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１．調査の概要  

 
（１）調査の目的 

次世代育成支援対策行動計画の策定にあたり、その基礎資料として、子育て状況や保育

サービス等のニーズを把握するために実施しました。 

 

（２）調査方法及び調査結果 

①調査対象:就学前児童世帯（1,000人）、就学児童世帯（1,000人） 

②調査期間:平成21年1月10日～20日 

③調査方法:郵便による配布・回収 

④調査結果:就学前児童 回収票数500／回収率50.0％ 

就学児童  回収票数450／回収率45.0％ 

 

（３）集計上の留意点 

①回答率（割合）は、小数点第二位を四捨五入して小数点第一位までを表記しました。

そのため、合計が 100％にならないことがあります。 

②複数回答の設問では、回答者数に対する百分率の合計が 100％を超えることがありま

す。また、合計欄の数値は各選択肢の人数の合計値ではなく、回答者数を示していま

す。 

③グラフは、原則として単回答は円グラフ、複数回答は棒グラフ、数量回答（時間、日

数等）は棒グラフで作成しました。 
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２．就学前児童調査  
 

(１) 子どもの生年月・兄弟姉妹の数 

 

 あて名の子どもの生年月から、年度別の集計を行ったところ、平成16年度生まれ（４歳

児）が約19％で最も多く、翌年度生まれの３歳児以降は若干少なくなる傾向があります。 

 また、兄弟姉妹は、２人が約46％で最も多く、１人約34％、３人13％が続きます。 

 

問１ あて名のお子さんの生まれ年 

 人数 割合（％） 

平成 13 年 1 0.2 

平成 14 年 63 12.6 

平成 15 年 77 15.4 

平成 16 年 84 16.8 

平成 17 年 76 15.2 

平成 18 年 69 13.8 

平成 19 年 56 11.2 

平成 20 年 74 14.8 

合計 500 100.0 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１－② あて名のお子さんの生まれ月 

  人数 割合（％） 

１月 34 6.8 

２月 39 7.8 

３月 43 8.6 

４月 38 7.6 

５月 29 5.8 

６月 37 7.4 

７月 60 12.0 

８月 60 12.0 

９月 44 8.8 

10 月 44 8.8 

11 月 30 6.0 

12 月 41 8.2 

不明 1 0.2 

合計 500 100.0 
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問１－②－２ あて名のお子さんの生まれ年

（年度別） 

 人数 割合（％） 

平成 13 年度 1 0.2 

平成 14 年度 82 16.4 

平成 15 年度 75 15.0 

平成 16 年度 93 18.6 

平成 17 年度 67 13.4 

平成 18 年度 64 12.8 

平成 19 年度 65 13.0 

平成 20 年度 52 10.4 

不明 1 0.2 

合計 500 100.0 

 

 

問１－③ 兄弟姉妹人数（あて名のお子さ

んも含めて） 

 人数 割合（％） 

１人 169 33.8 

２人 228 45.6 

３人 65 13.0 

４人 12 2.4 

不明 26 5.2 

合計 500 100.0 

 

 

 

問１－④ あて名のお子さんは第何子 

  人数 割合（％） 

第１子 288 57.6 

第２子 150 30.0 

第３子 42 8.4 

第４子 6 1.2 

不明 14 2.8 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

兄弟姉妹人数（総数500）
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30.0%
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(２) 子どもとの同居・近居の状況 

 

 父母双方との同居が約90％を占めています。このほか、父子世帯が0.8％、母子世帯が

3.4％などで、祖父や祖母と同居するものがそれぞれ12～13％程度となっています。祖父母

との近居とあわせると、全体の半数程度が祖父母が身近な存在であることがわかります。 

 家族の人数は、３～４人が全体の３分の２を占め、世帯規模が小さいことがわかります。 

 なお、アンケートの回答者は、母親が約90％を占め、父親が10％となっています。 

 

問２－１ あて名のお子さんの同居・近居

状況（複数回答） 

  人数 割合（％） 

父母同居 448 89.6 

父同居（ひとり親） 4 0.8 

母同居（ひとり親） 17 3.4 

祖父同居 61 12.2 

祖母同居 65 13.0 

その他親族同居 19 3.8 

祖父近居 206 41.2 

祖母近居 227 45.4 

その他親族近居 135 27.0 

その他 2 0.4 

不明 4 0.8 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同居・近居状況（総数500、複数回答）

89.6

0.8

3.4

12.2

13.0

3.8

41.2

45.4

27.0

0.4

0.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

父母同居

父同居（ひとり親）

母同居（ひとり親）

祖父同居

祖母同居

その他親族同居

祖父近居

祖母近居

その他親族近居

その他

不明

％
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同居家族全員の人数（総数500）

４人
38.6%

３人
33.6%

５人
16.2%

６人
5.8%

７人
3.2%

不明
0.2%

２人
1.2%

８人
1.2%

問２－１－② 同居家族全員の人数 

  人数 割合（％） 

２人 6 1.2 

３人 168 33.6 

４人 193 38.6 

５人 81 16.2 

６人 29 5.8 

７人 16 3.2 

８人 6 1.2 

不明 1 0.2 

合計 500 100.0 

 

問２－２ 回答者（単回答） 

  人数 割合（％） 

父親 50 10.0 

母親 448 89.6 

兄弟姉妹 0 0.0 

祖父 0 0.0 

祖母 0 0.0 

その他 1 0.2 

不明 1 0.2 

合計 500 100.0 

 

 

 

(３) 子どもを主に世話する人・手伝ってもらう人とその困難度 

 

 子どもの主な養育者は、母親が約98％で、父親が１％弱、祖父母やその他の人は稀な例

となっています。 

 子育てを手伝ってくれる人について、緊急の時などに祖父母等の親族が預かってくれる

という人が64％と多くなっています。このほか、日常的に祖父母等にみてもらえる人や緊

急時に友人・知人にみてもらえるという人がそれぞれ23～24％となっています。 

 祖父母等に預かってもらえる場合の状況（困難度）は、特に問題がない人が約58％と多

くを占めています。このほか、祖父母等に負担をかけることが心苦しいという声が27％、

祖父母の身体的な負担が大きい、精神的な負担が大きいといった声がそれぞれ20％弱と

なっています。 

 友人や知人に預かってもらうことの困難度については、特に問題がない人が約48％と半

数近くを占めています。しかしながら、負担をかけていることを心苦しく感じている人も

40％弱と比較的多くなっています。 

回答者（総数500）

不明
0.2%

その他
0.2%

母親
89.6%

父親
10.0%
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問３－１ 主にあて名のお子さんの世話をし

ている人（単回答） 

  人数 割合（％） 

主に父親 4 0.8 

主に母親 491 98.2 

主に祖父母 2 0.4 

その他 3 0.6 

合計 500 100.0 

   

 

 

 

問３－２ 子育てを手伝ってくれる人（複数回答） 

  人数 割合（％） 

日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる 121 24.2 

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる 320 64.0 

日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる 23 4.6 

緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる 115 23.0 

いずれもない 57 11.4 

不明 20 4.0 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てを手伝ってくれる人（総数500、複数回答）

24.2

64.0

4.6

23.0

11.4

4.0
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日常的に子どもを預けられる友人・知人
がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを預
けられる友人・知人がいる

いずれもない

不明

％

主にあて名のお子さんの世話をしている人（総数500）

主に母親
98.2%

主に祖父母
0.4%

その他
0.6% 主に父親

0.8%
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問３－３－① 祖父母等の親族に預かってもらえる場合の状況（複数回答） 

  人数 割合（％） 

特に問題がない 224 57.6 

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 76 19.5 

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 76 19.5 

親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 105 27.0 

その他 15 3.9 

不明 3 0.8 

合計 389 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３－３－② 友人・知人等に預かってもらえる場合の状況（複数回答） 

  人数 割合（％） 

特に問題がない 59 48.4 

友人・知人の身体的負担が大きく心配である 10 8.2 

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 30 24.6 

親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 47 38.5 

その他 2 1.6 

不明 1 0.8 

合計 122 100.0 

 

 

 

 

祖父母等の親族に預かってもらう場合の状況（総数389、複数回答）

57.6

19.5

19.5

27.0

3.9

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

特に問題がない

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が
大きく心配である

親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

その他

不明

％



- - 8 - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４）居住地域 

 

 居住地域については、一之宮地区、倉見地区で20％を超えているほか、岡田地区、宮山

地区で比較的多くなっています。 

 

問４ 居住地域（単回答） 

  人数 割合（％） 

田端 14 2.8 

一之宮 112 22.4 

中瀬 16 3.2 

大曲 41 8.2 

岡田 81 16.2 

大蔵 6 1.2 

小谷 33 6.6 

小動 18 3.6 

宮山 74 14.8 

倉見 103 20.6 

不明 2 0.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

友人・知人等に預かってもらえる場合の状況（総数122、複数回答）

48.4

8.2

24.6

38.5

1.6

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

特に問題がない

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく
心配である

親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

その他

不明

％

居住地域（総数500)

一之宮
22.4%
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2.8%不明

0.4%倉見
20.6%

宮山
14.8%

小動
3.6% 小谷

6.6%

中瀬
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16.2%大蔵
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(５）住まいの状況 

 

 住まいの状況については、一戸建の持ち家が約56％と多くなっています。これに続いて

民間の賃貸マンションやアパートなどの集合住宅が約27％で続いています。 

 

問５ 住まいの状況（単回答） 

  人数 割合（％） 

持家（一戸建） 279 55.8 

持家（分譲マンションなどの集合住宅） 14 2.8 

民間の借家（一戸建） 18 3.6 

民間の借家（賃貸マンション･アパートなどの集合住宅） 137 27.4 

公団・公社・公営の賃貸住宅・アパート 30 6.0 

社宅・公務員住宅などの給与住宅 19 3.8 

住み込み・寮・寄宿舎など 0 0.0 

その他 3 0.6 

合計 500 100.0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まいの状況（総数500）
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(６) 世帯の年収 

 

 世帯全体の年収については、500～700万円が約30％を占めて最も多く、400～500万円、

300～400万円などが20％程度で続いています。 

 

問６ 世帯の年収（単回答） 

  人数 割合（％） 

～２００万円未満 22 4.4 

２００～３００万円未満 51 10.2 

３００～４００万円未満 97 19.4 

４００～５００万円未満 113 22.6 

５００～７００万円未満 148 29.6 

７００～１,０００万円未満 53 10.6 

１,０００万円以上 10 2.0 

不明 6 1.2 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

(７)－① 父親の就労状況 

 

 常勤が約84％で、自営業などが約10％となっています。 

 常勤の１週当たりの就労時間は、40～49時間が30％弱で最も多くなっており、週５日勤

務を想定すると、１日当たり８～10時間の勤務時間となります。60時間超や70時間超など

長時間の勤務もみられます。 

 常勤の帰宅時間は20時中心に、18時～22時の間の帰宅が多くなっています。 

 パートタイム等の勤務については、週５～６日で、１日８～10時間が多く、帰宅時間は

まちまちとなっています。 

 パートタイム等の人のフルタイムへの転換希望については、希望のない人が少なくあり

ません。 

 自営業等の場合の就労については、週６日が一般的で７日も少なくなく、１日８時間や

10時間が多くなっています。 

 なお、現在未就労の人については、以前はフルタイムであったことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

世帯の年収（総数500）
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10.6% ３００～４００万
円未満
19.4%

２００～３００万
円未満
10.2%

１,０００万円以
上

2.0%

～２００万円未
満

4.4%

不明
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問７－（１） 父親の就労の状況（単回答） 

  人数 割合（％） 

常勤（フルタイム）（育休・介護休業は除く） 418 83.6 

常勤（フルタイム）だが現在育休・介護休業中 1 0.2 

パートタイム、アルバイト等 5 1.0 

自営業・家業従事・自由業・内職・在宅就労 51 10.2 

以前は就労していたが、現在は就労していない 3 0.6 

これまでに就労したことがない 0 0.0 

不明 22 4.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７－（１）－② 父親・常勤／1 週当たりの平均就労時間 

  人数 割合（％） 

１～９時間 45 10.8 

10～19 時間 51 12.2 

20～29 時間 0 0.0 

30～39 時間 7 1.7 

40～49 時間 122 29.2 

50～59 時間 73 17.5 

60～69 時間 41 9.8 

70～79 時間 28 6.7 

80～89 時間 6 1.4 

90～99 時間 3 0.7 

100～109 時間 0 0.0 

110～119 時間 1 0.2 

120～129 時間 0 0.0 

不明 41 9.8 

合計 418 100.0 

父親の就労の状況（総数500）

以前は就労してい
たが、現在は就労

していない
0.6%

自営業・家業従事・
自由業・内職・在宅

就労
10.2%

不明
4.4%

パートタイム、アル
バイト等

1.0%
常勤（フルタイム）
だが現在育休・介

護休業中
0.2%

常勤（フルタイム）
（育休・介護休業は

除く）
83.6%
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問７－（１）－③ 父親・常勤／平均帰宅時間  

  人数 割合（％）   人数 割合（％） 

１時 3 0.7 16 時 4 1.0 

２時 1 0.2 17 時 4 1.0 

３時 1 0.2 18 時 65 15.6 

４時 0 0.0 19 時 67 16.0 

５時 0 0.0 20 時 80 19.1 

６時 1 0.2 21 時 68 16.3 

７時 0 0.0 22 時 47 11.2 

８時 1 0.2 23 時 23 5.5 

９～14 時 0 0.0 24 時 15 3.6 

15 時 1 0.2 不明 37 8.9 

   合計 418 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

父親・常勤／１週当たりの平均就労時間（総数418）
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問７－（１）－④ 父親・パート等／１週当たり

就労日数 

  人数 割合（％） 

４日 0 0.0 

５日 3 60.0 

６日 2 40.0 

７日 0 0.0 

合計 5 100.0 

 

 

父親・常勤／平均帰宅時間（総数418）

3

1
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不明
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問７－（１）－⑤ 父親・パート等／１日当たり

就労時間 

  人数 割合（％） 

７時間 0 0.0 

８時間 2 40.0 

９時間 1 20.0 

10 時間 1 20.0 

11 時間 0 0.0 

12 時間 0 0.0 

13 時間 0 0.0 

14 時間 0 0.0 

15 時間 1 20.0 

16 時間 0 0.0 

合計 5 100.0 

   

 

問７－（１）－⑥ 父親・パート等／平均帰宅

時間 

  人数 割合（％） 

１時 1 20.0 

２～17 時 0 0.0 

18 時 1 20.0 

19 時 0 0.0 

20 時 1 20.0 

21 時 1 20.0 

22 時 0 0.0 

23 時 1 20.0 

24 時 0 0.0 

合計 5 100.0 

   

 

問７－（１）－⑦ 父親・パート等／フルタイム

への転換希望（単回答） 

  人数 割合（％） 

希望がある 1 20.0 

希望があるが予定は

ない 
1 20.0 

希望はない 2 40.0 

不明 1 20.0 

合計 5 100.0 

父親・パート等／１日当たり就労時間（総数5）

0

2

1

1

0

0

0

0

1

0

0 1 2 3

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間
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13時間

14時間
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16時間

人

父親・パート等／平均帰宅時間（総数5）

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0 1 2

１時

２～17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

人

父親・パート等／フルタイムへの転換希望（総数5）

希望がある
20.0%

希望があるが予
定はない

20.0%
希望はない

40.0%

不明
20.0%
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問７－（１）－⑧ 父親・自営業等／１週当たり

就労日数 

  人数 割合（％） 

２日 0 0.0 

３日 1 2.0 

４日 0 0.0 

５日 5 9.8 

６日 32 62.7 

７日 9 17.6 

不明 4 7.8 

合計 51 100.0 

 

 

問７－（１）－⑨ 父親・自営業等／１日当たり

就労時間 

  人数 割合（％） 

５時間 0 0.0 

６時間 1 2.0 

７時間 1 2.0 

８時間 13 25.5 

９時間 6 11.8 

10 時間 10 19.6 

11 時間 4 7.8 

12 時間 5 9.8 

13 時間 2 3.9 

14 時間 2 3.9 

15 時間 0 0.0 

16 時間 1 2.0 

17 時間 1 2.0 

18 時間 1 2.0 

19 時間 0 0.0 

20 時間 0 0.0 

不明 4 7.8 

合計 51 100.0 

 

 

 

 

父親・自営業等／１週当たり就労日数

（総数51）
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父親・自営業等／１日当たり平均就労時間
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問７－（１）－⑩ 父親・現在未就労／以前の働き方 

  人数 割合（％） 

フルタイムによる就労 3 100.0 

パートタイム・アルバイト等による就労 0 0.0 

合計 3 100.0 

   

 

 

 

 

(７)－② 母親の就労状況 

 

 以前就労していたが、現在は就労していない人が半数を超えています。常勤は９％、パー

トタイム等は約19％を占め、これまでに就労したことがない人は約８％となっています。 

常勤の１週当たりの就労時間は父親と同じく40～49時間が最も多く、約31％を占めていま

す。このほか、１～９時間、30～39時間という人も多く、勤務形態の多様性がうかがわれ

ます。 

 常勤の帰宅時間は18時を中心に，17時や19時という人が多くなっています。 

パートタイム等の勤務については、週５日が約37％で最も多く、４日29％、３日約14％な

どが続き、１日４時間を中心に３～７時間が多く、帰宅時間は14時～18時の間が多くなっ

ています。 

 パートタイム等の人のフルタイムへの転換希望については、希望はない人が最も多く、

希望はあるが予定がない人が続き、希望のある人は24％にとどまります。 

 自営業の場合の就労については、週３日が最も多く、５～７日という人も少なくなく、

１日３時間、８時間などさまざまです。 

 現在未就労の人については、以前はフルタイムであった人が50％弱を占め、今後の就労

希望については､（１年以上先で）子どもが大きくなったら働きたい人が約57％と多く、す

ぐにでも働きたい人は17％となっています。 

 就労希望のある人の働き方については、パートタイム等が約86％を占め、フルタイムは

13％程度にとどまります。 

 パートタイム等を希望する人の週当たりの就労日数は、４日を中心に３～５日程度が多

くなっており、１日４～５時間程度の希望が多くなっています。 

 就労する希望がありながら、現在働いていない理由については、働きながら子育てでき

る適当な仕事がないからというものが約40％で最も多く、家族等の考え方や理解など就労

する環境が整っていないという理由も少なくありません。 

 働きに出たい子どもの年齢は、幼稚園に就園する４歳や、小学校に就業する６～７歳が

多くなっています。 
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問７－（２） 母親の就労の状況（単回答） 

  人数 割合（％） 

常勤（フルタイム）（育休・介護休業は除く） 45 9.0 

常勤（フルタイム）だが現在育休・介護休業中 20 4.0 

パートタイム、アルバイト等 96 19.2 

自営業・家業従事・自由業・内職・在宅就労 24 4.8 

以前は就労していたが、現在は就労していない 256 51.2 

これまでに就労したことがない 38 7.6 

不明 21 4.2 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７－（２）－② 母親・常勤／1 週当たりの平

均就労時間 

  人数 割合（％） 

１～９時間 13 28.9 

10～19 時間 1 2.2 

20～29 時間 3 6.7 

30～39 時間 12 26.7 

40～49 時間 14 31.1 

50～59 時間 1 2.2 

不明 1 2.2 

合計 45 100.0 

 

 

母親の就労の状況（総数500）

以前は就労して
いたが、現在は
就労していない

51.2%

自営業・家業従
事・自由業・内
職・在宅就労

4.8%

パートタイム、ア
ルバイト等

19.2%

常勤（フルタイ
ム）だが現在育
休・介護休業中

4.0%

常勤（フルタイ
ム）（育休・介護

休業は除く）
9.0%

これまでに就労し
たことがない

7.6%

不明
4.2%

母親・常勤／１週当たりの平均就労時間
（総数45）
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1

3
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14

1

1

0 10 20
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不明
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問７－（２）－③ 母親・常勤／平均帰宅時間 

  人数 割合（％） 

１～６時 0 0.0 

７時 1 2.2 

８～15 時 0 0.0 

16 時 3 6.7 

17 時 6 13.3 

18 時 20 44.4 

19 時 9 20.0 

20 時 5 11.1 

21～24 時 0 0.0 

不明 1 2.2 

合計 45 100.0 

 

 

問７－（２）－④ 母親・常勤／現在休業中の理

由（単回答） 

  人数 割合（％） 

産休中 0 0.0 

育休中 3 15.0 

介護休業中 0 0.0 

不明 17 85.0 

合計 20 100.0 

 

 

問７－（２）－⑤ 母親・パート等／１週当たり就

労日数 

  人数 割合（％） 

１日 6 6.3 

２日 9 9.4 

３日 13 13.5 

４日 28 29.2 

５日 35 36.5 

６日 2 2.1 

７日 2 2.1 

不明 1 1.0 

合計 96 100.0 

 

 

母親・常勤／平均帰宅時間（総数45）
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母親・パート等／１週当たり就労日数
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問７－（２）－⑥ 母親・パート等／１日当たり

就労時間 

  人数 割合（％） 

２時間 1 1.0 

３時間 11 11.5 

４時間 29 30.2 

５時間 15 15.6 

６時間 19 19.8 

７時間 13 13.5 

８時間 6 6.3 

９時間 0 0.0 

不明 2 2.1 

合計 96 100.0 

 

 

問７－（２）－⑦ 母親・パート等／平均帰宅

時間 

  人数 割合（％） 

１～４時 0 0.0 

５時 1 1.0 

６～11 時 0 0.0 

12 時 5 5.2 

13 時 6 6.3 

14 時 12 12.5 

15 時 13 13.5 

16 時 12 12.5 

17 時 18 18.8 

18 時 19 19.8 

19 時 2 2.1 

20～22 時 0 0.0 

23 時 1 1.0 

24 時 1 1.0 

不明 6 6.3 

合計 96 100.0 

 

 

 

 

 

母親・パート等／１日当たり就労時間
（総数96）
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問７－（２）－⑧ 母親・パート等／フルタイムへの転

換希望（単回答） 

  人数 割合（％） 

希望がある 23 24.0 

希望があるが予定はない 27 28.1 

希望はない 36 37.5 

不明 10 10.4 

合計 96 100.0 

 

 

問７－（２）－⑨ 母親・自営業等／１週

当たり就労日数 

  人数 割合（％） 

１日  2 8.3 

２日  1 4.2 

３日  6 25.0 

４日  1 4.2 

５日  4 16.7 

６日  3 12.5 

７日  4 16.7 

不明  3 12.5 

合計 24 100.0 

 

 

問７－（２）－⑩ 母親・自営業等／１日

当たり就労時間 

  人数 割合（％） 

２時間  3 12.5 

３時間  6 25.0 

４時間  3 12.5 

５時間  2 8.3 

６時間  1 4.2 

７時間  0 0.0 

８時間  5 20.8 

９時間  0 0.0 

10 時間  1 4.2 

11 時間  0 0.0 

不明  3 12.5 

合計 24 100.0 

 

母親・パート等／フルタイムへの
転換希望（総数96）
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問７－（２）－⑪ 母親・現在未就労／以前の働き方（単回答） 

  人数 割合（％） 

フルタイムによる就労 125 48.8 

パートタイム・アルバイト等による就労 83 32.4 

不明 48 18.8 

合計 256 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７－２－（ア） 「現在就労していない」または「就労したことがない」母親の就労希望

（単回答） 

  人数 割合（％） 

すぐに（1年以内に）働きたい 50 17.0 

（1年より先）子どもが大きくなったら働きたい 168 57.2 

子育てに専念したいので今現在、就労希望はない 62 21.1 

もともと就労希望はない 8 2.7 

不明 6 2.0 

合計 294 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親・現在未就労／以前の働き方（総数256）

フルタイムによる
就労
48.8%

パートタイム・ア
ルバイト等による

就労
32.4%

不明
18.8%

未就労の母親の就労希望（総数294）

（1年より先）子ど
もが大きくなった

ら働きたい
57.2%

すぐに（1年以内
に）働きたい

17.0%

子育てに専念し
たいので今現

在、就労希望は
ない
21.1%

もともと就労希望
はない
2.7%

不明
2.0%
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問７－２－（イ） 就労希望がある母親の働き方の希望（単回答） 

  人数 割合（％） 

フルタイムによる就労 28 12.8 

パートタイム、アルバイト等による就労 187 85.8 

不明 3 1.4 

合計 218 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７－（イ）－② 母親・パート等希望／１

週当たり希望就労日数 

  人数 割合（％） 

１日 1 0.5 

２日 3 1.6 

３日 59 31.6 

４日 75 40.1 

５日 42 22.5 

６日 1 0.5 

７日 3 1.6 

不明 3 1.6 

合計 187 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

就労希望がある母親の希望する働き方（総数218）

パートタイム、ア
ルバイト等による

就労
85.8%

フルタイムによる
就労
12.8%

不明
1.4%

パート等を希望する母親の１週当たり
希望就労日数（総数187）
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問７－（イ）－③ 母親・パート等希望／１日

当たり希望就労時間 

  人数 割合（％） 

２時間 0 0.0 

３時間 13 7.0 

４時間 69 36.9 

５時間 64 34.2 

６時間 30 16.0 

７時間 5 2.7 

８時間 4 2.1 

不明 2 1.1 

合計 187 100.0 

 

 

問７－３ 母親／就労希望がありながら現在働いていない理由（単回答） 

  人数 割合（％） 

保育サービスが利用できない 20 9.2 

働きながら子育てできる適当な仕事がない 89 40.8 

自分の知識、能力にあう仕事がない 4 1.8 

家族の考え方（親族の理解が得られない）等就労する環境が整っていない 30 13.8 

その他 67 30.7 

不明 8 3.7 

合計 218 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親／就労希望がありながら現在働いていない理由（総数218）
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問７－４ 子どもが何歳になったら働きたいか 

  人数 割合（％） 

１歳 4 2.4 

２歳 7 4.2 

３歳 17 10.1 

４歳 30 17.9 

５歳 14 8.3 

６歳 24 14.3 

７歳 28 16.7 

８歳 11 6.5 

９歳 6 3.6 

10 歳 15 8.9 

11 歳 0 0.0 

12 歳 1 0.6 

13 歳 7 4.2 

14 歳 1 0.6 

不明 3 1.8 

合計 168 100.0 

 

 

 

(８）母親の離職状況 

 

 子どもの出産前後の母親の離職については、約41％が該当しており、出産１年前にすで

に働いていなかった人も38％と多く、継続的に働いていた人は約15％にとどまります。 

 離職した母親の考えとしては、育児に専念したいので、いずれにせよやめていたという

人が約54％と過半数を占めており、保育サービスと職場の両立支援環境がどちらも整って

いれば、継続して就労していたという人は18％となっています。 

 

 

問８－１ 出産前後（前後それぞれ１年以内）の

離職（単回答） 

  人数 割合（％） 

離職した 206 41.2 

継続的に働いていた

（転職も含む） 
76 15.2 

出産 1 年前にすでに

働いていなかった 
190 38.0 

不明 28  5.6 

合計 500 100.0 

子どもが何歳になったら働きたいか

（総数168）

4

7

17

30

14

24

28

11

6

15

0

1

7

1

3

0 10 20 30 40

 １歳

 ２歳

 ３歳

 ４歳

 ５歳

 ６歳

 ７歳

 ８歳

 ９歳

10歳

11歳

12歳

13歳

14歳

不明

人

出産前後の離職（総数500）

離職した
41.2%出産1年前にすで

に働いていな
かった
38.0%

不明
5.6%

継続的に働いて
いた（転職も含

む）
15.2%
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問８－２ 離職した母親の考え（単回答） 

  人数 割合（％） 

保育サービスが確実に利用できる見込みがあれば、継続して就労してい

た 
14  6.8 

職場において育児休業制度等の両立支援制度が整っていれば、継続して

就労していた 
15  7.3 

保育サービスと職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、継続して就

労していた 
37 18.0 

家族の考え方（親族の理解が得られない）等就労する環境が整っていない 10  4.9 

育児に専念したいので、いずれにせよやめていた 111 53.9 

その他 19  9.2 

合計 206 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離職した母親の考え（総数206）

育児に専念したい
ので、いずれにせ

よやめていた
53.9%

その他
9.2%

家族の考え方（親
族の理解が得られ
ない）等就労する
環境が整っていな

い
4.9%

保育サービスと職
場の両立支援環
境がどちらも整っ
ていれば、継続し
て就労していた

18.0%

職場において育児
休業制度等の両

立支援制度が整っ
ていれば、継続し
て就労していた

7.3%

保育サービスが確
実に利用できる見
込みがあれば、継
続して就労してい

た
6.8%
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(９）育児休業制度の利用 

 

 育児休業制度の利用状況については、母親の利用が12％で、父親の利用は0.4％にとどま

ります。 

 復職したときの子どもの月齢は、10～14か月が約47％を占め、休業あけに希望する保育

サービスを利用できた人は約42％、利用できなかった人は約19となっています。 

 

問９－１ 育児休業制度利用の有無（単回答） 

  人数 割合（％） 

母親が利用した 60 12.0 

父親が利用した  2  0.4 

両方が利用した  0  0.0 

利用しなかった 390 78.0 

不明 48  9.6 

合計 500 100.0 

 

 

問９－１－② 復職したときの子どもの月齢 

  人数 割合（％） 

1～４か月  5  8.1 

５～９か月  9 14.5 

10～14 か月 29 46.8 

15～19 か月  9 14.5 

20～24 か月  1  1.6 

25～29 か月  1  1.6 

不明  8 12.9 

合計 62 100.0 

 

 

問９－２ 育児休業あけに希望する保育サービ

スを利用できたか（単回答） 

  人数 割合（％） 

利用できた 26 41.9 

利用できなかった 12 19.4 

希望しなかった 15 24.2 

不明  9 14.5 

合計 62 100.0 

 

 

育児休業制度利用の有無（総数500）

不明
9.6%

利用しなかった
78.0%

父親が利用した
0.4%

母親が利用した
12.0%

育児休業あけの保育サービスの利用（総数62）

利用できた
41.9%

利用できなかっ
た

19.4%

希望しなかった
24.2%

不明
14.5%

復職したときの子どもの月齢（総数62）

10～14か月
46.8%

５～９か月
14.5%

1～４か月
8.1%

15～19か月
14.5%

25～29か月
1.6%

20～24か月
1.6%

不明
12.9%
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(10）子育て生活の満足度 

 

 どちらかといえば満足している人が約40％、満足しているが約28％と多くなっており、

総じて高い満足度となっています。 

 子育てをする喜びについては、子どもの成長が約76％で最も多く、子どもを持つ喜びを

実感約60％、子育てを通じた自分の成長、自分の親への感謝の念がともに約40％と比較的

多くなっています。 

 「子どもを生み育てること」を社会が十分評価しているかどうかについては、そうは思

わない約30％、どちらかといえばそう思わない約25％など否定的な意見が多く、子育ての

喜びや意義が個人的なレベルにとどまっており、社会で共有されていない状況がうかがえ

ます。 

 

問 10－１ 子どもを育てている現在の生活に満

足しているか（単回答） 

  人数 割合（％） 

満足している 139 27.8 

どちらかといえば

満足している 
201 40.2 

どちらともいえない 90 18.0 

どちらかといえば

満足していない 
30  6.0 

満足していない 33  6.6 

不明  7  1.4 

合計 500 100.0 

 

 

問 10－２ 子育てしてよかったこと、嬉しかったこと（３つまで複数回答） 

  人数 割合（％） 

子どもを持つ喜びが実感できたこと 298 59.6 

子どもの成長 382 76.4 

子育てを通じ自分も成長できたこと 201 40.2 

配偶者との関係がよくなったこと 10  2.0 

家族間の会話が増えたこと 40  8.0 

家庭が明るくなったこと 121 24.2 

子育てを通じ友人が増えたこと 122 24.4 

自分の親への感謝の念が生まれたこと 201 40.2 

その他 11  2.2 

不明  4  0.8 

合計 500 100.0 

 

子育てしている現在の生活への満足度（総数500）

どちらかといえば
満足している

40.2%

満足している
27.8%

どちらともいえな
い

18.0%

満足していない
6.6%

どちらかといえば
満足していない

6.0%

不明
1.4%
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問 10－３ 「子どもを生み育てること」を今の社会は十分に評価

しているか（単回答） 

  人数 割合（％） 

そう思う 13  2.6 

どちらかといえばそう思う 61 12.2 

どちらともいえない 146 29.2 

どちらかといえばそう思わない 126 25.2 

そう思わない 148 29.6 

不明  6  1.2 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てしてよかったこと、嬉しかったこと（総数500、３つまで複数回答）

59.6

76.4

40.2

2.0

8.0

24.2

24.4

40.2

2.2

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

子どもを持つ喜びが実感できたこと

子どもの成長

子育てを通じ自分も成長できたこと

配偶者との関係がよくなったこと

家族間の会話が増えたこと

家庭が明るくなったこと

子育てを通じ友人が増えたこと

自分の親への感謝の念が生まれたこと

その他

不明

％

子どもを生み育てることを社会は
評価しているか（総数500）

どちらともいえな
い

29.2%

どちらかといえば
そう思わない

25.2%

そう思わない
29.6%

どちらかといえば
そう思う
12.2%

不明
1.2%

そう思う
2.6%
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(11) 子育てにかかる費用 

 

 子育てにかかる費用については、１か月当たり１万円が最も多く、総じて１～５万円の

範囲にとどまる場合が多くなっています。 

 

問 11 子育てにかかる費用 

  人数 割合（％） 

１万円 116 23.2 

２万円 95 19.0 

３万円 69 13.8 

４万円 71 14.2 

５万円 76 15.2 

６万円 18  3.6 

７万円 11  2.2 

８万円  6  1.2 

９万円  0  0.0 

10 万円  8  1.6 

不明 30  6.0 

合計 500 100.0 

 

(12) 理想的な子どもの数・現実的な子どもの数 

 

 欲しいと思う理想的な子どもの数については、３人が過半数を占めて最も多く、２人が

これに次いで比較的多くなっています。 

 また、実際に持つつもりの子どもの数は２人が60％を超えて最も多く、３人がこれに次

ぐかたちとなっています。 

 持つつもりの子どもの数が理想の子どもの数よりも少ない理由としては、子育てにお金

がかかりすぎるという理由が圧倒的に多くを占めており、経済的な問題がなければ、子ど

もの数が２人から３人に拡大する可能性があるといえます。 

 

問 12－１ 理想とする子どもの人数 

  人数 割合（％） 

１人  4  0.8 

２人 166 33.2 

３人 270 54.0 

４人 26  5.2 

５人 22  4.4 

６人  4  0.8 

不明  8  1.6 

合計 500 100.0 

子育てにかかる費用（総数500）

116

95

69

71

76

18

11

6

0

8

30

0 50 100 150

１万円

２万円

３万円

４万円

５万円

６万円

７万円

８万円

９万円

10万円

不明

人

理想とする子どもの人数（総数500）

4

166

270

26

22

4

8

0 100 200 300

 １人

 ２人

 ３人

 ４人

 ５人

 ６人

不明

人



- - 30 - - 
 

 

問 12－１－② 持つつもりの子どもの人数 

  人数 割合（％） 

１人 62 12.4 

２人 305 61.0 

３人 104 20.8 

４人 13  2.6 

５人  3  0.6 

６人  1  0.2 

不明 12  2.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

問 12－２ 持つつもりの子どもの人数が理想とする子どもの人数より少ない理由（複数回答） 

  人数 割合（％） 

子育てや教育にお金がかかりすぎるから 235 47.0 

家が狭いから 71 14.2 

子どもの預け先などがなく、自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから 74 14.8 

子どもがのびのび育つ社会環境ではないから 62 12.4 

自分や夫婦の生活を大切にしたいから 27  5.4 

高年齢で産むのはいやだから 60 12.0 

これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから 73 14.6 

健康上の理由から 43  8.6 

欲しいけれどもできないから 32  6.4 

配偶者の家事・育児への協力が得られないから 44  8.8 

配偶者が望まないから 30  6.0 

定年退職までに、一番末の子が成人してほしいから 18  3.6 

その他 34  6.8 

非該当または不明 213 42.6 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

持つつもりの子どもの人数（総数500）

62

305

104

13

3

1

12

0 100 200 300 400

 １人

 ２人

 ３人

 ４人

 ５人

 ６人

不明

人
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持つつもりの子どもの人数が理想とする子どもの人数より少ない理由
（総数500、複数回答）

235

71

74

62

27

60

73

43

32

44

30

18

34

213

0 50 100 150 200 250

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

家が狭いから

子どもの預け先などがなく、自分の仕事（勤めや家業）
に差し支えるから

子どもがのびのび育つ社会環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

高年齢で産むのはいやだから

これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられない
から

健康上の理由から

欲しいけれどもできないから

配偶者の家事・育児への協力が得られないから

配偶者が望まないから

定年退職までに、一番末の子が成人してほしいから

その他

非該当または不明

人
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問 12－２－② 持つつもりの子どもの人数が理想とする子どもの人数より少ない最大の理由 

（単回答） 

  人数 割合（％） 

子育てや教育にお金がかかりすぎるから 132 26.4 

家が狭いから  3  0.6 

子どもの預け先などがなく、自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから  2  0.4 

子どもがのびのび育つ社会環境ではないから  1  0.2 

自分や夫婦の生活を大切にしたいから  1  0.2 

高年齢で産むのはいやだから 14  2.8 

これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから 11  2.2 

健康上の理由から 12  2.4 

欲しいけれどもできないから 10  2.0 

配偶者の家事・育児への協力が得られないから  5  1.0 

配偶者が望まないから  5  1.0 

定年退職までに、一番末の子が成人してほしいから  2  0.4 

その他 14  2.8 

不明 288 57.6 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持つつもりの子どもの人数が理想とする子どもの人数より少ない最大の理由
（総数500）

132

3

2

1

1

14

11

12

10

5

5

2

14

288

0 50 100 150 200 250 300

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

家が狭いから

子どもの預け先などがなく、自分の仕事（勤めや家
業）に差し支えるから

子どもがのびのび育つ社会環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

高年齢で産むのはいやだから

これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられな
いから

健康上の理由から

欲しいけれどもできないから

配偶者の家事・育児への協力が得られないから

配偶者が望まないから

定年退職までに、一番末の子が成人してほしいから

その他

非該当または不明

人



- - 33 - - 
 

(13) かかりつけ医の有無 

 

 かかりつけ医については、80％以上でいると答えており、子どもの病気や発育等の相談

に重要な役割を果たしているといえます。 

 

 

問 13 かかりつけ医の有無（単回答） 

  人数 割合（％） 

いる 406 81.2 

いない 91 18.2 

不明  3  0.6 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

(14) 休日・夜間の医療機関 

 

 休日・夜間対応の医療機関については、90％程度の人が知っており、高い認知状況となっ

ています。 

 

問 14 休日・夜間に子どもが受診できる医

療機関を知っているか（単回答） 

  人数 割合（％） 

知っている 448 89.6 

知らない 50 10.0 

不明  2  0.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かかりつけ医の有無（総数500）

いる
81.2%

いない
18.2%

不明
0.6%

休日・夜間に子どもが受診できる
医療機関を知っているか（総数500）

知っている
89.6%

知らない
10.0%

不明
0.4%
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(15) 子育ての悩み・虐待 

 

 子育てでどうしたらよいかわからなくなることは時々あるという人が60％近くで最も多

くなっています。よくある人も含めて、３人に２人は子育てに悩む経験をもっているとい

えます。 

 また、子どもの世話をしたくなくなることについては、時々ある人が42％で最も多く、

よくあるという人も含めて50％近くの人に子育て放棄の感情が生じたことがあることがわ

かります。 

 さらに、子どもを虐待していると思うことについては、否定する人が圧倒的に多いもの

の、４人に１人が虐待していると思ったことがあるとしており、体罰や言葉の暴力あるい

は無視というかたちで表出しています。 

 

 

問 15－１ 子育てでどうしたらよいかわから

なくなることがあるか（単回答） 

  人数 割合（％） 

よくある 40  8.0 

時々ある 293 58.6 

ほとんどない 129 25.8 

ない 37  7.4 

不明  1  0.2 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

問 15－２ やる気が起こらず、子どもの世

話をしたくなくなることがあるか（単回答） 

  人数 割合（％） 

よくある 26  5.2 

時々ある 210 42.0 

ほとんどない 156 31.2 

ない 106 21.2 

不明  2  0.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

子育てでどうしたらよいかわからなくなること
（総数500）

ほとんどない
25.8%

時々ある
58.6%

よくある
8.0%

ない
7.4%

不明
0.2%

やる気が起こらず、子どもの世話を
したくなくなったこと（総数500）

時々ある
42.0%

ほとんどない
31.2%

ない
21.2%

不明
0.4%

よくある
5.2%
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子どもを虐待していると思うのはどんな時か（総数134、２つまで複数回答）

53.7

3.0

27.6

50.7

14.2

0.0 20.0 40.0 60.0

子どもを叩いたり、つねったりする

食事を与えない、お風呂に入れないなど世話をしない

何度でもできるまでやらせるなど厳しくしつける

言葉による脅しや子どもからの働きかけの無視

その他

％

問 15－３ 子どもを虐待していると思うこと

があるか（単回答） 

  人数 割合（％） 

よくある 11  2.2 

時々ある 123 24.6 

ほとんどない 133 26.6 

ない 231 46.2 

不明  2  0.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

問 15－４ 子どもを虐待していると思うのはどんな時か（２つまで複数回答） 

  人数 割合（％） 

子どもを叩いたり、つねったりする 72 53.7 

食事を与えない、お風呂に入れないなど世話をしない  4  3.0 

何度でもできるまでやらせるなど厳しくしつける 37 27.6 

言葉による脅しや子どもからの働きかけの無視 68 50.7 

その他 19 14.2 

合計 134 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもを虐待していると思うこと（総数500）

ほとんどない
26.6%

ない
46.2%

時々ある
24.6%

よくある
2.2%

不明
0.4%
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(16）子育てを安心して楽しく行うために 

 

 子育てを安心して楽しく行うために必要なサービスは、子どもを遊ばせる場や機会の提

供が最も多く、親のリフレッシュの場や機会の提供、子育てに関する総合的な情報提供、

子育て中の親同士の仲間づくり、親の不安や悩みの相談などが比較的多くなっています。 

 

問16 子育てを安心して、楽しく行うため必要なサービス（３つまで複数回答） 

  人数 割合（％） 

親の不安や悩みの相談 152 30.4 

子育てに関する総合的な情報提供 172 34.4 

子育て中の親同士の仲間作り 156 31.2 

子育てについての講座 23  4.6 

子どもの発達や幼児教育のプログラムの提供 63 12.6 

子どもを遊ばせる場や機会の提供 258 51.6 

親のリフレッシュの場や機会の提供 194 38.8 

父親の育児参加に関する意識啓発 91 18.2 

子どもの病気や障害についての相談 76 15.2 

特にない 19  3.8 

その他 24  4.8 

不明 15  3.0 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てを安心かつ楽しく行うために必要なサービス（総数500、３つまで複数回答）

30.4

34.4

31.2

4.6

12.6

51.6

38.8

18.2

15.2

3.8

4.8

3.0

0.0 20.0 40.0 60.0

親の不安や悩みの相談

子育てに関する総合的な情報提供

子育て中の親同士の仲間作り

子育てについての講座

子どもの発達や幼児教育のプログラムの提供

子どもを遊ばせる場や機会の提供

親のリフレッシュの場や機会の提供

父親の育児参加に関する意識啓発

子どもの病気や障害についての相談

特にない

その他

不明

％
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幼稚園や保育園に望むこと（総数500、２つまで複数回答）

21.2

85.4

28.4

47.2

9.6

0.6

1.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

人間形成の基礎を培う

社会性の育成（友だちづくり、集団のルール等）

基本的な生活習慣の確立

幼児期に必要な体験

運動能力や体力の向上

その他

不明

％

(17）幼稚園や保育所に望むこと 

 

 幼児教育に関して、幼稚園や保育所に望むことは、子どもの社会性の育成が圧倒的に多

く、幼児期に必要な体験をさせることも比較的多くなっています。 

 満３歳になった時点で、年度途中でも幼稚園に入園できる制度については、利用したい

という声は約32％で、利用しないという声と拮抗しています。 

 幼稚園の預かり保育については、知っている人が77％と多くなっており、正規の開園時

間後の預かり保育を望む声が最も多く、夏休みなど長期休暇中の預かり保育を望む声もと

もに40％以上を超えています。 

 預かり保育の開始時間については、８時、終了時間は18時がそれぞれ最も多くなってお

り、次に示す保育所とほぼ同様の時間帯を望んでいるといえます。 

 

問 17－１ 幼稚園や保育所等に望むこと（２つまで複数回答） 

  人数 割合（％） 

人間形成の基礎を培う 106 21.2 

社会性の育成（友だちづくり、集団のルール等） 427 85.4 

基本的な生活習慣の確立 142 28.4 

幼児期に必要な体験 236 47.2 

運動能力や体力の向上 48  9.6 

その他  3  0.6 

不明  5  1.0 

合計 500 100.0 
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問 17－２ 満３歳で年度途中から幼稚園に入園できる制度について（単回答） 

  人数 割合（％） 

利用したい（利用したかった） 162 32.4 

利用したいとは思わない（可能でも利用しなかったと思う） 186 37.2 

幼稚園を利用する予定はない（これまでも利用してこなかった） 102 20.4 

その他 37  7.4 

不明 13  2.6 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17－３ 幼稚園の預かり保育を知っているか

（単回答） 

  人数 割合（％） 

知っている 385 77.0 

知らなかった 109 21.8 

不明  6  1.2 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

満３歳で年度途中から幼稚園に入園できる制度について
（総数500）

幼稚園を利用す
る予定はない（こ
れまでも利用して

こなかった）
20.4%

その他
7.4%

不明
2.6%

利用したい（利用
したかった）

32.4%

利用したいとは
思わない（可能で
も利用しなかった

と思う）
37.2%

幼稚園の預かり保育の認知度（総数500）

知っている
77.0%

知らなかった
21.8%

不明
1.2%
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問 17－４ 幼稚園の預かり保育について（複数回答） 

  人数 割合（％） 

正規の開園時間前の預かり保育をしてほしい 118 23.6 

正規の開園時間後の預かり保育をしてほしい 239 47.8 

土曜日の預かり保育をしてほしい 151 30.2 

日曜日や祝日の預かり保育をしてほしい 109 21.8 

夏休みなど長期休暇中の預かり保育をしてほしい 220 44.0 

預かり保育を実施することは望ましくない  7  1.4 

その他 58 11.6 

不明 68 13.6 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17－４－② 預かり保育時間前

希望開始時間 

  人数 割合（％） 

６時 4 3.4 

７時 51 43.2 

８時 58 49.2 

９時 2 1.7 

不明 3 2.5 

合計 118 100.0 

 

 

幼稚園の預かり保育について（総数500、複数回答）

23.6

47.8

30.2

21.8

44.0

1.4

11.6

13.6

0.0 20.0 40.0 60.0

正規の開園時間前の預かり保育をしてほしい

正規の開園時間後の預かり保育をしてほしい

土曜日の預かり保育をしてほしい

日曜日や祝日の預かり保育をしてほしい

夏休みなど長期休暇中の預かり保育をしてほしい

預かり保育を実施することは望ましくない

その他

不明

％

預かり保育時間前希望開始時間

（総数118）

4

51

58

2

3

0 20 40 60 80

６時

７時

８時

９時

不明

人
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問 17－４－③ 預かり保育時間後

希望終了時間 

  人数 割合（％） 

15 時 2  0.8 

16 時 19  7.9 

17 時 60 25.1 

18 時 90 37.7 

19 時 38 15.9 

20 時 16  6.7 

21 時 5  2.1 

22 時 0  0.0 

23 時 1  0.4 

24 時 1  0.4 

不明 7  2.9 

合計 239 100.0 

 

 

 

 

(18）保育サービスの利用 

 

 日頃、何らかの子どもの教育や保育サービスを利用している人は、約46％となっていま

す。 

 

問 18 保育サービスの利用について（単回答） 

  人数 割合（％） 

利用している 232 46.4 

利用していない 261 52.2 

不明 7  1.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預かり保育時間後希望終了時間（総数239）

2

19

60

90

38

16

5

0

1

1

7

0 20 40 60 80 100

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

不明

人

保育サービスの利用（総数500）

利用している
46.4%

利用していない
52.2%

不明
1.4%



- - 41 - - 
 

(19) 保育サービスの内容 

 

 サービスの内容としては、幼稚園が約51％で最も多く、認可保育所が約40％となってい

ます。 

 認可保育所については、週５日の利用が最も多く、６日のケースもみられます。１日の

利用時間は８時間を中心に７～９時間程度、開始時間は８～９時、終了時間は16時が最も

多く、18時までの時間帯が比較的多くなっています。 

 家庭的な保育、事業所内保育所、認定保育施設、その他の保育施設などの利用状況は図

表に示すとおりです。 

 幼稚園の利用状況については、週５日（６日利用も若干みられる）、５～６時間程度、

９時から14時の利用が一般的となっています。 

 幼稚園の預かり保育については、週１日、２～３時間程度で、14時から17時までの利用

が一般的で、預かり保育に対するニーズを聞いた前の設問と比較すると、若干の利用時間

拡大が望まれているといえます。 

 各種の保育サービスを利用する理由としては、世話をしている人（主に母親）が就労し

ているから、子どもの教育のため、という理由が双璧となっています。 

 病気やけがで保育所や幼稚園を休んだことについては、４人に３人の割合で経験があり、

母親が仕事を休んで対応したケースが多くなっています。なお、ファミリーサポートセン

ターを利用したケースもみられます。 

 現在、保育サービスを利用していない理由としては、親がみているというものが60％程

度を占めており、子どもがまだ小さいという理由も若干多くみられます。 

 

 

問 19－１ 利用している保育サービス（複数回答） 

  人数 割合（％） 

認可保育所 92 39.7 

家庭的な保育（保育ママ） 1  0.4 

事業所内保育所 4  1.7 

認定保育施設 11  4.7 

その他の保育施設 9  3.9 

幼稚園（通常の就園時間） 118 50.9 

幼稚園の預かり保育 54 23.3 

不明 2  0.9 

合計 232 100.0 
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問 19－１－１－① 認可保育所利用

者の１週当たり利用日数 

  人数 割合（％） 

１日 1  1.1 

２日 1  1.1 

３日 2  2.2 

４日 4  4.3 

５日 66 71.0 

６日 15 16.1 

７日 0  0.0 

不明 4  4.3 

合計 93 100.0 

 

問 19－１－１－② 認可保育所利用

者の１日当たり利用時間 

  人数 割合（％） 

３時間 2  2.2 

４時間 0  0.0 

５時間 0  0.0 

６時間 4  4.3 

７時間 18 19.4 

８時間 26 28.0 

９時間 20 21.5 

10 時間 15 16.1 

11 時間 4  4.3 

不明 4  4.3 

合計 93 100.0 

利用している保育サービス（総数232、複数回答）

39.7

0.4

1.7

4.7

3.9

50.9

23.3

0.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

認可保育所

家庭的な保育（保育ママ）

事業所内保育所

認定保育施設

その他の保育施設

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園の預かり保育

不明

％

認可保育所利用者の１週当たり利用日数
（総数93）

1

1

2

4

66

0

4

15

0 20 40 60 80

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

不明

人

認可保育所利用者の１日当たり利用時間
（総数93）

2

0

0

4

18

26

20

15

4

4

0 5 10 15 20 25 30

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

不明

人
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問 19－１－１－③認可保育所利用

者の利用開始時間 

  人数 割合（％） 

７時 8  8.6 

８時 38 40.9 

９時 40 43.0 

10 時 2  2.2 

不明 5  5.4 

合計 93 100.0 

 

 

問 19－１－１－④ 認可保育所利用

者の利用終了時間 

  人数 割合（％） 

13 時 2  2.2 

14 時 0  0.0 

15 時 0  0.0 

16 時 37 39.8 

17 時 22 23.7 

18 時 25 26.9 

19 時 2  2.2 

不明 5  5.4 

合計 93 100.0 

 

 

問 19－１－２－① 家庭的な保育（保育ママ）

利用者の１週当たり利用日数 

  人数 割合（％） 

１日 1 100.0 

２日 0  0.0 

合計 1 100.0 

 

 

問 19－１－２－③ 家庭的な保育（保育ママ）

利用者の利用開始時間 

  人数 割合（％） 

不明 1  100.0 

合計 1 100.0 

 

 

問 19－１－２－② 家庭的な保育（保育ママ）

利用者の１日当たり利用時間 

  人数 割合（％） 

２時間 1 100.0 

３時間 0  0.0 

合計 1 100.0 

問 19－１－２－④ 家庭的な保育（保育ママ）

利用者の利用終了時間 

  人数 割合（％） 

不明 1  100.0 

合計 1 100.0 

認可保育所利用者の利用開始時間（総数93）

8

38

40

2

5

0 10 20 30 40

 ７時

 ８時

 ９時

10時

不明

人

認可保育所利用者の利用終了時間（総数93）

2

0

0

37

22

25

2

5

0 10 20 30 40

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

不明

人
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問 19－１－３－① 事業所内保育所利用者

の１週当たり利用日数 

  人数 割合（％） 

３日 0  0.0 

４日 1 25.0 

５日 2 50.0 

６日 0  0.0 

不明 1 25.0 

合計 4 100.0 

 

 

 

問 19－１－３－② 事業所内保育所利用者

の１日当たり利用時間 

  人数 割合（％） 

４時間 1 25.0 

５時間 0  0.0 

６時間 0  0.0 

７時間 0  0.0 

８時間 2 50.0 

不明 1 25.0 

合計 4 100.0 

 

 

 

問 19－１－３－③ 事業所内保育所利用者

の利用開始時間 

  人数 割合（％） 

７時 0  0.0 

８時 3 75.0 

９時 0  0.0 

不明 1 25.0 

合計 4 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

事業所内保育所利用者の１日当たり
利用時間（総数4）

1

0

0

0

2

1

0 1 2 3

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

不明

人

事業所内保育所利用者の利用開始時間
（総数4）

0

3

0

1

0 1 2 3

 ７時

 ８時

 ９時

不明

人

事業所内保育所利用者の１週当たり利用

日数（総数4）

0

1

2

0

1

0 1 2 3

 ３日

 ４日

 ５日

 ６日

不明

人
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問 19－１－３－④ 事業所内保育所利用者

の利用終了時間 

  人数 割合（％） 

12 時 0  0.0 

13 時 1 25.0 

14 時 0  0.0 

15 時 0  0.0 

16 時 1 25.0 

17 時 1 25.0 

18 時 0  0.0 

不明 1 25.0 

合計 4 100.0 

 

 

問 19－１－４－① 認定保育施設利用者の１

週当たり利用日数 

  人数 割合（％） 

１日 4 36.4 

２日 0  0.0 

３日 0  0.0 

４日 0  0.0 

５日 4 36.4 

６日 2 18.2 

７日 1  9.1 

合計 11 100.0 

 

 

問 19－１－４－② 認定保育施設利用者の１

日当たり利用時間 

  人数 割合（％） 

２時間 2 18.2 

３時間 1  9.1 

４～６時間 0  0.0 

７時間 2 18.2 

８時間 2 18.2 

９時間 1  9.1 

10 時間 1  9.1 

11 時間 1  9.1 

12 時間 1  9.1 

合計 11 100.0 

事業所内保育所利用者の利用終了時間

（総数4）

0

1

0

0

1

1

0

1

0 1 2

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

不明

人

認定保育施設利用者の１週当たり利用
日数（総数11）
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0
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1
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 １日

 ２日

 ３日

 ４日

 ５日

 ６日

 ７日

人

認定保育施設利用者の１日当たり利用時間
（総数11）
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1
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２時間

３時間

４～６時間

７時間

８時間

９時間
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問 19－１－４－③ 認定保育施設利用者の

利用開始時間 

  人数 割合（％） 

７時 2 18.2 

８時 3 27.3 

９時 3 27.3 

10 時 1  9.1 

11 時 1  9.1 

12～13 時 0  0.0 

14 時 1  9.1 

合計 11 100.0 

 

 

問 19－１－４－④ 認定保育施設利用者の

利用終了時間 

  人数 割合（％） 

12 時 1  9.1 

13 時 1  9.1 

14 時 0  0.0 

15 時 1  9.1 

16 時 2 18.2 

17 時 3 27.3 

18 時 2 18.2 

19 時 0  0.0 

20 時 1  9.1 

21 時 0  0.0 

合計 11 100.0 

 

 

問 19－１－５－① その他の保育施設利用

者の１週当たり利用日数 

  人数 割合（％） 

１日 5 55.6 

２日 1 11.1 

３日 2 22.2 

４日 0  0.0 

５日 1 11.1 

合計 9 100.0 

 

認定保育施設利用者の利用開始時間
（総数11）
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1
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利用日数（総数9）
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人
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問 19－１－５－② その他の保育施設利用

者の１日当たり利用時間 

  人数 割合（％） 

１時間 1 11.1 

２時間 2 22.2 

３時間 1 11.1 

４時間 1 11.1 

５時間 0  0.0 

６時間 1 11.1 

７時間 0  0.0 

８時間 1 11.1 

９時間 0  0.0 

10 時間 1 11.1 

不明 1 11.1 

合計 9 100.0 

 

 

 

問 19－１－５－③ その他の保育施設利用

者の利用開始時間 

  人数 割合（％） 

７時 1 11.1 

８時 1 11.1 

９時 2 22.2 

10 時 0  0.0 

11 時 1 11.1 

12～13 時 0  0.0 

14 時 2 22.2 

不明 2 22.2 

合計 9 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の保育施設利用者の１日当たり利用

時間（総数9）

1

2

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0 1 2

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間
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問 19－１－５－④ その他の保育施設利用

者の利用終了時間 

  人数 割合（％） 

12 時 1 11.1 

13 時 1 11.1 

14 時 1 11.1 

15 時 0  0.0 

16 時 1 11.1 

17 時 2 22.2 

18 時 1 11.1 

不明 2 22.2 

合計 9 100.0 

 
問 19－１－６－① 幼稚園（通常の就園時

間）利用者の１週当たり利用日数 

  人数 割合（％） 

１日 1  0.8 

２日 8  6.7 

３日 0  0.0 

４日 0  0.0 

５日 78 65.5 

６日 27 22.7 

７日 0  0.0 

不明 5  4.2 

合計 119 100.0 

 
問 19－１－６－② 幼稚園（通常の就園時

間）利用者の１日当たり利用時間 

  人数 割合（％） 

１時間 1  0.8 

２時間 4  3.4 

３時間 0  0.0 

４時間 9  7.6 

５時間 62 52.1 

６時間 31 26.1 

７時間 6  5.0 

８時間 0  0.0 

９時間 1  0.8 

10 時間 0  0.0 

不明 5  4.2 

合計 119 100.0 

その他の保育施設利用者の利用終了時間

（総数9）
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14時
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幼稚園（通常の就園時間）利用者の
１週当たり利用日数（総数119）
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 ５日

 ６日
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人

幼稚園（通常の就園時間）利用者の１日当たり

利用時間（総数119）
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４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間
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不明
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問 19－１－６－③ 幼稚園（通常の就園時

間）利用者の利用開始時間 

  人数 割合（％） 

７時 1  0.8 

８時 20 16.8 

９時 82 68.9 

10 時 10  8.4 

11 時 1  0.8 

不明 5  4.2 

合計 119 100.0 

 

 

問 19－１－６－④ 幼稚園（通常の就園時

間）利用者の利用終了時間 

  人数 割合（％） 

12 時 5  4.2 

13 時 1  0.8 

14 時 82 68.9 

15 時 20 16.8 

16 時 4  3.4 

17 時 1  0.8 

18 時 0  0.0 

19 時 1  0.8 

不明 5  4.2 

合計 119 100.0 

 

 

問 19－１－７－① 幼稚園の預かり保育利用

者の１週当たり利用日数 

  人数 割合（％） 

１日 33 61.1 

２日 2  3.7 

３日 0  0.0 

４日 0  0.0 

５日 5  9.3 

６日 0  0.0 

７日 0  0.0 

不明 14 25.9 

合計 54 100.0 

幼稚園（通常の就園時間）利用者の利用
開始時間（総数119）
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幼稚園の預かり保育利用者の１週間当たり利用
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問 19－１－７－② 幼稚園の預かり保育利用

者の１日当たり利用時間 

  人数 割合（％） 

１時間 3  5.6 

２時間 11 20.4 

３時間 26 48.1 

４時間 0  0.0 

５時間 4  7.4 

６時間 0  0.0 

不明 10 18.5 

合計 54 100.0 

 

 

問 19－１－７－③ 幼稚園の預かり保育利用

者の利用開始時間 

  人数 割合（％） 

８時 0  0.0 

９時 1  1.9 

10～11 時 0  0.0 

12 時 2  3.7 

13 時 0  0.0 

14 時 39 72.2 

15 時 4  7.4 

不明 8 14.8 

合計 54 100.0 

 

 

問 19－１－７－④ 幼稚園の預かり保育利用

者の利用終了時間 

  人数 割合（％） 

14 時 1  1.9 

15 時 4  7.4 

16 時 8 14.8 

17 時 33 61.1 

18 時 0  0.0 

不明 8 14.8 

合計 54 100.0 
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利用時間（総数54）

3

11

26

0

4

0

10

0 10 20 30

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

不明

人

幼稚園の預かり保育の利用開始時間
（総数54）

0

1

0

2

0

39

4

8

0 10 20 30 40

 ８時

 ９時

10～11時

12時

13時

14時

15時

不明

人
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問 19－１－② 保育サービスを利用している理由（２つまで複数回答） 

  人数 割合（％） 

お子さんの身の回りの世話をしている方が就労している 109 47.0 

お子さんの身の回りの世話をしている方が就労予定がある、求職中である 3  1.3 

お子さんの身の回りの世話をしている方が家族・親族等を介護しなければ

ならない 
7  3.0 

お子さんの身の回りの世話をしている方が病気や障害をもっている 9  3.9 

お子さんの身の回りの世話をしている方が学生である 1  0.4 

お子さんの教育のため 105 45.3 

お子さんの兄弟姉妹の都合（病気等や学校行事など）のため 19  8.2 

その他 33 14.2 

不明 8  3.4 

合計 232 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育サービス利用の理由（総数232、２つまで複数回答）

47.0

1.3

3.0

3.9

0.4

45.3

8.2

14.2

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

お子さんの身の回りの世話をしている方が就労
している

お子さんの身の回りの世話をしている方が就労
予定がある、求職中である

お子さんの身の回りの世話をしている方が家
族・親族等を介護しなければならない

お子さんの身の回りの世話をしている方が病気
や障害をもっている

お子さんの身の回りの世話をしている方が学生
である

お子さんの教育のため

お子さんの兄弟姉妹の都合（病気等や学校行
事など）のため

その他

不明

％
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問 19－２ この１年間、病気やけがで子

どもが保育所や幼稚園を休んだこと

（単回答） 

  人数 割合（％） 

あった 175 75.4 

なかった 36 15.5 

不明 21  9.1 

合計 232 100.0 

 

 

 

 

 

問 19－２－① 父親が休んだ日数 

  人数 割合（％） 

１日 8  4.6 

２日 5  2.9 

３日 1  0.6 

４日 1  0.6 

５日 2  1.1 

６日 0  0.0 

７日 1  0.6 

８日 0  0.0 

９日 0  0.0 

10 日 3  1.7 

11～14 日 0  0.0 

15 日 1  0.6 

非該当また

は不明 
153 87.4 

合計 175 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病気やけがで保育園や幼稚園を休んだこと（総数232）

あった
75.4%

なかった
15.5%

不明
9.1%

父親が休んだ日数（総数175）
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問 19－２－② 母親が休んだ日数 

  人数 割合（％） 

１日 8  4.6 

２日 9  5.1 

３日 10  5.7 

４日 2  1.1 

５日 8  4.6 

６日 3  1.7 

７日 6  3.4 

８日 2  1.1 

９日 0  0.0 

10 日 12  6.9 

11 日 1  0.6 

12 日 0  0.0 

13 日 2  1.1 

14 日 1  0.6 

15～19 日 4  2.3 

20～24 日 10  5.7 

25～29 日 1  0.6 

30～34 日 3  1.7 

35～39 日 0  0.0 

40～44 日 1  0.6 

非該当また

は不明 
92 52.6 

合計 175 100.0 
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問 19－２－③同居者を含む親族・家

族に預けた日数 

  人数 割合（％） 

１日 5 2.9 

２日 2 1.1 

３日 0 0.0 

４日 3 1.7 

５日 3 1.7 

６日 1 0.6 

７～９日 0 0.0 

10 日 7 4.0 

11～14 日 0 0.0 

15～19 日 1 0.6 

20～24 日 6 3.4 

25～29 日 0 0.0 

30～34 日 1 0.6 

35～39 日 0 0.0 

40～44 日 1 0.6 

45～49 日 0 0.0 

50～54 日 1 0.6 

非該当また

は不明 
144 82.3 

合計 175 100.0 
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問 19－２－④ 就労していない保護

者が見た日数 

  人数 割合（％） 

１日 7 4.0 

２日 5 2.9 

３日 6 3.4 

４日 6 3.4 

５日 8 4.6 

６日 4 2.3 

７日 7 4.0 

８日 2 1.1 

９日 0 0.0 

10 日 5 2.9 

11～19 日 0 0.0 

20～24 日 3 1.7 

25～89 日 0 0.0 

90～99 日 1 0.6 

100～149日 0 0.0 

150～199日 1 0.6 

非該当また

は不明 
120 68.6 

合計 175 100.0 

 

 

 

問 19－２－⑤ 病児・病後児の保育サービス

を利用した日数 

  人数 割合（％） 

１日以上 0 0.0 

非該当または不明 175 100.0 

合計 175 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19－２－⑥ ベビーシッターを頼んだ日数 

  人数 割合（％） 

１日以上 0 0.0 

非該当または不明 175 100.0 

合計 175 100.0 

就労していない保護者が見た日数（総数175）
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問 19－２－⑦ ファミリーサポートセ

ンターに頼んだ日数 

  人数 割合（％） 

１日 0 0.0 

２日 1 0.6 

３日 0 0.0 

４日 0 0.0 

５日 1 0.6 

６～９日 0 0.0 

10 日 1 0.6 

非該当また

は不明 
172 98.3 

合計 175 100.0 

 

 

 

問 19－２－⑧ 仕方なく子どもだけで留守番させ

た日数 

  人数 割合（％） 

１日以上 0 0.0 

非該当または不明 175 100.0 

合計 175 100.0 

 

 

 

問19－２－⑨ その他の方法で対処

した日数 

 人数 割合（％） 

１日 0 0.0 

２日 0 0.0 

３日 1 0.6 

４日 1 0.6 

５～９日 0 0.0 

10 日 2 1.1 

11～29 日 0 0.0 

30～34 日 1 0.6 

非該当また

は不明 
170 97.1 

合計 175 100.0 
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問 19－３ 保育サービスを利用していない理由（単回答） 

  人数 割合（％） 

親がみている 154 59.0 

子の祖父母や親戚がみている 16 6.1 

近所や友人・知人がみている 0 0.0 

保育サービスにあきがない 8 3.1 

経済的理由で利用できない 15 5.7 

場所や時間帯の条件が整わない 5 1.9 

質的に納得できるサービスがない 6 2.3 

子どもがまだ小さいため 39 14.9 

その他 7 2.7 

不明 11 4.2 

合計 261 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育サービスを利用していない理由（総数261）

親がみている
59.0%

保育サービスに
あきがない

3.1%

子の祖父母や親
戚がみている

6.1%

経済的理由で利
用できない

5.7%

場所や時間帯の
条件が整わない

1.9%

質的に納得でき
るサービスがな

い
2.3%

子どもがまだ小
さいため

14.9%

その他
2.7% 不明

4.2%
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(20）ベビーシッター・ファミリーサポートセンターの利用 

 

 ベビーシッターの利用については、わずかに２例の利用がみられ、月に２日、２時間程

度の利用となっており、主な保育サービスとしての利用のほか、祖父母や友人・知人に預

かってもらえない時、冠婚葬祭や買い物等の外出時などの利用となっています。 

 ファミリーサポートセンターの利用については、利用率は７％程度で月に１日、３時間

程度利用している人が多く、祖父母や友人・知人に預かってもらえない時の利用をはじめ、

保育施設で対応できない時間の利用、冠婚葬祭や買い物等の外出時などの利用が比較的多

くなっています。 

 

 

問 20－１ ベビーシッター利用の有無 

（単回答） 

  人数 割合（％） 

いる 2  0.4 

いない 487 97.4 

不明 11  2.2 

合計 500 100.0 

 

 

問 20－１－② ベビーシッター月利用日数 

  人数 割合（％） 

１日 0  0.0 

２日 2 100.0 

３日 0  0.0 

合計 2 100.0 

 

 

 

問 20－１－④ ベビーシッターの利用目的（複数回答） 

  人数 割合（％） 

主たる保育サービスとして利用 1 50.0 

保育施設等で対応できない時間に利用（朝・夕等） 0  0.0 

子どもの病気・けが等緊急時に利用 0  0.0 

祖父母や知人・友人に預かってもらえない時に利用 1 50.0 

冠婚葬祭や買い物等の外出時に利用 1 50.0 

その他 0  0.0 

合計 2 100.0 

問 20－１－③ ベビーシッター１回当たり利

用時間 

  人数 割合（％） 

１時間 0  0.0 

２時間 2 100.0 

３時間 0  0.0 

合計 2 100.0 

ベビーシッター利用の有無（総数500）

いない
97.4%

不明
2.2%

いる
0.4%
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問 20－２ ファミリーサポートセンター利用

の有無（単回答） 

  人数 割合（％） 

いる 34  6.8 

いない 453 90.6 

不明 13  2.6 

合計 500 100.0 

 

 

問 20－２－② ファミリーサポートセンター

月利用日数 

  人数 割合（％） 

１日 8 23.5 

２日 2  5.9 

３日 0  0.0 

４日 0  0.0 

５日 1  2.9 

６日 0  0.0 

７日 0  0.0 

８日 1  2.9 

９～19 日 0  0.0 

20～24 日 1  2.9 

不明 21 61.8 

合計 34 100.0 

 

ベビーシッターの利用目的（総数2、複数回答）

50.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0
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祖父母や知人・友人に預かってもらえない時に利用

冠婚葬祭や買い物等の外出時に利用

その他

％

ファミリーサポートセンター利用の有無（総数500）
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問 20－２－③ ファミリーサポートセンター

１回当たり利用時間 

  人数 割合（％） 

１時間 3  8.8 

２時間 1  2.9 

３時間 4 11.8 

４時間 2  5.9 

５時間 2  5.9 

不明   22 64.7 

合計   34 100.0 

 

 

問 20－３ ファミリーサポートセンターの利用目的（複数回答） 

  人数 割合（％） 

主たる保育サービスとして利用 5 14.7 

保育施設等で対応できない時間に利用（朝・夕等） 11 32.4 

子どもの病気・けが等緊急時に利用 7 20.6 

祖父母や知人・友人に預かってもらえない時に利用 17 50.0 

冠婚葬祭や買い物等の外出時に利用 9 26.5 

その他 5 14.7 

合計 34 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーサポートセンター１回当たり利用時間

（総数34）
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(21）子育て支援センターの利用 

 

 子育て支援センターの利用については、14％程度の利用率となっています。 

 利用状況については、月１回の利用が多くなっています。 

 

問 21 子育て支援センター利用の有無 

（単回答） 

  人数 割合（％） 

利用している 71 14.2 

利用していない 420 84.0 

不明 9  1.8 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

問 21－② 子育て支援センター１週当たり

利用回数 

  人数 割合（％） 

１回 3  4.2 

２回 6  8.5 

３回 3  4.2 

４回 1  1.4 

５回 1  1.4 

不明   57 80.3 

合計   71 100.0 

 

 

問 21－③ 子育て支援センター１月当たり

利用回数 

  人数 割合（％） 

１回   41 57.7 

２回 9 12.7 

３回 2  2.8 

４回 2  2.8 

５回 3  4.2 

６～９回 0  0.0 

10 回 1  1.4 

不明   13 18.3 

合計   71 100.0 

子育て支援センター利用の有無（総数500）

不明
1.8% 利用している

14.2%

利用していな
い

84.0%

子育て支援センター１週当たり利用回数
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(22）一時預かりについて 

 

 保護者の都合で、家族以外に子どもを一時的に預けた経験があるという人は、約42％と

なっています。 

 預けた日数については、年に１～５日程度以内が最も多く、次に10日という人も多くなっ

ています。 

 理由別の預けた日数については、私用（買物・習い事等）・リフレッシュ目的では年に

１～５日以内や10日が多く、冠婚葬祭、保護者・家族の病気では年に１日程度ですが、就

労のためでは20～24日というケースも多くみられます。 

 

 

 

問 22 この１年間に保護者の都合で子ども

を家族以外に預けたこと（単回答） 

  人数 割合（％） 

あった 211 42.2 

なかった 280 56.0 

不明 9  1.8 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間に保護者の都合で子どもを家族以外に預けたこと（総数500）

あった
42.2%

なかった
56.0%

不明
1.8%
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問 22－② 家族以外に子どもを預けた年間

日数 

  人数 割合（％） 

１日 29 13.7 

２日 28 13.3 

３日 26 12.3 

４日 3  1.4 

５日 22 10.4 

６日 7  3.3 

７日 4  1.9 

８日 6  2.8 

９日 1  0.5 

10 日 25 11.8 

11 日 1  0.5 

12 日 2  0.9 

13 日 1  0.5 

14 日 2  0.9 

15～19 日 6  2.8 

20～24 日 13  6.2 

25～29 日 2  0.9 

30～34 日 5  2.4 

35～39 日 3  1.4 

40～44 日 4  1.9 

45～49 日 2  0.9 

50～59 日 3  1.4 

60～69 日 1  0.5 

70～99 日 0  0.0 

100～149 日 2  0.9 

150～199 日 0  0.0 

200～249 日 3  1.4 

不明 10  4.7 

合計 211  100.0 
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問 22－③ 私用（買物・習い事等）・リフレッ

シュ目的の日数 

  人数 割合（％） 

１日   29 13.7 

２日   20  9.5 

３日   18  8.5 

４日 2  0.9 

５日   17  8.1 

６日 6  2.8 

７日 3  1.4 

８日 3  1.4 

９日 0  0.0 

10 日   14  6.6 

11 日 0  0.0 

12 日 2  0.9 

13 日 0  0.0 

14 日 0  0.0 

15～19 日 2  0.9 

20～24 日 8  3.8 

24～29 日 1  0.5 

30～34 日 1  0.5 

35～39 日 0  0.0 

40～44 日 2  0.9 

45～49 日 1  0.5 

50～199 日 0  0.0 

200～249 日 1  0.5 

250～299 日 0  0.0 

非該当または

不明 
  81 38.4 

合計 211 100.0 
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問 22－④ 冠婚葬祭、保護者・家族の

病気の日数 

  人数 割合（％） 

１日 37 17.5 

２日 16  7.6 

３日 13  6.2 

４日 4  1.9 

５日 8  3.8 

６日 1  0.5 

７日 0  0.0 

８日 1  0.5 

９日 0  0.0 

10 日 11  5.2 

11 日 0  0.0 

12 日 2  0.9 

13 日 0  0.0 

14 日 1  0.5 

15～19 日 0  0.0 

20～24 日 6  2.8 

25～29 日 1  0.5 

30～34 日 0  0.0 

35～39 日 0  0.0 

40～44 日 0  0.0 

45～49 日 1  0.5 

非該当または

不明 
109 51.7 

合計 211 100.0 
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問 22－⑤ 就労による日数 

  人数 割合（％） 

１日 6  2.8 

２日 6  2.8 

３日 5  2.4 

４日 0  0.0 

５日 5  2.4 

６日 1  0.5 

７日 0  0.0 

８日 2  0.9 

９日 0  0.0 

10 日 3  1.4 

11～14 日 0  0.0 

15～19 日 2  0.9 

20～24 日 7  3.3 

25～29 日 2  0.9 

30～34 日 1  0.5 

35～39 日 1  0.5 

40～44 日 1  0.5 

45～49 日 1  0.5 

50～59 日 0  0.0 

60～69 日 1  0.5 

70～99 日 0  0.0 

100～149 日 2  0.9 

150～199 日 0  0.0 

200～249 日 2  0.9 

250～299 日 0  0.0 

非該当また

は不明 
163 77.3 

合計 211 100.0 
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(23) 泊まりがけの一時預かりについて 

 

 この一年間に保護者の用事などで泊まりがけで子どもを預けた経験は、14％の人が経験

ありと答えています。 

 対処方法では、家族がみたり、親族・知人に預けたケースが64例で90％以上を占め、子

どもを同行させたケースが７例、その他４例で、子どもだけで留守番させた例や認可外施

設やベビーシッター等の保育サービスを利用した例はありません。 

 家族がみたり、親族・知人に預けた日数は１日のほか、２日や５日が多くなっており、

困難度については、特に困難ではないという人が過半数を占め、どちらかというと困難な

人が約28％となっています。 

 

問 23 この１年間に保護者の用事などで子

どもを保護者以外に泊まりがけで預けた

こと（単回答） 

  人数 割合（％） 

あった   70 14.0 

なかった 424 84.8 

不明 6  1.2 

合計 500 100.0 

 

問 23－② 家族がみたり、親族・知人に預

けた日数 

  人数 割合（％） 

１日   13 18.6 

２日   12 17.1 

３日 5  7.1 

４日 1  1.4 

５日   12 17.1 

６日 2  2.9 

７日 3  4.3 

８日 2  2.9 

９日 0  0.0 

10 日 8 11.4 

11～14 日 0  0.0 

15～19 日 1  1.4 

20～24 日 2  2.9 

25～29 日 0  0.0 

30～34 日 2  2.9 

35～59 日 0  0.0 

60～64 日 1  1.4 

不明 6  8.6 

合計   70 100.0 

保護者以外に泊まりがけで預けたこと（総数500）
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問 23－②－② 家族・親族・知人に預けた場合

の困難度（単回答） 

  人数 割合（％） 

非常に困難 3  4.7 

どちらかというと困難   18 28.1 

特に困難ではない   33 51.6 

不明   10 15.6 

合計   64 100.0 

 

 

 

問 23－③ 子どもを同行させた日数 

  人数 割合（％） 

１日 1  1.4 

２日 3  4.3 

３～９日 0  0.0 

10 日 1  1.4 

11 日 0  0.0 

12 日 0  0.0 

13 日 0  0.0 

14 日 1  1.4 

15～119 日 0  0.0 

120～129 日 1  1.4 

非該当または不明   63 90.0 

合計   70 100.0 

 

 

 

問 23－④ 子どもだけで留守番させた日数 

  人数 割合（％） 

１日以上 0  0.0 

非該当または不明   70 100.0 

合計   70 100.0 

 

 

 

 

問 23－⑤ 保育サービス（認可外施設やベ

ビーシッター等）を利用した日数 

  人数 割合（％） 

１日以上 0  0.0 

非該当または不明   70 100.0 

合計   70 100.0 

家族・親族・知人に預けた場合の困難度（総数64）

どちらかという
と困難
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非常に困難
4.7%

不明
15.6%

特に困難では
ない
51.6%

子どもを同行させた日数（総数70）
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問 23－⑥ その他の方法で対処した日数 

  人数 割合（％） 

１日 1  1.4 

２日 0  0.0 

３日 1  1.4 

４日 0  0.0 

５日 1  1.4 

６～９日 0  0.0 

10 日 1  1.4 

非該当または不明   66 94.3 

合計   70 100.0 

 

 

 

 

 

 

(24）今後利用したい、利用を増やしたい保育サービス 

 

 今後、新たに利用したい、あるいは利用を増やしたい保育サービスの有無については、

あるという人が約32％となっています。 

 認可保育所については、46人が希望しており、週５日、１日７～10時間で開始時間が８

時～９時、終了時間が16時～18時の利用希望が多くなっています。なお、保育所の利用理

由としては、保護者の就労予定や希望がある、現在就労しているなどが多くなっています。 

 家庭的な保育については、２人が希望しており、週４～５日、１日３時間ないし６時間、

10時～16時、15時～18時の利用を希望しています。なお、利用理由としては、就労予定・

希望、子どもの教育のためとしています。 

 事業所内保育については、８人が希望しており、週５日程度、１日４時間あるいは７～

11時間、開始時間９時～終了時間18時の利用を希望する人が多く、就労予定・希望がある

ことを理由としています。 

 認定保育施設については、９人が希望しており、週１日あるいは５日、１日当たり６時

間、開始時間９時～終了時間14時～15時の利用を希望する人が多く、やはり就労予定・希

望があることを理由としています。 

 認定子ども園については、３人が希望しており、週３日程度、１日当たり４時間、10時

～14時の利用を希望する人が多く、子どもの教育のためとする人が多くなっています。な

お、４時間以上の利用を望む人も６人おり、週５日程度、１日当たり５時間、９時～10時

の開始で15時～16時あるいは18時の終了を望んでいます。理由としては就労予定・希望と

する人が多くなっています。 

 幼稚園については、27人が希望しており、週５日、１日当たり５～６時間、９時～14時

の利用を望む人が多く、子どもの教育のためとしています。 

その他の方法で対処した日数（総数70）
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 幼稚園の預かり保育については、21人が希望しており、週３日、１日当たり３～４時間、

開始14時で終了17時～18時の利用を希望する人が多く、就労予定・希望を主な理由として

います。 

 延長保育については、11人が希望しており、週１日、１日当たり４時間、開始14時、終

了17時～18時の利用を希望する人が多く、同じく就労予定・希望を主な理由としています。 

 ベビーシッターについては、４人が希望しており、週１日あるいは５日、１日当たり４

時間の利用を希望している人が多く、開始時間や終了時間はまちまちとなっています。理

由はその他が多くなっています。 

 土曜日の保育については、７人が希望しており、１日当たり６時間、８時～10時から14

時までの利用を希望する人が多く、就労予定・希望や兄弟姉妹の行事等の都合にあわせる

ためとする理由が多くなっています。 

 休日の保育については、９人が希望しており、１日当たり８時間、９時～17時の時間帯

を希望する人が多く、現在就労していることなどを理由としています。 

 ファミリーサポートセンターについては、７人が希望しており、週１日で利用時間は、

１～２時間、４時間などまちまちで、午後から夕方にかけての利用希望が多く、現在や今

後の就労、その他を主な理由としています。 

 一時預かりについては、８人が希望しており、週１日、６時間の希望が多く、開始時間・

終了時間はまちまちとなっています。利用の理由は、その他が多くなっています。 

 宿泊を伴う一時預かり（ショートステイ）については、２人が希望しており、就労予定・

希望を理由としています。 

 病児・病後児保育については、３人が希望しており、１日当たり８～９時間、９時～17

時の預かりを希望する人が多く、現在就労していることが主な理由となっています。 

 子育て支援センターについては、13人が希望しており、週１～２日、10時～12時の午前

中利用の希望が多くなっています。理由は子どもの教育のためとする人が多くなっていま

す。 

＊表とグラフは、認可保育所と幼稚園（通常の就園時間）、幼稚園の預かり保育を掲載し、

その他のサービスは希望人数が少ないため割愛しました。 

 

 

 

問 24 今後利用したい、あるいは利用を増

やしたい保育サービスの有無（単回答） 

  人数 割合（％） 

ある 159 31.8 

ない 334 66.8 

不明 7  1.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

今後利用したい保育サービス（総数500）

不明
1.4%

ない
66.8%
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31.8%
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問 24－１－① サービス別利用希望者（複数回答） 

  利用を希望すると答えた人 

認可保育所 46 

家庭的な保育（保育ママ） 2 

事業所内保育施設 8 

認定保育施設 9 

認定こども園（４時間程度） 3 

認定こども園（４時間以上） 6 

その他の保育施設 0 

幼稚園（通常の就園時間） 27 

幼稚園の預かり保育 21 

延長保育 11 

ベビーシッター 4 

土曜の保育 7 

休日の保育 9 

ファミリーサポートセンター 7 

一時預かり 8 

宿泊を伴う一時預かり（ショートステイ） 2 

病児・病後児保育 8 

子育て支援センター 13 

その他 3 

 

 

 

問 24－１－② 認可保育所の１週当た

り利用希望日数 

  人数 割合（％） 

１日 1  0.6 

２日 0  0.0 

３日 4  2.5 

４日 5  3.1 

５日   26 16.4 

６日   10  6.3 

７日 0  0.0 

非該当また

は不明 
113 71.1 

合計 159 100.0 

 

 

 

認可保育所の１週当たり利用希望日数
（総数159）

0

4

5

26

10

0

113

1
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２日
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問 24－１－③ 認可保育所の１日当たり利用

希望時間 

  人数 割合（％） 

２時間 0  0.0 

３時間 1  0.6 

４時間 1  0.6 

５時間 2  1.3 

６時間 5  3.1 

７時間 9  5.7 

８時間 6  3.8 

９時間 6  3.8 

10 時間 10  6.3 

11 時間 3  1.9 

12 時間 3  1.9 

13 時間 1  0.6 

14 時間 0  0.0 

非該当または不明 112 70.4 

合計 159 100.0 

 

問 24－１－④ 認可保育所の利用希望開始

時間 

  人数 割合（％） 

７時 7 4.4 

８時  18 11.3 

９時  17 10.7 

10 時 4 2.5 

非該当または不明 113 71.1 

合計 159 100.0 

 
問 24－１－⑤ 認可保育所の利用希望終了

時間 

  人数 割合（％） 

14 時 1 0.6 

15 時 2 1.3 

16 時  12 7.5 

17 時  11 6.9 

18 時  13 8.2 

19 時 4 2.5 

20 時 3 1.9 

非該当または不明 113 71.1 

合計 159 100.0 

認可保育所の利用希望開始時間（総数159）
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人



- - 73 - - 
 

認可保育所の利用希望理由（総数46）

現在就労している
が、もっと日数や時

間を増やしたい
10.9%

現在、就労している
21.7%

就労予定・就労希
望がある

56.6%

その他
6.5%

病気や障害を持っ
ている
4.3%

 

問 24－１－⑥ 認可保育所の利用希望理由 

  人数 割合（％） 

現在、就労している  10 21.7 

現在就労しているが、もっと日数や時間を増やしたい 5 10.9 

就労予定・就労希望がある  26 56.5 

家族・親族の介護をしなければならない 0 0.0 

病気や障害を持っている 2 4.3 

学生である・就学したい 0 0.0 

お子さんの教育のため 0 0.0 

お子さんの兄弟姉妹の都合（病気や学校行事等）のため 0 0.0 

その他 3 6.5 

合計  46 100.0 
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問 24－８－① 幼稚園（通常の就園時間）の

１週当たり利用希望日数 

  人数  割合（％） 

４日 0  0.0 

５日 25 15.7 

６日 2  1.3 

７日 0  0.0 

非該当または不明 132 83.0 

合計 159 100.0 

 

 

 

問 24－８－② 幼稚園（通常の就園時間）の

１日当たり利用希望時間 

  人数  割合（％） 

２時間 0  0.0 

３時間 0  0.0 

４時間 2  1.3 

５時間 10  6.3 

６時間 9  5.7 

７時間 1  0.6 

８時間 1  0.6 

９時間 1  0.6 

非該当または不明 135 84.9 

合計 159 100.0 

 

 

 

問 24－８－③ 幼稚園（通常の就園時間）の

利用希望開始時間 

  人数  割合（％） 

７時 1  0.6 

８時 7  4.4 

９時 13  8.2 

10 時 3  1.9 

非該当または不明 135 84.9 

合計 159 100.0 

 

 

幼稚園（通常の就園時間）の１日当たり利用希望
時間（総数159）

0
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問 24－８－④ 幼稚園（通常の就園時間）の

利用希望終了時間 

  人数  割合（％） 

13 時 0  0.0 

14 時 15  9.4 

15 時 6  3.8 

16 時 0  0.0 

17 時 2  1.3 

18 時 0  0.0 

19 時 1  0.6 

非該当または不明 135 84.9 

合計 159 100.0 

 

 

問 24－８－⑤ 幼稚園（通常の就園時間）の利用希望理由 

  人数  割合（％） 

現在、就労している 1  4.2 

現在就労しているが、もっと日数や時間を増やしたい 0  0.0 

就労予定・就労希望がある 4 16.7 

家族・親族の介護をしなければならない 0  0.0 

病気や障害を持っている 0  0.0 

学生である・就学したい 0  0.0 

お子さんの教育のため 18 75.0 

お子さんの兄弟姉妹の都合（病気や学校行事等）のため 0  0.0 

その他 1  4.2 

合計 24 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 24－９－① 幼稚園の預かり保育の１週当

たり利用希望日数 

幼稚園（通常の就園時間）の利用希望終了時間
（総数159）

0

15
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15時

16時

17時

18時

19時

非該当または
不明

人

幼稚園（通常の就園時間）の利用希望理由（総数24）

その他
4.2%

お子さんの教
育のため

75.0%

就労予定・就
労希望がある

16.7%

現在、就労し
ている
4.2%

幼稚園の預かり保育の１週当たり利用希望日数
（総数159）
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  人数  割合（％） 

１日 4  2.5 

２日 4  2.5 

３日 5  3.1 

４日 2  1.3 

５日 5  3.1 

６日 1  0.6 

７日 0  0.0 

非該当または不明 138 86.8 

合計 159 100.0 

 

問 24－９－② 幼稚園の預かり保育の１日当

たり利用希望時間 

  人数  割合（％） 

２時間 1  0.6 

３時間 8  5.0 

４時間 6  3.8 

５時間 1  0.6 

６時間 1  0.6 

７時間 1  0.6 

８時間 1  0.6 

非該当または不明 140 88.1 

合計 159 100.0 

 

問 24－９－③ 幼稚園の預かり保育の利用

希望開始時間 

  人数  割合（％） 

８時 1  0.6 

９時 1  0.6 

10 時 2  1.3 

11 時 0  0.0 

12 時 0  0.0 

13 時 0  0.0 

14 時 16 10.1 

15 時 1  0.6 

非該当または不明 138 86.8 

合計 159 100.0 

 

問 24－９－④ 幼稚園の預かり保育の利用

希望終了時間 

幼稚園の預かり保育の１日当たり利用希望時間
（総数159）
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  人数  割合（％） 

16 時 3  1.9 

17 時 8  5.0 

18 時 8  5.0 

19 時 1  0.6 

20 時 1  0.6 

非該当または不明 138 86.8 

合計 159 100.0 

 

 

問 24－９－⑤ 幼稚園の預かり保育の利用希望理由 

  人数  割合（％） 

現在、就労している 3 14.3 

現在就労しているが、もっと日数や時間を増やしたい 2  9.5 

就労予定・就労希望がある 9 42.9 

家族・親族の介護をしなければならない 0  0.0 

病気や障害を持っている 0  0.0 

学生である・就学したい 0  0.0 

お子さんの教育のため 2  9.5 

お子さんの兄弟姉妹の都合（病気や学校行事等）のため 3 14.3 

その他 2  9.5 

合計 21 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園の預かり保育の利用希望理由（総数21）

就労予定・就
労希望がある

42.9%

現在、就労し
ている
14.3%

現在就労して
いるが、もっと
日数や時間を

増やしたい
9.5%

お子さんの教
育のため

9.5%

その他
9.5%

お子さんの兄
弟姉妹の都合
（病気や学校
行事等）のた

め
14.3%
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(25)子育てで困ること、困ったこと 

 

 子育てをしていて困ったことについては、子どもが犯罪にあうことを心配することが最

も多く、過半数となっています。また、子どもが安全に通れる道路がないことも50％近く

となっており、安心して遊ばせられる場所がないという声も含めて、「子どもの安全確保」

が最大の心配事であることがわかります。 

 こうした傾向は、０～２歳児よりも３～５歳児の場合により顕著であり、子どもが外で

活動しはじめるにつれて、安全性に対する不安が大きくなることがわかります。 

 

問 25 子育てを行っていて、特に困ること、困ったこと（３つまで複数回答） 

上段:人数 
合計 ３～５歳児 ０～２歳児 不明 

下段:％ 

子どもが安全に通れる道路がないこと 
229 139 89  1 

45.8 55.4 35.9  100.0 

交通機関や建物、道路について構造や放

置自転車が多いことなど、ベビーカーでの

移動に不自由なこと 

118 38 80 - 

23.6 15.1 32.3 - 

安心して子どもを遊ばせられる場所がない

こと 

179 100 79 - 

35.8 39.8 31.9 - 

いざというときに子どもを預かってくれる人

がいないこと 

76 35 41 - 

15.2 13.9 16.5 - 

子育ての経験者や先輩ママと知り合えない

こと 

16  7  9 - 

 3.2  2.8  3.6 - 

親自身が友達を作れる場や機会がないこ

と 

53 19 34 - 

10.6  7.6 13.7 - 

周囲の人が子ども連れを温かい目で見てく

れないこと 

24 13 11 - 

 4.8  5.2  4.4 - 

公共施設や公共機関に子ども連れに対し

ての理解があまり無いこと 

64 28 35  1 

12.8 11.2 14.1  100.0 

暗い通りや見通しのきかないところが多く、

子どもが犯罪の被害にあわないか心配な

こと 

258 147 110  1 

51.6 58.6 44.4  100.0 

その他 
62 31 31 - 

12.4 12.4 12.5 - 

特にない 
26 12 14 - 

 5.2  4.8  5.6 - 

不明 
 7  2  5 - 

 1.4  0.8  2.0 - 

回答者数 
500 251 248 1 

100 100 100 100 
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(26）父親の子育て参加について 

 

 子育てにおける父親不在について、社会的には問題だが、わが家にはあてはまらないと

する人が55％となっていますが、社会的にも問題だし、わが家でも問題であるとする人も

約36％と少なくない状況です。 

 父親が子育てに関わりづらい理由としては、仕事を優先せざるをえないという声が４人

に３人の割合であり、職場の理解を得にくいことも含めて、父親の仕事と子育てのバラン

スが大きな課題であることがわかります。このほか、父親として何をすべきかよくわから

ないという声も少なくなく、父親の子育て学習が必要であるといえます。 

 

 

問 26－１ 子育てにおける父親不在について（単回答） 

  人数 割合（％） 

社会的にも問題だし、わが家でも問題である 179 35.8 

社会的には問題だが、わが家にはあてはまらないと思う 275 55.0 

子育ては母親が中心となって行えばよいので、あまり大きな問題ではないと思う 20  4.0 

その他 18  3.6 

不明 8  1.6 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てにおける父親不在について（総数500）

社会的にも問
題だし、わが
家でも問題で

ある
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まらないと思う

55.0%

不明
1.6%

その他
3.6%

子育ては母親
が中心となっ
て行えばよい
ので、あまり大
きな問題では

ないと思う
4.0%
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問 26－２ 父親が子育てにかかわりづらい理由（２つまで複数回答） 

  人数 割合（％） 

残業などが多く、仕事を優先せざるをえないこと 377 75.4 

通勤時間が長いこと 74 14.8 

子どもや家庭のことで休みをとることに職場の理解を得にくいこと 173 34.6 

父親として具体的に何をすべきかよくわからないこと 116 23.2 

男性が育児にかかわることを恥ずかしいと思う意識が男性にあること 20  4.0 

男性が育児にかかわることを特別視する風潮が世間にあること 39  7.8 

その他 39  7.8 

不明 12  2.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親が子育てにかかわりづらい理由（総数500、２つまで複数回答）

75.4

14.8

34.6

23.2

4.0

7.8

7.8

2.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

残業などが多く、仕事を優先せざるをえないこと

通勤時間が長いこと

子どもや家庭のことで休みをとることに職場の理解を
得にくいこと

父親として具体的に何をすべきかよくわからないこと

男性が育児にかかわることを恥ずかしいと思う意識が
男性にあること

男性が育児にかかわることを特別視する風潮が世間
にあること

その他

不明

％
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(27）子育てをしていて関心があること 

 

 子どものしつけのこと約45％、子どもの発達、健康や病気のこと約43％への関心が特に

高いといえます。 

 子どもの発達、健康や食事や栄養への関心は０～２歳児でより強く、３～５歳児では子

どもの安全や教育に関心が強くなる傾向があります。 

 

問 27 子育てをしていて、いま関心があること（２つまで複数回答） 

上段:人数 
合計 ３～５歳児 ０～２歳児 不明 

下段:％ 

子どもの発達、健康や病気のこと 
217 96 121 - 

43.4 38.2 48.8 - 

子どもの食事や栄養のこと 
90 25 64  1 

18.0 10.0 25.8  100.0 

子どもの教育のこと 
143 84 58  1 

28.6 33.5 23.4  100.0 

子どものしつけのこと 
223 107 116 - 

44.6 42.6 46.8 - 

子育てと仕事の両立のこと 
117 64 53 - 

23.4 25.5 21.4 - 

子どもの安全のこと 
154 97 57 - 

30.8 38.6 23.0 - 

その他 
 9  6  3 - 

 1.8  2.4  1.2 - 

不明 
 2  1  1 - 

 0.4  0.4  0.4 - 

回答者数 
500 251 248  1 

 100.0  100.0  100.0  100.0 
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(28) 行政の子育て支援への要望 

 

 行政に望む子育て支援策については、児童手当などの経済支援の充実が最も多く、医療

費助成制度の充実、妊娠・出産に関する費用の軽減なども含め、経済的な支援が第一であ

ることがわかります。 

 

 

問 28 子育て支援として行政に望むこと（３つまで複数回答） 

  人数 割合（％） 

妊娠・出産に関する費用の軽減 187 37.4 

児童手当などの経済支援の充実 301 60.2 

医療費助成制度の充実 226 45.2 

障害のある子どもへの支援の充実 19  3.8 

ひとり親家庭の子どもへの支援の充実 17  3.4 

保育園の整備・充実 82 16.4 

児童クラブの整備・充実 50 10.0 

子育てに関する相談窓口の充実 19  3.8 

小学校教育の充実 52 10.4 

子育てサークル等への支援 6  1.2 

子どもの遊び場の整備・充実 118 23.6 

児童虐待の防止 4  0.8 

防犯・治安を高めること 126 25.2 

医療体制の充実 108 21.6 

道路交通の充実 79 15.8 

その他 15  3.0 

不明 4  0.8 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- - 83 - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援として行政に望むこと（総数500、３つまで複数回答）

37.4

60.2

45.2

3.8

3.4

16.4

10.0

3.8

10.4

1.2

23.6

0.8

25.2

21.6

15.8

3.0

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

妊娠・出産に関する費用の軽減

児童手当などの経済支援の充実

医療費助成制度の充実

障害のある子どもへの支援の充実

ひとり親家庭の子どもへの支援の充実

保育園の整備・充実

児童クラブの整備・充実

子育てに関する相談窓口の充実

小学校教育の充実

子育てサークル等への支援

子どもの遊び場の整備・充実

児童虐待の防止

防犯・治安を高めること

医療体制の充実

道路交通の充実

その他

不明

％
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(29）子育てに関する情報の入手先 

 

 子育て関連情報の入手先は、友人・知人が圧倒的であり口コミが重要な役割を果たして

います。このほか、家族、広報、保育所・幼稚園・小学校などが主な情報源となっていま

す。 

 

問 29 子育て情報の入手先（複数回答） 

  人数 割合（％） 

家族 243 48.6 

友人・知人 395 79.0 

近所の人 100 20.0 

職場の同僚 68 13.6 

新聞 89 17.8 

雑誌 115 23.0 

広報さむかわ 209 41.8 

インターネット・町のホームページ 115 23.0 

保育所・幼稚園・小学校 203 40.6 

その他 19  3.8 

不明 5  1.0 

合計 500 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て情報の入手先（総数500、複数回答）

48.6

79.0

20.0

13.6

17.8

23.0

41.8

23.0

40.6

3.8

1.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

家族

友人・知人

近所の人

職場の同僚

新聞

雑誌

広報さむかわ

インターネット・町のホームページ

保育所・幼稚園・小学校

その他

不明

％
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(30）子育てしやすい町か 

 

 寒川町が子育てしやすい町かどうかについては、肯定的な声が約63％となり、評価は高

いといえます。 

 子どもの年齢にみると、０～２歳児の（保護者の）評価が若干高くなっています。 

 なお、理由については以下に整理します。 

 

問 30 寒川町は子育てしやすい町か（単回答） 

  人数 割合（％） 

はい 317 63.4 

いいえ 161 32.2 

不明 22  4.4 

合計 500 100.0 

 

 

 

問30 寒川町は子育てしやすい町か否かの理由 

（１）肯定的な理由 

①学校、幼稚園、保育施設、保育・子育て支援サービスについて 45 
○保育サービスが利用でき、満足している 5 
○子育て支援センターが整っているなど子育て支援サービス等が充実してい
る 

32 

○子育てに理解がある、子育て支援に前向きな印象 1 
○障害児支援が充実している 1 
○子どもが喜んでいる 3 
○子どもの習い事が安い 1 
○総じて子育てしやすい 2 

②相談・情報提供について 20 
○役場の対応がよい、相談しやすい、親身になってくれるなど 15 
○情報がわかりやすい 5 

③保健・医療について 20 
○医療費の助成制度がありがたい 8 
○保健・医療サービスが整っている、利用しやすい 12 

④経済的な問題について 6 
○児童手当など経済的支援制度が整っている 6 

⑤社会基盤、生活環境について 134 
○中央公園が整備されている 16 
○公園・遊び場が整備されている 30 
○図書館などが整っている 9 
○交通の利便性 4 
○商業施設等の利便性 4 
○役場、学校など公共施設等の利便性 16 
○自然が残されている、緑が多い、のどか、のんびりしている、田舎、都会じゃ
ない、空気がよい、静かな環境など 

34 

寒川町は子育てしやすい町か（総数500）

はい
63.4%

いいえ
32.2%

不明
4.4%
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○交通量が少なく安全 4 
○穏やか、平和など 2 
○治安がよい、防犯性が高い 7 
○子どもの行動が把握しやすい 1 
○まちがコンパクト、まとまりがある雰囲気 6 
○道が広い 1 

⑥地域との関係について 52 
○住みやすい、住み慣れている、自分が育ったところ 3 
○地域の人々、近所の人々が親切、協力的、理解がある、仲がよい、安心など 26 
○まわりに子どもが多い 9 
○実家がある、親戚がいる 5 
○友人・知人がいる、増えた、つくりやすい 6 
○町をあげたイベントがある 3 

⑦その他 33 
○他を知らない 7 
○なんとなく、特に理由はない、よくわからない 3 
○悪いとまではいえない、特に困ったことがない 13 
○他市町村よりはいい 5 
○食材、物価が安い、野菜が新鮮 3 
○サークル活動が盛ん、利用しやすい 2 

■計 310 

 

（２）否定的な理由・どちらともいえない等 

①学校、幼稚園、保育施設、保育・子育て支援サービスについて 43 
○保育サービスが不十分、保育園の不足、待機、料金が高いなど 24 
○放課後児童クラブを学校内で、料金が高い、土曜日の利用、時間の延長など 4 
○子育て支援センターが利用しにくい、不足している 3 
○障害児への配慮足りない 3 
○ひとり親世帯への支援が不足 1 
○サービス利用の手続きが面倒 1 
○子育て全般が充実していない 1 
○子育てにやさしい企画が少ない 2 
○学校教育の質、レベルが低い 3 
○県立幼稚園がほしい 1 

②相談・情報提供について 3 
○役場職員の応対、土日の対応に不満 1 
○情報が入らない、相談サービスがわからない 2 

③保健・医療について 43 
○出産費も含め医療費の助成が少ない 18 
○医療機関が少ない、夜間・救急医療が不安 24 
○健康管理センターが不足している 1 

④経済的な問題について 14 
○税金が高い、手当てが少ない、中学校の給食未実施など経済的な負担が大き
い 

14 

⑤社会基盤、生活環境について 104 
○防犯面での安全性に不安、不審者がいる 8 
○遊び場や公園、公共施設が遠い、少ない 36 
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○交通の利便性が低い、コミニティバスを充実してほしい 14 
○商業の利便性が低い 9 
○歩道の整備など交通安全対策が不十分 30 
○バリアフリー、学校の耐震化が遅れている 5 
○レストラン等におむつ換え台がない 1 
○危ないものが道に落ちている 1 

⑥地域との関係について 15 
○親同士の交流が少ない 4 
○大人の子どもへの配慮が足りない 1 
○地域の付き合いが煩わしい、閉鎖的 2 
○子ども会など地域活動が少ない 1 
○近所に子どもが少ない 3 
○親子で参加できるイベントが少ない 4 

⑦その他 19 
○高齢者にやさしいが子どもへの配慮足りない 2 
○他市町村に比べてよくない 4 
○特に理由はない 2 
○よくわからない 4 
○どちらともいえない 7 

■計 241 

 

 

 

 

(31) 定住意向 

 

 寒川町への定住意向については、住み続けたいとする人が約84％と多くなっており、子

育てのしやすさへの評価とともに、住みよい町としての高い評価を得たものといえます。

しかしながら、住み続けたくない人も16％と無視できない数値であり､「住み続けたくない

人ゼロ」に向けた総合的なまちづくりへの取り組みが必要であるといえます。 

 子どもの年齢別にみると、子育てのしやすさの評価とは異なり、３～５歳児の（保護者

の）定住意向がより高くなっています。 

 なお、理由については以下に整理します。 

 

 

問 31 これからも子育てしながら寒川町

に住み続けたいか（単回答） 

  人数 割合（％） 

はい 418 83.6 

いいえ 78 15.6 

不明 4  0.8 

合計 500 100.0 

 

これからも子育てしながら寒川町に住み続けたいか
（総数500）

はい
83.6%

いいえ
15.6%

不明
0.8%
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問31 これからも寒川町に住み続けたいか否かの理由 

（１）肯定的な理由 

①学校、幼稚園、保育施設、保育・子育て支援サービスについて 2 
○行政を信頼している、子育てに配慮してくれている 2 

②相談・情報提供について 0 
③保健・医療について 8 

○かかりつけ医がいる 2 
○医療費制度が整っている 4 
○医療施設が整っている 2 

④経済的な問題について 1 
○税金が安い 1 

⑤社会基盤、生活環境について 145 
○田舎、自然や緑が豊か、静かな環境など 29 
○持ち家があるから（予定も含めて） 68 
○公共施設が整い、便利 13 
○都心や他市に出かけやすい 7 
○治安が良い 5 
○総合的に子どもにはいい環境 11 
○公園・遊び場が整っている 7 
○コンパクトで便利なまち 1 
○買い物か便利 4 

⑥地域との関係について 126 
○生まれた町、育った町、実家、親戚がいる、地元だから 51 
○住み慣れている、住みやすい 27 
○勤務先がある 11 
○親の友人・知人がいる 18 
○子どもの友達がいる 13 
○地域、近所との人間関係が良好、安心 5 
○町ぐるみのイベントがある 1 

⑦その他 65 
○住むしかない、とにかく住まなければならない 4 
○特に不満がない 6 
○他市町村よりいい 3 
○好きだから 9 
○なんとなく、特に理由はない 7 
○これからいい町になるのを見届けたい、これから発展する 14 
○物価が安い、野菜が新鮮 4 
○引っ越しが面倒 2 
○子どもの環境を変えたくない、転園、転校させたくない 9 
○日本文化の風情を感じる 1 
○引っ越す必要がない、特に問題ない 5 
○ほかに住みたいところがない 1 

■計 347 
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（２）否定的な理由・どちらともいえない等 

①学校、幼稚園、保育施設、保育・子育て支援サービスについて 15 
○より子育てにやさしいところへ行きたい 2 
○行かせたい幼稚園、保育園、小学校がない 1 
○学校教育が遅れている、不安 3 
○高等学校がない 1 
○保育料が高い 1 
○子育て支援が少ない 1 
○保育園に入れない、少ない、保育サービスを受けにくい、土曜の保育の保育

が必要、保育サービスが不十分 
5 

○町外の幼稚園に通っている 1 
②相談・情報提供について 0 
③保健・医療について 1 

○医療機関が不足 1 
④経済的支援について 0 
⑤社会基盤、生活環境について 22 

○公共施設整備不足 1 
○駅から遠く不便、通勤・通学が不便、交通の便が悪い 10 
○防犯灯が少ない、夜道が暗い、防犯面で不安 1 
○都会と田舎が中途半端 1 
○商業の利便性が低い 1 
○全てについて不便、便利なところに移動したい 3 
○いずれ町外で家を持ちたい 1 
○子どもの遊び場、公園が少ない、遠い 2 
○道路環境の改善が必要 2 

⑥地域との関係について 6 
○人が増えて住みにくくなった 1 
○友人・知人がいない 1 
○地域になじめない、住みにくい 3 
○働く場所が少ない 1 

⑦その他 18 
○いずれ町外の実家に行きたい、行かないといけない 7 
○町外出身なので 1 
○仕事の関係で移動やむを得ない 2 
○もっと良いところがあれば移りたい 1 
○引っ越す予定がある 2 
○愛着がない 1 
○わからない 1 
○どちらともいえない 3 

■計 62 
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(32) 自由意見 

①学校、幼稚園、保育施設、保育・子育て支援サービスについて 71 
○保育園の増設 15 
○保育園の提出物が多い、手続きが面倒 2 
○子育て支援の取り組みがまだ足りない、子育てしやすい町に 12 
○幼稚園、保育園の別なくみてほしい 1 
○小中一貫・中高一貫教育、学校教育の充実 7 
○年子、双子、三つ子等のサポート、２歳児の入園など保育サービスの充実 1 
○幼稚園、保育園、小学校の環境整備 3 
○親子で楽しめるサークル活動の場や機会の充実 3 
○誰でも保育サービスを利用できるようにしてほしい 3 
○育児休業制度の充実、労働条件の改善促進 8 
○病児保育、一時預かりなど保育サービスの充実 10 
○放課後児童クラブの充実、環境整備 3 
○障害児保育・教育の充実 3 

②相談・情報提供について 7 
○親子のカウンセリング、親身な相談体制 7 

③保健・医療について 109 
○婦人科、小児科など医療機関を充実してほしい 45 
○妊娠～出産～育児まで医療費助成を充実してほしい、予防接種の助成 61 
○通院費（交通費）の助成 1 
○不妊治療の充実 2 

④経済的支援について 70 
○児童手当など経済的な支援の充実 51 
○幼稚園・保育サービス費用の軽減 13 
○雇用対策の推進 4 
○学校給食の実施 2 

⑤社会基盤、生活環境について 66 
○公園、遊び場が身近にほしい 9 
○歩道、自転車道の整備、バリアフリーの推進 22 
○屋内で遊べる場所の整備 3 
○交通利便性の向上、電車・バスの充実、コミニティバスの充実 9 
○図書館の充実 1 
○通学路、公園等での子どもの安全の確保 14 
○自然のなかで子育てをしたい 7 
○小さい頃から文化にふれあう機会の充実 1 

⑥地域との関係について 15 
○親子とも友人と知り合うきっかけがほしい 2 
○地域の人々のあたたかい目、支援 10 
○公園利用者のマナー向上 3 

⑦その他 22 
○子どもの習い事がたくさんあるとよい 3 
○無理なく、ゆったり子育てしたい、のびのび育ってほしい 3 
○その他 16 

■計 360 

 

 


