100
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問 16 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。 

《あてはまるすべてに○》 

「自宅」の割合が 65.0％と最も高く、次いで

「習い事・塾」の割合が 45.1％、「放課後子ども

教室」の割合が 17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．利用希望 

利用希望をみると、他に比べ、祖父母宅や友人・知人宅で「１日」の割合が、学童保育で「５

日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

無
回
答 

自宅 154  13.0  15.6  15.6  5.8  36.4  13.6  

祖父母宅や友人・知人宅 33  39.4  33.3  - - 18.2  9.1  

習い事・塾 107  20.6  33.6  18.7  12.1  5.6  9.3  

児童館 2  50.0  - 50.0  - - - 

放課後子ども教室 42  4.8  7.1  35.7  23.8  21.4  7.1  

学童保育 33  - - 3.0  3.0  66.7  27.3  

ファミリー・サポート・ 
センター 

- - - - - - - 

その他 34  23.5  41.2  17.6  - 2.9  14.7  

 

  

回答者数 = 237 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・塾

児童館

放課後子ども教室

学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

65.0

13.9

45.1

0.8

17.7

13.9

0.0

14.3

10.5

0 20 40 60 80 100
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イ．学童保育 利用終了時刻 

「17時台」、「18 時台」の割合が 36.4％と最も

高く、次いで「19 時台」の割合が 15.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 宛名のお子さんについて、小学校高学年（４～６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。 

《あてはまるすべてに○》 

「自宅」の割合が 55.9％と最も高く、次いで

「習い事・塾」の割合が 36.6％、「祖父母宅や友

人・知人宅」の割合が 16.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 33 ％

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

3.0

0.0

36.4

36.4

15.2

0.0

9.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 426 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・塾

児童館

放課後子ども教室

学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

55.9

16.2

36.6

1.2

7.3

7.3

0.0

13.6

28.9

0 20 40 60 80 100
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ア．利用希望 

利用希望をみると、他に比べ、祖父母宅や友人・知人宅で「１日」の割合が、習い事・塾で「２

日」の割合が高くなっています。また、学童保育で「５日」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

無
回
答 

自宅 238  8.4  17.6  12.2  6.3  41.2  14.3  

祖父母宅や友人・知人宅 69  31.9  24.6  4.3  2.9  15.9  20.3  

習い事・塾 156  16.0  32.7  25.0  10.9  5.1  10.3  

児童館 5  - 20.0  20.0  - 20.0  40.0  

放課後子ども教室 31  9.7  9.7  19.4  12.9  35.5  12.9  

学童保育 31  - 6.5  9.7  - 67.7  16.1  

ファミリー・サポート・ 
センター 

- - - - - - - 

その他 58  12.1  34.5  25.9  1.7  5.2  20.7  

 

イ．学童保育 利用終了時刻 

「18 時台」の割合が 45.2％と最も高く、次い

で「19 時台」の割合が 22.6％、「17 時台」の割

合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 17－１ 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日、夏休み・冬休みなどの長

期休暇中に、学童保育の利用希望がありますか。  《あてはまる１つに○》

利用希望がある場合は、希望する学年や時間帯を〔  〕内にお書きください。

時間帯は、24時間制（例：9：00～18：00）でお書きください。 

土曜日では、「利用希望がある」の割合が 40.8％、

「利用希望はない」の割合が 42.9％となってい

ます。 

日曜日・祝日では、「利用希望がある」の割合

が 28.6％、「利用希望はない」の割合が 55.1％と

なっています。  

％

利用希望がある

利用希望はない

無回答

40.8

42.9

16.3

0.0

28.6

55.1

16.3

0 20 40 60 80 100

土曜日

(回答者数 = 49)

日曜・祝日

(回答者数 = 49)

回答者数 = 31 ％

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

16.1

45.2

22.6

3.2

12.9

0 20 40 60 80 100
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（ア）何年生まで利用したいか 

土曜日では、「６年生」の割合が 85.0％と最も

高く、次いで「３年生」の割合が 10.0％となっ

ています。 

日曜日・祝日では、「６年生」の割合が 85.7％

と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）利用開始時間 

土曜日では、「８時台」の割合が 65.0％と最も

高く、次いで「７時台」の割合が 20.0％となっ

ています。 

日曜日・祝日では、「７時台」、「８時台」の割

合が 35.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）利用終了時間 

土曜日では、「18時台」の割合が 45.0％と最も

高く、次いで「19 時台」の割合が 25.0％、「17

時台」の割合が 10.0％となっています。 

日曜日・祝日では、「19時台」の割合が 35.7％

と最も高く、次いで「18時台」の割合が 21.4％、

「17 時台」の割合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

5.0

0.0

0.0

0.0

5.0

10.0

45.0

25.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

7.1

14.3

21.4

35.7

0.0

14.3

0 20 40 60 80 100

土曜日

(回答者数 = 20)

日曜・祝日

(回答者数 = 14)

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

20.0

65.0

5.0

0.0

0.0

10.0

0.0

7.1

35.7

35.7

7.1

0.0

0.0

14.3

0 20 40 60 80 100

土曜日

(回答者数 = 20)

日曜・祝日

(回答者数 = 14)

％

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

0.0

0.0

10.0

5.0

0.0

85.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

7.1

85.7

0.0

0 20 40 60 80 100

土曜日

(回答者数 = 20)

日曜・祝日

(回答者数 = 14)



97 

夏休み・冬休みなどの長期休暇中 

「利用希望がある」の割合が 81.6％、「利用希

望はない」の割合が 6.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

（ア）何年生まで利用したいか 

「６年生」の割合が 72.5％と最も高く、次い

で「３年生」の割合が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）利用開始時間 

「８時台」の割合が 70.0％と最も高く、次い

で「７時台」の割合が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 49 ％

利用希望がある

利用希望はない

無回答

81.6

6.1

12.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 40 ％

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

0.0

2.5

12.5

7.5

5.0

72.5

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 40 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

12.5

70.0

5.0

0.0

0.0

12.5

0 20 40 60 80 100
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（ウ）利用終了時間 

「18 時台」の割合が 37.5％と最も高く、次い

で「19 時台」の割合が 30.0％、「17 時台」の割

合が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 宛名のお子さんについて、長期休暇中（夏休み等）の日中、どのような場所で過

ごさせたいと思いますか。《あてはまるすべてに○》 

「自宅」の割合が 70.0％と最も高く、次いで

「祖父母宅や友人・知人宅」の割合が 43.2％、「習

い事・塾」の割合が 27.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 40 ％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

15.0

37.5

30.0

0.0

12.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 426 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・塾

児童館

学童保育

居場所づくり事業

地域コミュニティでの見守り

その他

無回答

70.0

43.2

27.7

11.5

14.8

11.0

4.9

20.9

15.7

0 20 40 60 80 100
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（６）生活状況について 

問 19 宛名のお子さんは、平日にスマートフォンやゲーム機等を利用している時間は１

日平均どのくらいでしょうか。《あてはまる１つに○》 

「１時間未満」の割合が 28.6％と最も高く、

次いで「１時間以上２時間未満」の割合が 24.9％、

「ほぼ０時間」の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 宛名のお子さんは、休日にスマートフォンやゲーム機等を利用している時間は１

日平均どのくらいでしょうか。《あてはまる１つに○》 

「１時間以上２時間未満」の割合が 24.2％と

最も高く、次いで「１時間未満」の割合が 21.4％、

「２時間以上３時間未満」の割合が 20.7％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 宛名のお子さんのスマートフォンやゲーム機等を利用する時間は決めていますか。

《あてはまる１つに○》 

「保護者が決めている」の割合が 36.2％と最

も高く、次いで「特に決めていない」の割合が

33.6％、「子どもと話し合って決めている」の割

合が 28.6％となっています。 

 

 

  

回答者数 = 426 ％

ほぼ０時間

１時間未満

１時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満

３時間以上４時間未満

４時間以上

無回答

16.7

28.6

24.9

13.8

4.2

4.0

7.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 426 ％

ほぼ０時間

１時間未満

１時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満

３時間以上４時間未満

４時間以上

無回答

9.6

21.4

24.2

20.7

7.0

16.9

0.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 426 ％

保護者が決めている

子どもと話し合って決めている

特に決めていない

無回答

36.2

28.6

33.6

1.6

0 20 40 60 80 100
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問 22 宛名のお子さんは、ご家庭での読書時間は１日平均どのくらいでしょうか。（本・

漫画・雑誌等、種類は問いません）《あてはまる１つに○》 

「１時間未満」の割合が 53.1％と最も高く、

次いで「ほぼ０時間」の割合が 35.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 426 ％

ほぼ０時間

１時間未満

１時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満

３時間以上４時間未満

４時間以上

無回答

35.0

53.1

9.2

1.6

0.0

0.7

0.5

0 20 40 60 80 100
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（７）子育て支援サービス全般について 

問 23 次の市の事業やサービスごとに、Ａ～Ｃそれぞれ「１ はい」、「２ いいえ」の

いずれかに○をつけてください。 

知っているでは、⑬学童保育の割合が 96.5％と最も高く、次いで、⑦児童館の割合で 93.4％、

⑫放課後子ども教室で 92.5％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、④保育園や幼稚園の園庭等の開放、⑥子育て支援センター、

⑨市の子育てガイドブック、⑫放課後子ども教室の割合が増加しています。一方、①母親学級、

両親学級、育児学級、⑧家庭児童相談室の割合が減少しています。 

利用したことがあるでは、⑦児童館の割合が 55.4％と最も高く、次いで⑥子育て支援センター

で 46.7％、④保育園や幼稚園の園庭等の開放で 46.0％、となっています。 

平成 25 年度と比較すると、⑥子育て支援センター、⑦児童館、⑫放課後子ども教室の割合が

増加しています。 

今後利用したいでは、⑦児童館の割合が 39.9％と最も高く、次いで、⑫放課後子ども教室で

31.0％、⑭子育てアプリ「つしまっち」で 26.3％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、⑫放課後子ども教室の割合が増加しています。一方、③家庭

教育に関する学級・講座の割合が減少しています。 

  
回答者数 = 426 ％

①母親学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談サービス

③家庭教育に関する学級・講座

④保育園や幼稚園の園庭等の開放

⑤つどいの広場

⑥子育て支援センター

⑦児童館

⑧家庭児童相談室

⑨市の子育てガイドブック

⑩ファミリー・サポート・センター

⑪適応指導教室　「こころのオアシス」

⑫放課後子ども教室

⑬学童保育

⑭子育てアプリ「つしまっち」

54.9

77.0

23.5

76.5

28.2

89.2

93.4

55.9

49.5

85.0

28.6

92.5

96.5

25.4

26.8

25.8

4.9

46.0

8.7

46.7

55.4

6.1

17.8

7.7

0.7

26.5

17.6

8.2

12.0

25.8

17.1

11.0

6.6

17.1

39.9

16.4

24.2

15.5

9.4

31.0

18.8

26.3

0 20 40 60 80 100

知っている

利用したことがある

今後利用したい
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平成 25 年度調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）子育て全般について 

問 24 あなたは、子育てをどのように感じることが多いですか。  

《あてはまる１つに○》 

「なんとなく不安や負担を感じる」の割合が

37.6％と最も高く、次いで「あまり不安や負担な

どを感じない」の割合が 32.6％、「何とも言えな

い」の割合が 15.0％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

  

％

非常に不安や負担を感じる

なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などを感じな

い

全く不安や負担を感じない

何とも言えない

無回答

8.5

37.6

32.6

5.2

15.0

1.2

0.0

7.6

40.0

29.9

4.5

15.3

2.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)

回答者数 = 485 ％

①母親学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談サービス

③家庭教育に関する学級・講座

④保育園や幼稚園の園庭等の開放

⑤つどいの広場

⑥子育て支援センター

⑦児童館

⑧家庭児童相談室

⑨市の子育てガイドブック

⑩ファミリー・サポート・センター

⑪適応指導教室　「こころのオアシス」

⑫放課後子ども教室

⑬学童保育

65.7

74.4

24.9

69.1

32.8

79.8

89.5

61.1

41.4

84.2

30.9

86.4

94.4

30.7

23.9

8.0

42.7

8.9

34.2

49.1

5.6

13.4

8.2

1.0

17.7

17.5

12.8

26.2

23.9

12.4

6.4

12.8

38.6

20.8

24.3

14.6

12.8

25.4

14.8

0 20 40 60 80 100

知っている

利用したことがある

今後利用したい
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問 25 あなたが子育てに関して日常的に悩んでいること、気になることは何ですか。 

《あてはまるすべてに○》 

「子どもの教育に関すること（進路・進学・将

来）」の割合が 52.1％と最も高く、次いで「友だ

ちづきあいに関すること（いじめ等を含む）」の

割合が 40.8％、「子どもを叱りすぎているような

気がする」の割合が 28.6％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「病気や発育・

発達に関すること」「仕事や自分のやりたいこと

が十分できない」「地域の子育て支援サービスの

内容や利用方法がよくわからない」の割合が増加

しています。一方、「子どもを叱りすぎているよ

うな気がする」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

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

子どもとの接し方に自信が持て
ない

子どもとの時間を十分にとれな
い

話し相手や相談相手がいない

仕事や自分のやりたいことが十
分できない

子どもの教育に関すること（進
路・進学・将来）

友だちづきあいに関すること（い

じめ等を含む）

登校拒否などの問題

子育てに関しての配偶者・パー
トナーの協力が少ない

配偶者・パートナーと子育てに

関して意見が合わない

子育てについて、親族・近隣の

人・職場などまわりの目が気に
なる

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

子どもを叱りすぎているような気

がする

子育てのストレスで、子どもに

手をあげたり世話をしなかった
りしてしまう

地域の子育て支援サービスの
内容や利用方法がよくわからな
い

いじめなど子どもの心をケアす

る施設・機関が近くに欲しい

学校や地域活動の情報が入っ

てこない

その他

特にない

無回答

28.2

20.4

4.5

14.3

25.6

3.1

17.8

52.1

40.8

4.9

8.2

7.0

4.5

7.7

28.6

4.5

9.4

5.9

5.6

2.3

11.7

1.4

23.1

19.6

1.6

11.5

22.9

2.1

11.3

48.0

40.6

3.1

9.1

6.8

4.3

2.9

34.6

6.0

3.1

-

-

2.1

14.2

1.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)
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問 26 宛名のお子さんは、地域的なグループ活動へ参加したことがありますか。 

《あてはまるすべてに○》 

「子ども会活動」の割合が 54.9％と最も高く、

次いで「参加したことはない」の割合が 30.8％、

「スポーツ活動」の割合が 23.0％となっていま

す。 

平成 25年度調査と比較すると、「参加したこと

はない」の割合が増加しています。一方、「スポ

ーツ活動」「子ども会活動」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

問 27 宛名のお子さんに関わる地域的なグループ活動をさらに活発にするためには、ど

のようなことが必要だと思いますか。《あてはまる２つまでに○》 

「参加しやすいグループづくり」の割合が

43.7％と最も高く、次いで「わからない」の割合

が 26.8％、「付添いや遊び、スポーツ指導など、

保護者や地域の大人が関わる機会を増やす」の割

合が 18.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

付添いや遊び、スポーツ指導な
ど、保護者や地域の大人が関
わる機会を増やす

参加しやすいグループづくり

地区ごとの子ども会活動、コ
ミュニティ活動の連携と活発化
を図る

広報紙などでの情報提供・情報
交流をもっと活発にする

市民を対象に遊びや子育ての
リーダー養成を行う

子どもに関わる各種団体の連
絡協議会を設け、情報交換など
を活発にする

地域活動や子育て相談活動の
拠点になる場を整備する

民生委員・児童委員( 主任児童
委員) の相談・指導などの活動
を充実する

その他

わからない

無回答

18.5

43.7

13.8

12.4

0.9

3.5

5.2

1.4

3.5

26.8

6.3

26.2

46.6

19.4

19.4

2.1

3.9

9.5

1.6

3.5

21.9

3.1

0 20 40 60 80 100

％

スポーツ活動

文化・音楽活動

キャンプ等の野外活動

子ども会活動

清掃や高齢者訪問等の社会福

祉活動

ホームステイ等の国際交流活

動

その他

参加したことはない

無回答

23.0

7.7

4.9

54.9

10.8

0.5

2.8

30.8

0.7

0.0

30.5

8.0

8.2

65.4

9.9

0.6

1.4

18.1

1.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)
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問 28 あなたは、今後、宛名のお子さんに関わる地域活動に参加するつもりはあります

か。《あてはまるすべてに○》 

「自分に合うグループがあれば、参加して協力

したい」の割合が 40.6％と最も高く、次いで「親

子で参加する催しに参加したい」の割合が 28.9％、

「わからない」の割合が 25.4％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「自分に合うグ

ループがあれば、参加して協力したい」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 29 宛名のお子さんのために、近くにあったらと思うものは、特にどんなところです

か。《主な３つまでに○》 

「いつでも子どもが自由に遊べる屋内施設」の

割合が 60.1％と最も高く、次いで「ジャングル

ジムやブランコなどの遊具がある公園」の割合が

36.9％、「プールやグラウンドなどのスポーツ施

設」の割合が 35.2％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「かくれんぼや

鬼ごっこができる空き地や原っぱ」「木や小川が

あり、木登りや泥んこ遊びなどができる場所」「遊

具があり、遊び方を教えてくれる人がいる施設」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

  

％

かくれんぼや鬼ごっこができる
空き地や原っぱ

ジャングルジムやブランコなど
の遊具がある公園

木や小川があり、木登りや泥ん
こ遊びなどができる場所

遊具があり、遊び方を教えてく
れる人がいる施設

読み聞かせや手作り体験がで
きる文化施設

いつでも子どもが自由に遊べる
屋内施設

プールやグラウンドなどのス
ポーツ施設

その他

特にない

無回答

22.3

36.9

18.3

17.4

24.9

60.1

35.2

2.6

2.8

7.7

0.0

39.8

35.7

32.8

24.5

29.1

63.1

32.4

4.3

2.3

1.6

0 20 40 60 80 100

％

グループをつくるなど、積極的
に関わっていきたい

自分に合うグループがあれば、
参加して協力したい

親子で参加する催しに参加した

い

有料で任せられる活動があれ
ば、子どもだけ参加させたい

参加しない

その他

わからない

無回答

2.1

40.6

28.9

14.1

9.4

3.3

25.4

0.7

2.9

46.8

29.1

14.6

7.0

1.9

24.9

1.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)
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問 30 宛名のお子さんを子育てするうえで、地域の人に望みたいことはありますか。 

《あてはまるすべてに○》 

「子どもが危険な目にあいそうなときに手助

けや保護をしてほしい」の割合が 66.7％と最も

高く、次いで「子どもが良くないことをしている

ときは、積極的に叱ってほしい」の割合が 49.1％、

「「うるさい」などと言わないで、子どもが伸び

伸び遊ぶことを認めてほしい」の割合が 36.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 31 あなたは、児童虐待相談の窓口として児童相談所（海部児童・障害者相談センタ

ー）の他に、市が窓口になっていることを知っていますか。《あてはまる１つに○》 

「知っていた」の割合が 27.9％、「知らなかっ

た」の割合が 71.4％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

  

％

知っていた

知らなかった

無回答

27.9

71.4

0.7

0.0

31.1

67.5

1.4

0 20 40 60 80 100

％

出会ったときに声をかけるなど、
積極的に子どもに関わってほし
い

「いまどきの親は」など、一方的
に批判しないでほしい

子どもが良くないことをしている
ときは、積極的に叱ってほしい

子どもが主体的に参加できる活
動の機会をつくってほしい

育児などで困ったことがあった
場合に相談にのってほしい

子どもが危険な目にあいそうな
ときに手助けや保護をしてほし
い

「うるさい」などと言わないで、子
どもが伸び伸び遊ぶことを認め
てほしい

緊急の用事などのときに、一時
的に子どもをみてほしい

その他

特にない

地域の人にあまり関わってほし
くない

無回答

35.0

22.8

49.1

20.0

7.3

66.7

36.6

7.3

0.2

7.0

2.1

0.7

48.0

24.1

67.2

23.7

5.4

73.0

38.6

7.6

1.6

5.4

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)
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問 32 宛名のお子さんを育てるために必要な支援は、次のうちどれでしょうか。 

《主な３つまでに○》 

「経済的な支援」の割合が 68.3％と最も高く、

次いで「安定的な就業の支援」の割合が 31.7％、

「親が面倒をみることができないときの子ども

の世話など、子育ての支援」の割合が 26.8％と

なっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「安定的な就業

の支援」「親が面倒をみることができないときの

子どもの世話など、子育ての支援」「社会の偏見

の解消、理解の向上」「ひとり親家庭の交流機会

の充実」「住む場所の確保」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

安定的な就業の支援

親が面倒をみることができない
ときの子どもの世話など、子育
ての支援

社会の偏見の解消、理解の向
上

子どもや子育てに関わる地域
活動に参加しやすい配慮

ひとり親家庭の交流機会の充
実

相談体制の充実

住む場所の確保

経済的な支援

その他

特にない

無回答

31.7

26.8

9.8

9.8

12.2

7.3

7.3

68.3

0.0

7.3

9.8

48.4

53.1

21.9

10.9

21.9

7.8

18.8

64.1

3.1

4.7

10.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 41)

平成25年度調査

(回答者数 = 47)
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問 33 あなたは、宛名のお子さんを健やかに育てるために、今後、市・県・国にどのよ

うなことを期待しますか。《主な３つまでに○》 

「子育てに伴う経済的負担の軽減」の割合が

43.0％と最も高く、次いで「保健医療サービスの

充実」の割合が 42.5％、「子どもが犯罪の被害に

あわないよう見守りの充実」の割合が 34.0％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 34 宛名のお子さんと平日に会話をしたり一緒にいる時間についてお聞きします。 

《あてはまる１つに○》また、「１」または「３」を選択した場合は、具体的な 

時間をお書きください。 

ア．母親 

「平日の時間」の割合が 83.6％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

  

％

子育てについての情報や相談

が気軽に受けられる場所や機
会の提供

学童保育の充実

子育てと仕事が両立できる労働
環境の整備促進

保健医療サービスの充実

子育てに伴う経済的負担の軽
減

子どもが伸び伸びと遊べる場所
づくり

子ども向けの休憩スペースな

ど、子ども連れに配慮した施設
の整備・充実

交通安全教育、道路の安全設
備、歩道の整備

ゆとりある住環境の整備

大気や水の汚染防止など、有

害な物質から子どもを守る環境

づくりの促進

子どもが犯罪の被害にあわな
いよう見守りの充実

虐待防止ネットワークの充実

その他

無回答

3.8

7.3

27.0

42.5

43.0

28.4

5.6

18.1

3.8

5.4

34.0

1.4

1.6

18.5

4.1

7.2

15.5

25.2

22.5

21.4

4.3

11.8

2.1

5.2

19.6

2.1

0.6

56.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 422 ％

平日の時間

平日はない

土日等休日の時間

ほとんどない

無回答

83.6

0.7

5.5

0.7

9.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 426)

平成25年度調査

(回答者数 = 485)
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（ア）平日の時間 

「４～５時間」の割合が 38.5％と最も高く、

次いで「２～３時間」の割合が 22.9％、「６～７

時間」の割合が 22.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）土日等休日の時間 

「10 時間以上」の割合が 52.2％と最も高く、

次いで「４～５時間」の割合が 21.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．父親 

「平日の時間」の割合が 47.0％と最も高く、

次いで「土日等休日の時間」の割合が 14.7％と

なっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 353 ％

１時間未満

２～３時間

４～５時間

６～７時間

８～９時間

10時間以上

無回答

4.0

22.9

38.5

22.7

3.4

5.9

2.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 23 ％

１時間未満

２～３時間

４～５時間

６～７時間

８～９時間

10時間以上

無回答

4.3

4.3

21.7

4.3

0.0

52.2

13.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 389 ％

平日の時間

平日はない

土日等休日の時間

ほとんどない

無回答

47.0

3.1

14.7

4.1

31.1

0 20 40 60 80 100
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（ア）平日の時間 

「２～３時間」の割合が 42.6％と最も高く、

次いで「１時間未満」の割合が 31.1％、「４～５

時間」の割合が 12.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）土日等休日の時間 

「10 時間以上」の割合が 35.1％と最も高く、

次いで「２～３時間」の割合が 17.5％、「４～５

時間」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 183 ％

１時間未満

２～３時間

４～５時間

６～７時間

８～９時間

10時間以上

無回答

31.1

42.6

12.6

3.8

0.5

3.8

5.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 57 ％

１時間未満

２～３時間

４～５時間

６～７時間

８～９時間

10時間以上

無回答

0.0

17.5

15.8

8.8

10.5

35.1

12.3

0 20 40 60 80 100


