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Ⅰ．調査の概要 
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１．調査目的 

「子ども・子育て支援新制度」の導入にあたって、市町村は「子ども・子育て支援事業計画」

を策定することとなっている。そこで、本市における教育・保育事業や子育て支援事業の利用

状況や希望を把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施した。 

 

２．調査内容 

（１）就学前児童調査 

・子どもと家族の状況について 

・保護者の就労状況 

・平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

・土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望について 

・子どもの病気の際の対応について 

・不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

・地域子育て支援センターの利用状況について 

・小学校就学後の放課後の過ごし方について 

・職場の両立支援制度について 

・子育て全般について 

・自由意見 

（２）小学生調査 

・子どもと家族の状況について 

・保護者の就労状況 

・放課後や休日の過ごし方について 

・子育て全般について 

・自由意見 

 

３．調査設計 

（１）調査対象 平成 25年 4月 1日現在、市内に在住する就学前児童（０～５歳）および 

 小学校１年生から６年生の保護者 

（２）調査方法 保育所、幼稚園、小学校からの配布回収（一部郵送による配布回収） 

（３）調査期間 平成 25年 11月 21日～平成 25年 12月 4日 

 

４．回収結果 

調査対象 標本数（配布数） 有効回収数 有効回収率 

就学前児童の保護者 1,296 963 74.3％ 

小学生の保護者 1,962 1,690 86.1％ 
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５．報告書の見方 

（１）回答は、各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してある。小数点第２

位を四捨五入しているため、比率の合計が 100.0％を前後することがある。 

（２）複数回答を求めた質問では、回答比率の合計が 100.0％を超える。なお、複数回答を求

める質問についての図表上の表記は、以下のとおりである。 

 「ＭＡ％」（Multiple Answer） 

  ＝回答選択肢の中からあてはまるものをすべて選択する場合 

 「２ＬＡ％」（２ Limited Answer） 

  ＝回答選択肢の中からあてはまるものを２つ以内で選択する場合 

 「３ＬＡ％」（３ Limited Answer） 

  ＝回答選択肢の中からあてはまるものを３つ以内で選択する場合 

（３）本文中のグラフや数表で、コンピュータの入力の都合上、回答選択肢の見出しを簡略化

している場合がある。 
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Ⅱ．調査対象者の基本属性 
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6.7 

14.4 

68.4 

6.0 

3.8 

0.5 

0 20 40 60 80

赤岡町

香我美町

野市町

夜須町

吉川町

無回答

(N=963) (%)

5.3 

15.4 

2.8 

15.3 

33.5 

15.8 

7.8 

3.3 

0.3 

0.4 

0 20 40

赤岡小学校

香我美小学校

岸本小学校

佐古小学校

野市小学校

野市東小学校

夜須小学校

吉川小学校

その他

無回答

(N=1,690) (%)

 

回答者の居住地区は、就学前児童では「野市町」が 68.4％で最も多く、約７割を占めている。

次いで「香我美町」14.4％、「赤岡町」6.7％、「夜須町」6.0％、「吉川町」3.8％となっている。 

小学生児童が通学している小学校は「野市小学校」が 33.5％で最も多く、次いで「野市東小

学校」（15.8％）、「香我美小学校」（15.4％）、「佐古小学校」（15.3％）が 15％台となっている。 

 

    【図 居住地区】            【図 通学している小学校】 

＜就学前児童＞                ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．居住地域 
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０歳児

17.0%

１歳児

13.2%

２歳児

14.5%３歳児

16.0%

４歳児

19.4%

５歳児

19.1%

無回答

0.7%

(N=963)

１年生

14.8%

２年生

16.4%

３年生

17.2%

４年生

16.3%

５年生

16.6%

６年生

18.3%

無回答

0.3%

(N=1,690)

１人

31.4%

２人

39.5%

３人

19.8%

４人

以上

5.5%
無回答

3.8%

(N=963)

０歳

16.7%

１歳

18.0%

２歳

15.8%

３歳

14.3%

４歳

11.0%

５歳

15.8%

６歳

8.4%

(N=963)

 

対象児童の年齢は、就学前児童では「４歳児」が 19.4％で最も多く、次いで「５歳児」19.1％、

「０歳児」17.0％となっている。 

小学生児童の学年は「６年生」が 18.3％で最も多く、次いで「３年生」17.2％、「５年生」

16.6％となっている。 

 

就学前児童のきょうだいの人数は、「２人」が 39.5％で最も多く、次いで「１人」31.4％、

「３人」19.8％となっている。 

就学前児童のきょうだいで末子の年齢は、「１歳」が 18.0％で最も多く、次いで「０歳」16.7％、

「２歳」と「５歳」がそれぞれ 15.8％となっている。 

 

【図 調査対象児童の年齢・学年】 

＜就学前児童＞                ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 きょうだいの人数】            【図 末子の年齢】 

＜就学前児童＞                ＜就学前児童＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．対象児童の年齢・学年、きょうだいの人数、末子の年齢 
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母親

91.0%

父親

8.3%

その他

0.1%

無回答

0.6%

(N=963) 母親

89.7%

父親

9.2%

その他

0.8%

無回答

0.3%

(N=1,690)

 

調査票の回答者は、「母親」が、就学前児童では 91.0％、小学生児童では 89.7％で、多数を

占めている。 

 

【図 調査票の回答者】 

＜就学前児童＞                ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．調査票の回答者 
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Ⅲ．就学前児童保護者調査の結果 
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 全
 
 
体

配
偶
者
が
い
る

配
偶
者
は
い
な
い

無
回
答

963 872 80 11
100.0 90.6 8.3 1.1

０歳児 164 154 8 2
 100.0 93.9 4.9 1.2
１歳児 127 119 8      -
 100.0 93.7 6.3      -
２歳児 140 130 9 1
 100.0 92.9 6.4 0.7
３歳児 154 141 12 1
 100.0 91.6 7.8 0.6
４歳児 187 165 21 1
 100.0 88.2 11.2 0.5
５歳児 184 160 22 2
 100.0 87.0 12.0 1.1

全体　上段／実数
　　　下段／％

年
齢

 

（１）保護者の配偶関係 

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

 

 【図 保護者の配偶関係】 

保護者の配偶関係は、「配偶者がいる」が 90.6％

で、「配偶者はいない」は 8.3％となっている。 

 

子どもの年齢別にみると、年齢が上がるにつれ

て「配偶者はいない」割合が多くなり、４歳児は

11.2％、５歳児は 12.0％となっている。 

 

 

 

 

 

【表 年齢別 保護者の配偶関係】 

 

 

 

 

  

１．子どもと家族の状況について 
 

配偶者が

いる

90.6%

配偶者は

いない

8.3%

無回答

1.1%

(N=963)
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（２）子育ての主体者 

問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。あて名のお子さ

んからみた関係でお答えください。（○は１つ） 

 

 【図 子育ての主体者】 

子育ての主体者は、「父親と母親」が 66.4％で

最も多く、３分の２を占めている。次いで「主に

母親」が 29.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 親の兄弟 等 

 

 

  

父親と

母親

66.4%

主に

母親

29.9%

主に

父親

0.7%

主に

祖父母

1.6%

その他

0.8% 無回答

0.6%

(N=963)
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87.7 

0.2 

1.5 

0.0 

1.2 

0.0 

9.3 

0 20 40 60 80 100 (%)

37.7 

7.0 

22.9 

2.1 

26.7 

1.3 

2.3 

0 20 40 60 80 100

フルタイムで就労

フルタイムで就労しているが、

産休、育休、介護休業中

パートタイム、アルバイト等で就労

パートタイム、アルバイト等で

就労しているが、産休、育休、介護休業中

以前は働いていたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

父子家庭、母子家庭・無回答

(N=963)

 

（１）父母の就労状況 

問７ 母親の就労状況は次のどれですか。（○は１つ） 

問８ 父親の就労状況は次のどれですか。（○は１つ） 

 

母親の就労状況は、「フルタイムで就労」が 37.7％で最も多く、次いで「以前は働いていた

が、現在は就労していない」26.7％、「パートタイム、アルバイト等で就労」22.9％となって

いる。 

父親の就労状況は、「フルタイムで就労」が 87.7％で多数を占めている。 

 

母親の就労状況を居住地区別にみると、夜須町と吉川町では「フルタイムで就労」の割合が

５割に迫っている。 

子どもの年齢別にみると、４歳児と５歳児では「フルタイムで就労」の割合が５割に迫って

いる。 

 

【図 父母の就労状況】 

             ＜母親＞         ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．保護者の就労状況 
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 全
 
 
体

フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労

フ
ル
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い
る

が
、

産
休
、

育
休
、

介
護
休
業
中

パ
ー

ト
タ
イ
ム
、

ア
ル
バ
イ
ト
等

で
就
労

パ
ー

ト
タ
イ
ム
、

ア
ル
バ
イ
ト
等

で
就
労
し
て
い
る
が
、

産
休
、

育

休
、

介
護
休
業
中

以
前
は
働
い
て
い
た
が
、

現
在
は

就
労
し
て
い
な
い

こ
れ
ま
で
就
労
し
た
こ
と
が
な
い

父
子
家
庭
・
無
回
答

963 363 67 221 20 257 13 22

100.0 37.7 7.0 22.9 2.1 26.7 1.3 2.3
赤岡町 65 21 1 19 2 20 1 1
 100.0 32.3 1.5 29.2 3.1 30.8 1.5 1.5
香我美町 139 42 7 34 4 45 3 4
 100.0 30.2 5.0 24.5 2.9 32.4 2.2 2.9
野市町 659 255 56 138 12 177 9 12
 100.0 38.7 8.5 20.9 1.8 26.9 1.4 1.8
夜須町 58 27 3 20      - 7      - 1
 100.0 46.6 5.2 34.5      - 12.1      - 1.7
吉川町 37 17      - 10 2 7      - 1
 100.0 45.9      - 27.0 5.4 18.9      - 2.7
０歳児 164 32 41 11 8 67 3 2
 100.0 19.5 25.0 6.7 4.9 40.9 1.8 1.2
１歳児 127 49 5 29 3 39 1 1
 100.0 38.6 3.9 22.8 2.4 30.7 0.8 0.8
２歳児 140 60 11 29 5 33 2      -
 100.0 42.9 7.9 20.7 3.6 23.6 1.4      -
３歳児 154 48 4 46 1 50 1 4
 100.0 31.2 2.6 29.9 0.6 32.5 0.6 2.6
４歳児 187 86 4 50 1 33 5 8
 100.0 46.0 2.1 26.7 0.5 17.6 2.7 4.3
５歳児 184 87 2 55 2 33 1 4
 100.0 47.3 1.1 29.9 1.1 17.9 0.5 2.2

全体　上段／実数

　　　下段／％

居
住
地
区

年
齢

【表 居住地区・年齢別 母親の就労状況】 
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8.3 

30.3 

56.8 

3.3 

1.2 

0 20 40 60

フルタイムで働きたいと思っており、

実現できる見込みがある

フルタイムで働きたいと思っているが、

実現できる見込みはない

今後もパートタイム・アルバイト等で

働くことを希望している

パートタイム・アルバイト等をやめて、

子育てや家事に専念したい

無回答

(N=241)

28.6 

28.6 

42.9 

0.0 

0.0 

0 20 40 60

(N=14)

(%)

（２）フルタイムへの転換希望 

問７で「３」または「４」（パート・アルバイトで就労）に○をつけた方にうかがいます。 

問７－１ フルタイムで働きたいと思いますか。（○は１つ） 

問８で「３」または「４」（パート・アルバイトで就労）に○をつけた方にうかがいます。 

問８－１ フルタイムで働きたいと思いますか。（○は１つ） 

 

パート・アルバイト等で就労している父母のフルタイムへの転換希望は、母親では「今後も

パートタイム・アルバイト等で働くことを希望している」が 56.8％で最も多く、半数を超えて

いる。次いで「フルタイムで働きたいと思っているが、実現できる見込みはない」30.3％、「フ

ルタイムで働きたいと思っており、実現できる見込みがある」8.3％の順となっている。 

父親では「今後もパートタイム・アルバイト等で働くことを希望している」が 42.9％で最も

多く、次いで「フルタイムで働きたいと思っており、実現できる見込みがある」と「フルタイ

ムで働きたいと思っているが、実現できる見込みはない」がそれぞれ 28.6％となっている。 

 

【図 フルタイムへの転換希望】 

           ＜母親＞         ＜父親＞ 
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（３）非就労者の就労希望 

問７で「５」または「６」（非就労）に○をつけた方にうかがいます。 

問７－２ 今後、働きたいという希望はありますか。（○は１つ） 

働きたい希望がある場合は、（ ）内に数字でご記入ください。 

問８で「５」または「６」（非就労）に○をつけた方にうかがいます。 

問８－２ 今後、働きたいという希望はありますか。（○は１つ） 

働きたい希望がある場合は、（ ）内に数字でご記入ください。 

 

就労していない父母の就労希望は、母親では「1 年より先、一番下の子どもが（ ）歳にな

ったころに就労したい」が 44.4％で最も多く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労

したい」34.8％となっている。 

父親では「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 66.7％で最も多く、３分の２を

占めている。 

 

働きたいと思う時の一番下の子どもの年齢は、母親では「３歳」が 30.8％で最も多く、次い

で「４歳」20.0％、「６歳」10.8％となっており、平均は 4.3歳となっている。 

 

希望する就労形態は、母親では「パートタイム、アルバイト等」が 68.1％で、父親では「フ

ルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）」が 87.5％で、それぞれ多くなっている。 

 

パートタイム等を希望する母親は、１週当たりの日数では「週５日」が 46.9％で最も多く、

次いで「週４日」28.1％、「週３日」15.6％となっており、平均は週 4.3日となっている。 

１日当たりの就労時間では、「５時間」が 39.1％で最も多く、次いで「６時間」23.4％、「４

時間」21.9％となっており、平均は 5.1時間となっている。 
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18.1 

44.4 

34.8 

2.6 

0 20 40 60 80

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

1年より先、一番下の子どもが （ ）歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

(N=270)

8.3 

0.0 

66.7 

25.0 

0 20 40 60 80

(N=12)

(%)

7.5 

8.3 

30.8 

20.0 

1.7 

10.8 

8.3 

3.3 

1.7 

4.2 

3.3 

0 20 40

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳以上

無回答

(%)(N=120)

【図 非就労者の就労希望】 

             ＜母親＞         ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 働きたいと思う時の子どもの年齢】 

＜母親＞ 
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1.6 

1.6 

21.9 

39.1 

23.4 

0.0 

6.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.3 

0 20 40

２時間まで

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

(N=64) (%)

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

２時間未満

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間以上

(N=1) (%)

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

(N=1) (%)

0.0 

1.6 

15.6 

28.1 

46.9 

1.6 

0.0 

6.3 

0 20 40 60

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

無回答

(N=64) (%)

フルタイム

（１週５日

程度・１日

８時間程度の

就労）

87.5%

パート

タイム、

アルバイト等

12.5%

(N=8)

【図 希望する働き方】 

＜母親＞                 ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 パートタイム等で希望する就労日数（母親）】 【図 パートタイム等で希望する就労日数（父親）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 パートタイム等で希望する就労時間（母親）】 【図 パートタイム等で希望する就労時間（父親）】 

 

 

  

フルタイム

（１週５日

程度・１日

８時間程度の

就労）

27.7%

パート

タイム、

アルバイト等

68.1%

無回答

4.3%

(N=94)
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利用している

75.9%

利用して

いない

24.0%

無回答

0.1%

(N=963)

 

（１）定期的な教育・保育事業の利用状況 

問９ あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育事業」を利用しています

か。（○は１つ） 

 

「定期的な教育・保育事業」の利用については、「利用している」が 75.9％で、「利用してい

ない」が 24.0％となっている。 

 

居住地区別にみると、夜須町と吉川町では「利用している」が８割を超えている。 

子どもの年齢別にみると、年齢が上がるにつれて「利用している」割合が多くなり、４歳児

と５歳児ではそれぞれ 98.9％と多数を占めている。 

母親の就労タイプ別にみると、就労していないでは「利用していない」が 51.9％と半数を超

えている。 

 

【図 定期的な教育・保育事業の利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 
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 全
 
 
体

利
用
し
て
い
る

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

963 731 231 1

100.0 75.9 24.0 0.1
赤岡町 65 51 14      -
 100.0 78.5 21.5      -
香我美町 139 100 39      -
 100.0 71.9 28.1      -
野市町 659 495 163 1
 100.0 75.1 24.7 0.2
夜須町 58 50 8      -
 100.0 86.2 13.8      -
吉川町 37 30 7      -
 100.0 81.1 18.9      -
０歳児 164 36 128      -
 100.0 22.0 78.0      -
１歳児 127 77 50      -
 100.0 60.6 39.4      -
２歳児 140 101 39      -
 100.0 72.1 27.9      -
３歳児 154 144 9 1
 100.0 93.5 5.8 0.6
４歳児 187 185 2      -
 100.0 98.9 1.1      -
５歳児 184 182 2      -
 100.0 98.9 1.1      -
フルタイム 430 361 68 1
（休業中含む） 100.0 84.0 15.8 0.2
パートタイム・アルバイト等 241 219 22      -
（休業中含む） 100.0 90.9 9.1      -
就労していない 270 130 140      -
 100.0 48.1 51.9      -

全体　上段／実数

　　　下段／％

居
住
地
区

年
齢

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

【表 居住地区・年齢・母親の就労タイプ別 定期的な教育・保育事業の利用状況】 
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＜主に利用している事業＞

26.8 

0.8 

61.4 

1.1 

0.1 

1.4 

6.0 

0.1 

0.3 

1.9 

0 20 40 60 80 (%)

27.6 

7.7 

61.7 

1.2 

0.7 

2.5 

6.3 

0.3 

0.5 

1.1 

0 20 40 60 80

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（市立保育所）

認定こども園

家庭的な保育

院内・事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型保育

その他

無回答

(N=731) (MA%)

（２）利用している平日の定期的な教育・保育事業 

問９で「１」(幼稚園や保育所などを利用している)に〇をつけた方にうかがいます。 

問９－１ あて名のお子さんは、平日どのような教育・保育事業を利用していますか。年間を通じて「定

期的に」利用している事業をお答えください。（○はいくつでも。主に利用しているものには

◎を１つ） 

 

平日に定期的に利用している教育・保育事業は、「認可保育所（市立保育所）」が 61.7％で最

も多く、６割を超えている。次いで「幼稚園」が 27.6％となっている。 

主に利用している教育・保育事業でもほぼ同じ割合となっているものの、「幼稚園の預かり

保育」では少なくなっている。 

 

居住地区別にみると、吉川町と赤岡町では「認可保育所（市立保育所）」の割合が９割を超

えている。香我美町では「幼稚園」が 54.0％と半数を超えている。 

子どもの年齢別にみると、２歳児と１歳児では「認可保育所（市立保育所）」の割合が８割

を超えている。５歳児では「認可保育所（市立保育所）」と「幼稚園」の割合が半数弱でほぼ

同数となっている。 

母親の就労タイプ別にみると、フルタイム（休業中含む）とパートタイム・アルバイト等（休

業中含む）では「認可保育所（市立保育所）」の割合が最も多く、就労していないでは「幼稚

園」の割合が最も多くなっている。 

 

【図 利用している平日の定期的な教育・保育事業】 
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 全
 
 
体

幼
稚
園

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

認
可
保
育
所
（

市
立
保
育
所
）

認
定
こ
ど
も
園

家
庭
的
な
保
育

院
内
・
事
業
所
内
保
育
施
設

認
可
外
保
育
施
設

居
宅
訪
問
型
保
育

そ
の
他

無
回
答

731 196 6 449 8 1 10 44 1 2 14

100.0 26.8 0.8 61.4 1.1 0.1 1.4 6.0 0.1 0.3 1.9
赤岡町 51 1      - 48      -      -      - 2      -      -      -
 100.0 2.0      - 94.1      -      -      - 3.9      -      -      -
香我美町 100 54 2 35      -      -      - 3      - 1 5
 100.0 54.0 2.0 35.0      -      -      - 3.0      - 1.0 5.0
野市町 495 116 3 316 6 1 10 36 1 1 5
 100.0 23.4 0.6 63.8 1.2 0.2 2.0 7.3 0.2 0.2 1.0
夜須町 50 24 1 18 2      -      - 2      -      - 3
 100.0 48.0 2.0 36.0 4.0      -      - 4.0      -      - 6.0
吉川町 30      -      - 29      -      -      -      -      -      - 1
 100.0      -      - 96.7      -      -      -      -      -      - 3.3
０歳児 36      -      - 17 1      - 6 11      - 1      -
 100.0      -      - 47.2 2.8      - 16.7 30.6      - 2.8      -
１歳児 77      - 2 62 1      - 4 7      -      - 1
 100.0      - 2.6 80.5 1.3      - 5.2 9.1      -      - 1.3
２歳児 101 2 1 83 2      -      - 10 1 1 1
 100.0 2.0 1.0 82.2 2.0      -      - 9.9 1.0 1.0 1.0
３歳児 144 41      - 96      -      -      - 6      -      - 1
 100.0 28.5      - 66.7      -      -      - 4.2      -      - 0.7
４歳児 185 68 1 103 1      -      - 5      -      - 7
 100.0 36.8 0.5 55.7 0.5      -      - 2.7      -      - 3.8
５歳児 182 83 2 85 3 1      - 4      -      - 4
 100.0 45.6 1.1 46.7 1.6 0.5      - 2.2      -      - 2.2
フルタイム 361 42 2 269 3 1 9 29 1 1 4
（休業中含む） 100.0 11.6 0.6 74.5 0.8 0.3 2.5 8.0 0.3 0.3 1.1
パートタイム・アルバイト等 219 56 2 138 3      - 1 12      -      - 7
（休業中含む） 100.0 25.6 0.9 63.0 1.4      - 0.5 5.5      -      - 3.2
就労していない 130 93 1 29 2      -      - 2      - 1 2
 100.0 71.5 0.8 22.3 1.5      -      - 1.5      - 0.8 1.5

全体　上段／実数

　　　下段／％

居
住
地
区

年
齢

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

【表 居住地区・年齢・母親の就労タイプ別 利用している平日の定期的な教育・保育事業】 

＜主に利用している事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 やいろ、支援センター、託児所 
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0.1 

0.0 

0.3 

0.8 

84.0 

9.2 

0.1 

5.5 

0 20 40 60 80 100

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

無回答

(%)(N=731)

0.1 

0.1 

0.0 

0.4 

16.0 

2.2 

12.6 

15.7 

20.8 

20.9 

3.4 

0.1 

7.5 

0 20 40

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５時間未満

５時間以上６時間未満

６時間以上７時間未満

７時間以上８時間未満

８時間以上９時間未満

９時間以上10時間未満

10時間以上11時間未満

11時間以上12時間未満

12時間以上

無回答

(%)(N=731)

（３）利用している平日の定期的な教育・保育事業の頻度（利用日数・利用時間） 

問９で「１」(幼稚園や保育所などを利用している)に〇をつけた方にうかがいます。 

問９－２ 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、どのくらい利用していますか。 

１週あたり何日、１日あたり何時間（何時から何時まで）かを、（ ）内に数字でご記入くだ

さい。 

※時間は２４時間制でご記入ください。（例 ： ９時００分～１８時３０分） 

 

平日の定期的な教育・保育事業の１週当たりの利用日数は、「週５日」が 84.0％で最も多く、

８割を超えている。次いで「週６日」9.2％となっており、平均は週 5.1日となっている。 

 

１日当たりの利用時間は、「10時間以上 11時間未満」（20.9％）と「９時間以上 10時間未満」

（20.8％）が２割を超えて、多くなっている。次いで「５時間以上６時間未満」16.0％、「８

時間以上９時間未満」15.7％となっており、平均は 8.3時間となっている。 

 

利用時間帯は、利用開始時刻では「8：01～9：00 から」（48.3％）と「7：01～8：00 から」

（44.5％）が４割を超え、平均では 8.3時からとなっている。終了時刻では「17：01～18：00

まで」が 28.9％で最も多く、次いで「15：01～16：00 まで」20.0％、「13：01～14：00まで」

17.9％となり、平均では 16.6時までとなっている。 

 

【図 定期的な教育・保育事業の利用日数】 【図 定期的な教育・保育事業の利用時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

0.1 

0.1 

17.9 

1.0 

20.0 

13.3 

28.9 

12.4 

0.0 

6.3 

0 20 40 60

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

0.4 

44.5 

48.3 

0.3 

0.0 

0.0 

0.3 

6.3 

0 20 40 60

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

(N=731)

【図 定期的な教育・保育事業の利用時間帯】 
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＜最も利用したい事業＞

26.2 

6.1 

44.9 

3.3 

0.4 

0.0 

0.8 

0.5 

0.2 

0.8 

0.1 

5.0 

11.6 

0 20 40 60 (%)

45.8 

29.3 

57.9 

12.4 

5.5 

2.9 

5.8 

2.7 

2.0 

5.8 

0.3 

5.1 

3.5 

0 20 40 60

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的な保育

院内・事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

利用したいと思う事業はない

無回答

(N=963) (MA%)

（４）利用したい平日の定期的な教育・保育事業 

すべての方にうかがいます。 

問10 現在の利用の有無にかかわらず、あて名のお子さんの平日の教育・保育事業として、「定期的に」

利用したいと考える事業がありますか。（○はいくつでも。最も利用したいものには◎を１つ） 

なお、保育料等の利用料が発生します。利用料が把握できていない事業等については、金額を表

記していません。 

 

平日に定期的に利用したい教育・保育事業は、「認可保育所」が 57.9％で最も多く、次いで

「幼稚園」45.8％、「幼稚園の預かり保育」29.3％となっている。 

最も利用したい教育・保育事業は、「認可保育所」が 44.9％で最も多く、次いで「幼稚園」

26.2％となっている。 

 

最も利用したい教育・保育事業を居住地区別にみると、吉川町と赤岡町、野市町では「認可

保育所」の割合が最も多く、香我美町と夜須町では「幼稚園」の割合が最も多くなっている。 

子どもの年齢別にみると、０歳児から４歳児までは「認可保育所」の割合が最も多く、５歳

児では「幼稚園」の割合が最も多くなっている。 

母親の就労タイプ別にみると、フルタイム（休業中含む）とパートタイム・アルバイト等（休

業中含む）では「認可保育所」が５割を超えており、就労していないでは「幼稚園」が５割弱

となっている。 

 

【図 利用したい平日の定期的な教育・保育事業】 
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 全
 
 
体

幼
稚
園

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

認
可
保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

小
規
模
な
保
育
施
設

家
庭
的
な
保
育

院
内
・
事
業
所
内
保
育
施
設

認
可
外
保
育
施
設

居
宅
訪
問
型
保
育

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン

タ
ー

そ
の
他

利
用
し
た
い
と
思
う
事
業
は
な
い

無
回
答

963 252 59 432 32 4      - 8 5 2 8 1 48 112

100.0 26.2 6.1 44.9 3.3 0.4      - 0.8 0.5 0.2 0.8 0.1 5.0 11.6
赤岡町 65 10 1 41 1      -      -      -      -      -      -      - 3 9
 100.0 15.4 1.5 63.1 1.5      -      -      -      -      -      -      - 4.6 13.8
香我美町 139 59 9 34 2 1      - 1      - 2 1      - 5 25
 100.0 42.4 6.5 24.5 1.4 0.7      - 0.7      - 1.4 0.7      - 3.6 18.0
野市町 659 158 42 314 26 2      - 6 4      - 7 1 37 62
 100.0 24.0 6.4 47.6 3.9 0.3      - 0.9 0.6      - 1.1 0.2 5.6 9.4
夜須町 58 21 5 16 2      -      - 1 1      -      -      - 2 10
 100.0 36.2 8.6 27.6 3.4      -      - 1.7 1.7      -      -      - 3.4 17.2
吉川町 37 4 1 25 1 1      -      -      -      -      -      - 1 4
 100.0 10.8 2.7 67.6 2.7 2.7      -      -      -      -      -      - 2.7 10.8
０歳児 164 43 6 80 3 3      - 3 1      - 1      - 5 19
 100.0 26.2 3.7 48.8 1.8 1.8      - 1.8 0.6      - 0.6      - 3.0 11.6
１歳児 127 18 3 75 7      -      -      -      -      - 1      - 5 18
 100.0 14.2 2.4 59.1 5.5      -      -      -      -      - 0.8      - 3.9 14.2
２歳児 140 28 7 76 6      -      - 1 1      -      - 1 6 14
 100.0 20.0 5.0 54.3 4.3      -      - 0.7 0.7      -      - 0.7 4.3 10.0
３歳児 154 43 10 67 4      -      - 1      - 1 1      - 6 21
 100.0 27.9 6.5 43.5 2.6      -      - 0.6      - 0.6 0.6      - 3.9 13.6
４歳児 187 57 14 78 6      -      - 1 2      - 3      - 10 16
 100.0 30.5 7.5 41.7 3.2      -      - 0.5 1.1      - 1.6      - 5.3 8.6
５歳児 184 62 17 53 6 1      - 2 1 1 2      - 16 23
 100.0 33.7 9.2 28.8 3.3 0.5      - 1.1 0.5 0.5 1.1      - 8.7 12.5
フルタイム 430 74 21 236 14 2      - 6 3 2 5      - 19 48
（休業中含む） 100.0 17.2 4.9 54.9 3.3 0.5      - 1.4 0.7 0.5 1.2      - 4.4 11.2
パートタイム・アルバイト等 241 48 15 123 10 1      - 2 1      -      -      - 11 30
（休業中含む） 100.0 19.9 6.2 51.0 4.1 0.4      - 0.8 0.4      -      -      - 4.6 12.4
就労していない 270 125 22 64 8      -      -      - 1      - 3 1 15 31
 100.0 46.3 8.1 23.7 3.0      -      -      - 0.4      - 1.1 0.4 5.6 11.5

全体　上段／実数

　　　下段／％

居
住
地
区

年
齢

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

【表 居住地区・年齢・母親の就労タイプ別 利用したい平日の定期的な教育・保育事業】 

＜最も利用したい事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 一時保育（0歳児）の設置、支援センター、小規模な幼稚園（現在の幼稚園は人数が多い） 
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0.6 

0.6 

1.5 

0.3 

59.7 

17.0 

0.9 

19.4 

0 20 40 60

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

無回答

(N=880) (%)

0.2 

0.7 

0.8 

0.7 

5.3 

4.1 

8.2 

13.5 

15.9 

17.8 

6.8 

1.9 

24.0 

0 20 40

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５時間未満

５時間以上６時間未満

６時間以上７時間未満

７時間以上８時間未満

８時間以上９時間未満

９時間以上10時間未満

10時間以上11時間未満

11時間以上12時間未満

12時間以上

無回答

(N=880) (%)

＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

0.1 

0.1 

5.7 

4.9 

13.0 

13.4 

23.1 

16.6 

0.8 

22.4 

0 20 40

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

2.3 

39.4 

33.2 

0.9 

0.0 

0.0 

2.2 

22.0 

0 20 40

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

(N=880)

（５）利用したい平日の定期的な教育・保育事業の頻度（利用日数・利用時間） 

平日の定期的な教育・保育事業の利用希望がある方にうかがいます。 

問10－１ 問９で◎をつけた最も利用したいものについて、希望する利用日数・時間を（ ）内に数字

でご記入ください。 

※時間は２４時間制でご記入ください。（例 ： ９時００分～１８時３０分） 

 

平日の定期的な教育・保育事業の１週当たりの利用希望日数は、「週５日」が 59.7％で最も

多く、約６割となっており、平均は週 5.1日となっている。 

１日当たりの利用希望時間は、「10時間以上 11時間未満」が 17.8％で最も多く、次いで「９

時間以上 10時間未満」15.9％、「８時間以上９時間未満」13.5％となっており、平均は 8.6時

間となっている。 

利用希望時間帯は、利用開始時刻は「7：01～8：00から」が 39.4％で最も多く、次いで「8：

01～9：00 から」33.2％、終了時刻は、「17：01～18：00まで」が 23.1％で最も多くなってい

る。平均では利用開始時刻は 8.4時からで、終了時刻は 17.1時までとなっている。 

 

【図 定期的な教育・保育事業の希望日数】 【図 定期的な教育・保育事業の希望時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 定期的な教育・保育事業の希望時間帯】 
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52.9 

74.8 

17.1 

3.4 

22.3 

13.1 

7.7 

8.7 

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

土曜日

日曜日・祝日

(N=963)

 

 

（１）土曜日、日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

問11 あて名のお子さんについて、土、日、祝日に、定期的な教育・保育の事業の利用希望はあります

か。（一時的な利用は除きます）希望がある場合は、（ ）内に利用したい時間帯を、２４時間制

でご記入ください。(例 ： ９時００分～１８時３０分) 

※これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

 

土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望は、「利用する必要はない」が 52.9％と半数を

超えている。「月に１～２回は利用したい」は 22.3％、「ほぼ毎週利用したい」は 17.1％とな

っている。 

日曜日・祝日は「利用する必要はない」が 74.8％と７割を超えている。「月に１～２回は利

用したい」は 13.1％、「ほぼ毎週利用したい」は 3.4％となっている。 

利用希望時間帯の平均は、土曜日では利用開始時刻は 8.3 時からで、終了時刻は 16.5 時ま

で、日曜日・祝日では利用開始時刻は 8.3時からで、終了時刻は 17.3時までとなっている。 

 

母親の就労タイプ別にみると、土曜日では就労状況によって「利用する必要はない」は異な

るが、日曜日・祝日では「利用する必要はない」は大きな違いはみられない。 

最も利用している教育・保育事業別にみると、土曜日では認可保育所とその他の利用者は「ほ

ぼ毎週利用したい」が多くなっている。 

 

【図 土曜日、日曜日・祝日の定期的な教育・保育サービスの利用希望】 

 

利
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回
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無
回
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４．土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望 
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＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

6.8 

7.1 

5.0 

2.9 

12.6 

16.1 

30.0 

15.8 

0.5 

3.2 

0 20 40 60

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

2.6 

52.4 

41.1 

0.5 

0.0 

0.0 

0.3 

3.2 

0 20 40 60

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

(N=380)

＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

1.9 

1.3 

1.3 

3.8 

11.9 

17.6 

37.1 

19.5 

1.9 

3.8 

0 20 40 60

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

3.1 

53.5 

37.7 

1.3 

0.0 

0.0 

0.6 

3.8 

0 20 40 60

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

(N=159)

【図 土曜日の教育・保育事業の希望時間帯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 日曜日・祝日の教育・保育事業の希望時間帯】 
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 全
 
 
体

利
用
す
る
必
要
は
な
い

ほ
ぼ
毎
週
利
用
し
た
い

月
に
１
～

２
回
は
利
用
し
た
い

無
回
答

全
 
 
体

利
用
す
る
必
要
は
な
い

ほ
ぼ
毎
週
利
用
し
た
い

月
に
１
～

２
回
は
利
用
し
た
い

無
回
答

963 509 165 215 74 963 720 33 126 84

100.0 52.9 17.1 22.3 7.7 100.0 74.8 3.4 13.1 8.7
フルタイム 430 188 99 115 28 430 305 17 75 33
（休業中含む） 100.0 43.7 23.0 26.7 6.5 100.0 70.9 4.0 17.4 7.7
パートタイム・アルバイト等 241 137 42 46 16 241 185 12 25 19
（休業中含む） 100.0 56.8 17.4 19.1 6.6 100.0 76.8 5.0 10.4 7.9
就労していない 270 171 21 51 27 270 213 4 24 29
 100.0 63.3 7.8 18.9 10.0 100.0 78.9 1.5 8.9 10.7
幼稚園 202 135 19 39 9 202 167 5 19 11
 100.0 66.8 9.4 19.3 4.5 100.0 82.7 2.5 9.4 5.4
認可保育所 449 210 98 110 31 449 322 22 69 36
 100.0 46.8 21.8 24.5 6.9 100.0 71.7 4.9 15.4 8.0
その他 66 23 21 17 5 66 48 2 10 6
 100.0 34.8 31.8 25.8 7.6 100.0 72.7 3.0 15.2 9.1
利用していない 231 131 26 46 28 231 171 4 26 30
 100.0 56.7 11.3 19.9 12.1 100.0 74.0 1.7 11.3 13.0

全体　上段／実数

　　　下段／％

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

最
も
利
用
し
て
い
る

教
育
・
保
育
事
業

【表 母親の就労タイプ・最も利用している教育・保育事業別 

土曜日、日曜日・祝日の定期的な教育・保育サービスの利用希望】 

                  ＜土曜日＞              ＜日曜日・祝日＞ 
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27.6 33.7 34.2 4.6 

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

長期休暇期間

(N=196)

（２）長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望 

「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。 

問12 あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用を希

望しますか。希望がある場合は、（ ）内に利用したい時間帯を、２４時間制でご記入ください。 

(例 ： ９時００分～１８時３０分) 

※これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

 

長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望は、「休みの期間中、週に数日利用したい」が

34.2％で最も多く、次いで「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が 33.7％で、「利用する必

要はない」は 27.6％となっている。 

希望時間帯の平均は、利用開始時刻では 8.5 時から、利用終了時刻では 16.2 時までとなっ

ている。 

 

最も利用している教育・保育事業別にみると、幼稚園では「休みの期間中、週に数日利用し

たい」（33.7％）と「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」（33.2％）が３割を超えている。 

 

【図 長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望】 
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無
回
答 

 

 

 

 

 

【図 長期休暇期間中の教育・保育事業の希望時間帯】 

  

＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

1.5 

0.8 

23.3 

10.5 

16.5 

15.8 

18.0 

13.5 

0.0 

0 20 40 60 80 100

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

(%)

2.3 

31.6 

65.4 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

(N=133)
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あった

72.6%

なかった

20.4%

無回答

7.0%

(N=731)

 全
 
 
体

あ
っ

た

な
か
っ

た

無
回
答

731 531 149 51

100.0 72.6 20.4 7.0
０歳児 36 25 8 3
 100.0 69.4 22.2 8.3
１歳児 77 62 12 3
 100.0 80.5 15.6 3.9
２歳児 101 79 13 9
 100.0 78.2 12.9 8.9
３歳児 144 101 38 5
 100.0 70.1 26.4 3.5
４歳児 185 135 41 9
 100.0 73.0 22.2 4.9
５歳児 182 126 34 22
 100.0 69.2 18.7 12.1

全体　上段／実数

　　　下段／％

年
齢

 

 

 

（１）病気等で教育・保育事業が利用できなかったこと 

平日の定期的な教育・保育事業を利用していると答えた方（問９で「1」に○をつけた方）にうかが

います。 

問13 この１年間に、お子さんが病気やケガで通常の教育・保育事業が利用できなかったことはありま

すか。 

 

病気等で教育・保育事業が利用できなかったことは、「あった」が 72.6％で、「なかった」が

20.4％となっている。 

 

子どもの年齢別にみると、１歳児と２歳児では「あった」が多くなっている。 

 

【図 病気等で教育・保育事業が利用できなかったこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 年齢別 病気等で教育・保育事業が利用できなかったこと】 

 

 

 

 

 

  

５．子どもの病気の際の対応について 
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26.9 

74.8 

45.6 

15.4 

0.2 

0.4 

3.4 

0.6 

0 20 40 60 80

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）

親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち

就労していない方が子どもをみた

ベビーシッターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

(N=531) (MA%)

（２）病気等で教育・保育事業が利用できなかったときの対処方法 

病気やケガで利用できなかったことがある方(問13で「１」に〇をつけた方)にうかがいます。 

問13－１ 普段利用している教育・保育事業が利用できなかった場合、どのように対処されましたか。 

あてはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの日数も（ ）内に数字でご記入ください。（半

日程度の対応の場合も１日とカウントしてください） 

 

病気等で教育・保育事業が利用できなかったときの対処方法は、「母親が休んだ」が 74.8％

で最も多く、７割を超えている。次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらっ

た」45.6％、「父親が休んだ」26.9％となっている。 

病気等で教育・保育事業が利用できなかったときの対処の日数の平均は、「父親又は母親の

うち就労していない方が子どもをみた」が年 9.0日で最も多く、次いで「母親が休んだ」年 8.9

日、「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」年 7.8日となっている。 

 

病気等で教育・保育事業が利用できなかったときの対処方法を子どもの年齢別にみると、２

歳児までは「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」が、３歳児以上と比べて多くなっている。 

母親の就労タイプ別にみると、フルタイム（休業中含む）では「父親が休んだ」が 37.6％と

多くなっている。 

 

【図 病気等で教育・保育事業が利用できなかったときの対処方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

託児所に預けた、育休中、交互にみた、自営業なので仕事をしながらみた、職場の託児所、職

場に子どもを連れていった、育休中の為家にいた 等 
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父親又は母親のうち
就労していない方が
子どもをみた

ベビーシッターを
利用した

仕方なく子どもだけ
で留守番をさせた

その他

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

0.0 

8.5 

4.9 

6.1 

15.9 

3.7 

8.5 

1.2 

0.0 

13.4 

0.0 

20.7 

17.1 

0 20 40 60 80 100 (%)

(N=82)

6.2 

14.9 

10.3 

4.5 

19.8 

1.7 

4.5 

0.4 

0.0 

16.5 

0.0 

13.2 

7.9 

0 20 40 60 80 100

(N=242)

4.3 

9.3 

16.4 

2.5 

14.9 

1.8 

5.0 

0.8 

0.0 

17.6 

0.0 

19.1 

8.3 

0 20 40 60 80 100

(N=397)

19.6 

18.2 

18.2 

3.5 

21.0 

0.7 

3.5 

0.0 

0.0 

7.0 

0.0 

4.2 

4.2 

0 20 40 60 80 100

年１日

年２日

年３日

年４日

年５日

年６日

年７日

年８日

年９日

年10日

年11日

年12日以上

無回答

(N=143)

5.6 

0.0 

0.0 

5.6 

33.3 

5.6 

5.6 

0.0 

0.0 

16.7 

0.0 

5.6 

22.2 

0 20 40 60 80 100 (%)

(N=18)

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

(N=2)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

年１日

年２日

年３日

年４日

年５日

年６日

年７日

年８日

年９日

年10日

年11日

年12日以上

無回答

(N=1)

【図 病気等で教育・保育事業が利用できなかったときの対処の日数】 
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 全
 
 
体

父
親
が
休
ん
だ

母
親
が
休
ん
だ

（

同
居
者
を
含
む
）

親
族
・
知
人

に
子
ど
も
を
み
て
も
ら
っ

た

父
親
又
は
母
親
の
う
ち
就
労
し
て

い
な
い
方
が
子
ど
も
を
み
た

ベ
ビ
ー

シ
ッ

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

531 143 397 242 82 1 2 18 3

100.0 26.9 74.8 45.6 15.4 0.2 0.4 3.4 0.6
０歳児 25 11 22 16 1      -      -      -      -
 100.0 44.0 88.0 64.0 4.0      -      -      -      -
１歳児 62 22 60 36 3      -      - 1      -
 100.0 35.5 96.8 58.1 4.8      -      - 1.6      -
２歳児 79 32 67 46 3 1      - 3      -
 100.0 40.5 84.8 58.2 3.8 1.3      - 3.8      -
３歳児 101 29 72 35 22      - 1 4 2
 100.0 28.7 71.3 34.7 21.8      - 1.0 4.0 2.0
４歳児 135 31 93 57 27      -      - 6      -
 100.0 23.0 68.9 42.2 20.0      -      - 4.4      -
５歳児 126 18 81 51 26      - 1 4 1
 100.0 14.3 64.3 40.5 20.6      - 0.8 3.2 0.8
フルタイム 271 102 223 162 10 1 1 15 1
（休業中含む） 100.0 37.6 82.3 59.8 3.7 0.4 0.4 5.5 0.4
パートタイム・アルバイト等 167 28 153 61 11      - 1      - 1
（休業中含む） 100.0 16.8 91.6 36.5 6.6      - 0.6      - 0.6
就労していない 80 9 17 12 58      -      - 3 1
 100.0 11.3 21.3 15.0 72.5      -      - 3.8 1.3

全体　上段／実数

　　　下段／MA％

年
齢

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

【表 年齢・母親の就労タイプ別 病気等で教育・保育事業が利用できなかったときの対処方法】 
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病児・病後児

保育施設等が

あれば

利用したい

51.5%

利用したい

とは思わない

47.1%

無回答

1.5%

(N=410)

0.5 

1.4 

10.0 

0.5 

18.0 

2.4 

5.7 

0.0 

0.0 

30.3 

0.0 

15.2 

16.1 

0 20 40

年１日

年２日

年３日

年４日

年５日

年６日

年７日

年８日

年９日

年10日

年11日

年12日以上

無回答

(%)(N=211)

（３）病児・病後児保育施設等の利用希望 

問13-1で「１．父親が休んだ」または「２．母親が休んだ」に〇をつけた方にうかがいます。 

問13－２ 香南市には現在、病児・病後児保育を行っている施設はありませんが、「病児・病後児保育施

設等があれば利用したい」と思われますか。※利用にあたっては、一定の利用料がかかりま

す。 

 

病児・病後児保育施設等の利用希望は、「病児・病後児保育施設等があれば利用したい」が

51.5％で、「利用したいとは思わない」が 47.1％となっている。 

利用希望日数は、「年 10日」が 30.3％で最も多く、次いで「年５日」18.0％、「年 12日以上」

15.2％となっており、平均は年 10.4日となっている。 

 

病児・病後児保育施設等の利用希望を子どもの年齢別にみると、１歳児では「病児・病後児

保育施設等があれば利用したい」が７割弱と多くなっている。 

 

【図 病児・病後児保育施設等の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 病児・病後児保育施設等の利用希望日数】 
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 全
 
 
体

病
児
・
病
後
児
保
育
施
設
等
が
あ

れ
ば
利
用
し
た
い

利
用
し
た
い
と
は
思
わ
な
い

無
回
答

410 211 193 6

100.0 51.5 47.1 1.5
０歳児 22 13 9      -
 100.0 59.1 40.9      -
１歳児 61 41 20      -
 100.0 67.2 32.8      -
２歳児 71 36 35      -
 100.0 50.7 49.3      -
３歳児 74 38 33 3
 100.0 51.4 44.6 4.1
４歳児 97 46 49 2
 100.0 47.4 50.5 2.1
５歳児 83 37 45 1
 100.0 44.6 54.2 1.2

全体　上段／実数

　　　下段／％

年
齢

【表 年齢別 病児・病後児保育施設等の利用希望】 
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61.1 

30.6 

15.0 

31.6 

24.9 

26.4 

17.1 

1.0 

0 20 40 60 80

病児・病後児を他人にみてもらうのは不安

病児・病後児保育施設の質が不安

利便性（立地や利用可能時間など）が不安

利用料がかかる

子どもをみる人がいる

制度についてよく知らない

その他

無回答

(N=193) (MA%)

（４）病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由 

問13-2で「2．利用したいと思わない」に〇をつけた方にうかがいます。 

問13－３ 病児･病後児保育施設を利用したいと思わない理由について、あてはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

 

病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由は、「病児・病後児を他人にみてもら

うのは不安」が 61.1％で最も多く、６割を超えている。次いで「利用料がかかる」（31.6％）

と「病児・病後児保育施設の質が不安」（30.6％）が３割台となっている。 

 

【図 病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

職場に病児保育が出来る託児所あり、他の病気の感染が心配、子どもが嫌がると思う、休み

が容易にとれるから、入院するため、病児は自分で看たい 等 

 

 

  



38 

4.7 

3.2 

0.0 

0.4 

0.5 

85.4 

6.3 

0 20 40 60 80 100

一時預かり（私用など理由を問わず保育所などで

一時的に子どもを保育する事業）

幼稚園の預かり保育（通常の教育時間の前後に

預かる事業のうち、不定期に利用する場合のみ）

夜間養護等事業：トワイライトステイ（児童養護

施設等での休日・夜間、子どもを保護する事業）

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

(N=963) (MA%)

 

 

（１）不定期に利用している教育・保育事業 

問14 あて名のお子さんについて、私用、保護者の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用してい

る事業はありますか。 

ある場合はあてはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの日数も（ ）内に数字でご記入くださ

い。（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください） 

 

不定期に利用している教育・保育事業は、「利用していない」が 85.4％となっている。「一時

預かり（私用など理由を問わず保育所などで一時的に子どもを保育する事業）」は 4.7％、「幼

稚園の預かり保育（通常の教育時間の前後に預かる事業のうち、不定期に利用する場合のみ）」

3.2％となっている。 

利用している不定期の教育・保育事業の平均は、「幼稚園の預かり保育（通常の教育時間の

前後に預かる事業のうち、不定期に利用する場合のみ）」が年 60.0日で最も多く、次いで「ベ

ビーシッター」年 36.0日、「一時預かり（私用など理由を問わず保育所などで一時的に子ども

を保育する事業）」年 20.4日となっている。 

 

【図 不定期に利用している教育・保育事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

託児所 等 

 

 

  

６．不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 
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一時預かり（私用など
理由を問わず保育所な
どで一時的に子どもを
保育する事業）

幼稚園の預かり保育
（通常の教育時間の
前後に預かる事業の
うち、不定期に利用
する場合のみ）

16.1 

12.9 

3.2 

12.9 

0.0 

3.2 

0.0 

29.0 

22.6 

0 20 40 60 (%)

(N=31)

28.9 

15.6 

4.4 

8.9 

4.4 

2.2 

0.0 

17.8 

17.8 

0 20 40 60

年５日以内

年６日～10日

年11日～15日

年16日～20日

年21日～25日

年26日～30日

年31日～35日

年36日以上

無回答

(N=45)

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

ベビーシッター その他

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

40.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20.0 

40.0 

0 20 40 60 (%)

(N=5)

0.0 

0.0 

25.0 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

25.0 

0 20 40 60

(N=4)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60

年１日

年２日

年３日

年４日

年５日

年６日

年７日

年８日

年９日

年10日

年11日

年12日以上

無回答

(N=0)

【図 不定期に利用している事業の利用日数】 
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利用したい

36.9%

利用する

必要はない

55.0%

無回答

8.1%

(N=963)

55.8 

69.6 

31.3 

2.8 

4.8 

0 20 40 60 80

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や

保護者の習い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、

子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院 等

不定期の就労

その他

無回答

(N=355) (MA%)

（２）利用したい不定期の教育・保育事業 

問15 あて名のお子さんについて、私用、保護者の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事

業を利用する必要があると思いますか。 

利用希望についてあてはまる番号・記号すべてに○をつけ、（ ）内に必要な日数をご記入くださ

い。なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

 

不定期の教育・保育事業の利用希望は、「利用したい」が 36.9％で、「利用する必要はない」

が 55.0％となっている。 

不定期の教育・保育事業を必要とする目的は、「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を

含む）や親の通院等」が 69.6％で最も多く、次いで「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）

や保護者の習い事等）、リフレッシュ目的」55.8％、「不定期の就労」31.3％となっている。 

利用したい不定期の教育・保育事業の日数の平均は、「不定期の就労」が年 30.0日で最も多

く、次いで「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や保護者の習い事等）、リフレッシュ目

的」年 11.3日、「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」年 8.0日と

なっており、合計では年 24.9日となっている。 

 

【図 不定期の教育・保育事業の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 不定期の教育・保育事業を必要とする目的】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

通常利用している事業が休みの場合、仕事が休めない時 
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＜合計＞

17.7 

21.4 

11.0 

11.3 

5.6 

5.1 

1.4 

14.9 

11.5 

0 20 40 60 80

年５日以内

年６日～10日

年11日～15日

年16日～20日

年21日～25日

年26日～30日

年31日～35日

年36日以上

無回答

(%)

(N=355)

私用（買物、子ども
（兄弟姉妹を含む）や
保護者の習い事等）、
リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、
子ども（兄弟姉妹を
含む）や親の通院 等

不定期の就労 その他

70.0 

10.0 

0.0 

10.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

0 20 40 60 80 (%)

(N=10)

27.0 

15.3 

7.2 

9.0 

2.7 

8.1 

0.0 

21.6 

9.0 

0 20 40 60 80

(N=111)

43.3 

31.6 

8.1 

2.8 

0.4 

4.0 

0.0 

0.8 

8.9 

0 20 40 60 80

(N=247)

33.8 

26.8 

15.7 

4.0 

5.1 

3.0 

0.0 

6.1 

5.6 

0 20 40 60 80

年５日以内

年６日～10日

年11日～15日

年16日～20日

年21日～25日

年26日～30日

年31日～35日

年36日以上

無回答

(N=198)

【図 利用したい不定期の教育・保育事業の日数】 
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あった

22.2%

なかった

75.9%

無回答

1.9%

(N=963)

88.8 

0.5 

0.9 

16.4 

1.4 

1.4 

0 20 40 60 80 100

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した

（児童養護施設等で一定期間、子どもを保護する事業）

ショートステイ以外の保育事業

（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した

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

(N=214) (MA%)

（３）子どもを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならなかったこと 

問16 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、あて名のお子さん

を泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか。 

あった場合は、この１年間の対処方法としてあてはまる番号・記号すべてに○をつけ、（ ）内に

数字でご記入ください。 

 

子どもを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならなかったことは、「あった」が 22.2％

で、「なかった」が 75.9％となっている。 

泊りがけで家族以外にみてもらう必要があった際の対処方法は、「（同居者を含む）親族・知

人にみてもらった」が 88.8％で最も多く９割弱で、次いで「仕方なく子どもを同行させた」が

16.4％となっている。 

泊りがけで家族以外にみてもらう必要があった泊数の平均は、「その他」が年 17.5泊で最も

多く、次いで「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」年 9.4泊、「短期入所生活援助事

業（ショートステイ）を利用した（児童養護施設等で一定期間、子どもを保護する事業）」年

7.0泊となっている。 

 

【図 子どもを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならなかったこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 泊りがけで家族以外にみてもらう必要があった際の対処方法】 
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（同居者を含む）
親族・知人にみて
もらった

短期入所生活援助事業
（ショートステイ）を
利用した（児童養護
施設等で一定期間、
子どもを保護する
事業）

ショートステイ以外の
保育事業（認可外保育
施設、ベビーシッター
等）を利用した

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

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100 (%)

(N=2)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

(N=1)

17.4 

13.7 

14.7 

3.7 

16.3 

3.2 

2.6 

0.0 

0.0 

9.5 

0.0 

15.3 

3.7 

0 20 40 60 80 100

年１泊

年２泊

年３泊

年４泊

年５泊

年６泊

年７泊

年８泊

年９泊

年10泊

年11泊

年12泊以上

無回答

(N=190)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33.3 

33.3 

0 20 40 60 80 100 (%)

(N=3)

0.0 

33.3 

0.0 

0.0 

33.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33.3 

0 20 40 60 80 100

(N=3)

11.4 

17.1 

8.6 

2.9 

22.9 

0.0 

2.9 

0.0 

0.0 

5.7 

0.0 

2.9 

25.7 

0 20 40 60 80 100

年１泊

年２泊

年３泊

年４泊

年５泊

年６泊

年７泊

年８泊

年９泊

年10泊

年11泊

年12泊以上

無回答

(N=35)

【図 泊りがけで家族以外にみてもらう必要があった泊数】 
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利用

している

9.0%

利用

していない

89.8%

無回答

1.1%

(N=963)

1.1 

5.7 

10.3 

17.2 

19.5 

9.2 

13.8 

18.4 

4.6 

0 10 20

月20回（週５回）以上

月16回（週４回）～月19回

月12回（週３回）～月15回

月８回（週２回）～月11回

月４回（週１回）～月７回

月３回

月２回

月１回

無回答

(%)(N=87)

 

（１）地域子育て支援センターの利用状況 

問17 あて名のお子さんは、現在、地域子育て支援センター（親子が集まって過ごしたり、相談したり、

情報提供を受けたりする場所）を利用していますか。 

また、おおよその利用回数を（ ）内に数字でご記入ください。 

 

地域子育て支援センターの利用状況は、「利用している」が9.0％、「利用していない」が89.8％

となっている。 

利用日数は、「月４回（週１回）～月７回」が 19.5％で最も多く、次いで「月１回」18.4％、

「月８回（週２回）～月 11回」17.2％となり、平均では月 5.6回となっている。 

 

地域子育て支援センターの利用状況を子どもの年齢別にみると、０歳児では「利用している」

が 24.4％と多くなっており、年齢が上がるにつれて「利用している」割合は少なくなっている。 

最も利用している教育・保育事業別にみると、教育・保育事業を利用していないでは「利用

している」が３割を超えている。 

 

【図 地域子育て支援センターの利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 地域子育て支援センターの利用日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７．地域子育て支援センターの利用状況について 
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 全
 
 
体

利
用
し
て
い
る

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

963 87 865 11

100.0 9.0 89.8 1.1
０歳児 164 40 123 1
 100.0 24.4 75.0 0.6
１歳児 127 21 104 2
 100.0 16.5 81.9 1.6
２歳児 140 16 123 1
 100.0 11.4 87.9 0.7
３歳児 154 4 149 1
 100.0 2.6 96.8 0.6
４歳児 187      - 184 3
 100.0      - 98.4 1.6
５歳児 184 4 178 2
 100.0 2.2 96.7 1.1
幼稚園 202 5 193 4
 100.0 2.5 95.5 2.0
認可保育所 449 4 442 3
 100.0 0.9 98.4 0.7
その他 66 6 59 1
 100.0 9.1 89.4 1.5
利用していない 231 72 156 3
 100.0 31.2 67.5 1.3

全体　上段／実数

　　　下段／％

年
齢

最
も
利
用
し
て
い
る

教
育
・
保
育
事
業

【表 年齢・最も利用している教育・保育事業別 地域子育て支援センターの利用状況】 
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利用して

いないが、

今後

利用したい

20.1%

すでに利用

しているが、

今後利用日数

を増やしたい

4.7%

新たに

利用したり、

利用日数を増

やしたいとは

思わない

64.7%

無回答

10.5%

(N=963)

（２）地域子育て支援センターの利用希望 

問18 問17の地域子育て支援センターについて、「今は利用していないが、できれば今後利用したい」あ

るいは、「利用日数を増やしたい」という希望がありますか。 

希望がある場合は（ ）内におおよその利用希望回数をご記入ください。 

 

地域子育て支援センターの利用希望は、「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思

わない」が 64.7％となっており、「利用していないが、今後利用したい」は 20.1％、「すでに

利用しているが、今後利用日数を増やしたい」は 4.7％となっている。 

利用希望回数は、「利用していないが、今後利用したい」では、「月１回」が 37.6％で最も多

く、次いで「月４回（週１回）～月７回」が 16.0％で、平均では月 3.8回となっている。 

「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」では、「月１回」が 24.4％で最も多

く、次いで「月２回」13.3％、「月４回（週１回）～月７回」11.1％となっている。 

 

地域子育て支援センターの利用希望を住居地区別にみると、吉川町と野市町、香我美町では

「利用していないが、今後利用したい」が２割前後と多くなっている。 

子どもの年齢別にみると、０歳児では「利用していないが、今後利用したい」が４割を超え

ており、「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」も１割を超えている。 

母親の就労タイプ別にみると、就労していないでは「利用していないが、今後利用したい」

が３割を超え、「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」も１割を超えている。 

 

【図 地域子育て支援センターの利用希望】 
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利用していないが、
今後利用したい

すでに利用しているが、
今後利用日数を
増やしたい

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11.1 

8.9 

13.3 

24.4 

42.2 

0 20 40 60 (%)

(N=45)

2.1 

0.5 

5.2 

8.2 

16.0 

4.1 

11.9 

37.6 

14.4 

0 20 40 60

月20回（週５回）以上

月16回（週４回）～月19回

月12回（週３回）～月15回

月８回（週２回）～月11回

月４回（週１回）～月７回

月３回

月２回

月１回

無回答

(N=194)

 全
 
 
体

利
用
し
て
い
な
い
が
、

今
後
利
用

し
た
い

す
で
に
利
用
し
て
い
る
が
、

今
後

利
用
日
数
を
増
や
し
た
い

新
た
に
利
用
し
た
り
、

利
用
日
数

を
増
や
し
た
い
と
は
思
わ
な
い

無
回
答

963 194 45 623 101

100.0 20.1 4.7 64.7 10.5
赤岡町 65 8      - 48 9
 100.0 12.3      - 73.8 13.8
香我美町 139 27 9 86 17
 100.0 19.4 6.5 61.9 12.2
野市町 659 143 30 427 59
 100.0 21.7 4.6 64.8 9.0
夜須町 58 7 3 37 11
 100.0 12.1 5.2 63.8 19.0
吉川町 37 9 3 23 2
 100.0 24.3 8.1 62.2 5.4
０歳児 164 68 24 61 11
 100.0 41.5 14.6 37.2 6.7
１歳児 127 25 10 84 8
 100.0 19.7 7.9 66.1 6.3
２歳児 140 24 7 95 14
 100.0 17.1 5.0 67.9 10.0
３歳児 154 31 3 102 18
 100.0 20.1 1.9 66.2 11.7
４歳児 187 24      - 144 19
 100.0 12.8      - 77.0 10.2
５歳児 184 21 1 135 27
 100.0 11.4 0.5 73.4 14.7
フルタイム 430 72 11 303 44
（休業中含む） 100.0 16.7 2.6 70.5 10.2
パートタイム・アルバイト等 241 31 3 180 27
（休業中含む） 100.0 12.9 1.2 74.7 11.2
就労していない 270 88 31 131 20
 100.0 32.6 11.5 48.5 7.4

全体　上段／実数

　　　下段／％

居
住
地
区

年
齢

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

【図 地域子育て支援センターの利用希望回数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 居住地区・年齢・母親の就労タイプ別 地域子育て支援センターの利用希望】 
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（１）小学校就学後の放課後の過ごし方 

あて名のお子さんが来年小学校に入学する方に、小学校就学後の放課後の過ごし方についてうかが

います。 

問19 あて名のお子さんについて、小学校入学後に放課後（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。（○はいくつでも） 

また、それぞれ希望する週当たり日数、「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望する時間も

（ ）内に数字でご記入ください。 

※時間は24時間制でご記入ください(例 ： １８時００分) 。 

※先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

 

小学校就学後の放課後の過ごし方は、小学校１～３年生では「放課後児童クラブ」が 59.2％

で最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」32.6％、「放課後

子ども教室」20.1％となっている。 

小学校４～６年生では「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 30.4％で

最も多く、次いで「放課後児童クラブ」26.1％、「自宅で留守番」25.5％となっている。 

 

放課後の過ごし方の日数の平均は、小学校１～３年生では「放課後児童クラブ」が週 4.7日

で最も多く、次いで「その他」週 4.3 日、「児童館」週 3.9 日となっており、放課後児童クラ

ブの希望時間帯は平均で 17.8時までとなっている。 

小学校４～６年生では「ファミリー・サポート・センター」が週 5.0日で最も多く、次いで

「放課後児童クラブ」週 4.3 日、「自宅で留守番」週 3.9 日となっており、放課後児童クラブ

の希望時間帯は平均で 17.8時までとなっている。 

 

小学校就学後の放課後の過ごし方で小学校１～３年生の時について母親の就労タイプ別に

みると、フルタイム（休業中含む）では「放課後児童クラブ」が 73.0％と多くなっている。 

 

小学校就学後の放課後の過ごし方で小学校４～６年生の時について母親の就労タイプ別に

みると、小学校１～３年生の時に比べて就労タイプによる違いは小さくなっている。 

  

８．小学校就学後の放課後の過ごし方について 
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＜小学校１～３年生＞ ＜小学校４～６年生＞

13.6 

19.6 

32.6 

59.2 

20.1 

8.7 

1.6 

17.9 

1.6 

7.1 

0 20 40 60 80

自宅で留守番

祖父母宅や保護者の友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾など）

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

児童館

ファミリー・サポート・センター

子ども同士で遊ぶ

その他

無回答

(N=184)

25.5 

10.9 

30.4 

26.1 

15.2 

6.0 

1.1 

24.5 

2.2 

29.3 

0 20 40 60 80 (MA%)

【図 小学校就学後の放課後の過ごし方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

事業所内託児所、職場、自宅で家族と過ごす 等 
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 全

 
 

体

自

宅
で

留
守

番

祖

父
母

宅
や

保
護

者
の

友

人

・

知

人
宅

習

い
事
（

ピ

ア
ノ

教
室
、

サ
ッ

カ
ー

ク

ラ
ブ
、

学

習
塾

な

ど
）

放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ

放

課
後

子
ど

も
教

室

児

童
館

フ
ァ

ミ

リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ

ン
タ
ー

子

ど
も

同
士

で
遊

ぶ

そ

の
他

無

回
答

184 25 36 60 109 37 16 3 33 3 13

100.0 13.6 19.6 32.6 59.2 20.1 8.7 1.6 17.9 1.6 7.1

フルタイム 89 10 21 22 65 16 6 3 7 1 3

（休業中含む） 100.0 11.2 23.6 24.7 73.0 18.0 6.7 3.4 7.9 1.1 3.4
パートタイム・アルバイト等 57 9 13 18 34 14 9      - 10 2 3
（休業中含む） 100.0 15.8 22.8 31.6 59.6 24.6 15.8      - 17.5 3.5 5.3

就労していない 34 6      - 20 8 5 1      - 15      - 6
 100.0 17.6      - 58.8 23.5 14.7 2.9      - 44.1      - 17.6

全体　上段／実数

　　　下段／MA％

母
親

の
就

労

タ

イ
プ

 全

 
 

体

自

宅
で

留
守

番

祖

父
母

宅
や

保
護

者
の

友

人

・

知

人
宅

習

い
事
（

ピ

ア
ノ

教
室
、

サ
ッ

カ
ー

ク

ラ
ブ
、

学

習
塾

な

ど
）

放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ

放

課
後

子
ど

も
教

室

児

童
館

フ
ァ

ミ

リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ

ン
タ
ー

子

ど
も

同
士

で
遊

ぶ

そ

の
他

無

回
答

184 47 20 56 48 28 11 2 45 4 54

100.0 25.5 10.9 30.4 26.1 15.2 6.0 1.1 24.5 2.2 29.3

フルタイム 89 19 12 19 27 14 4 2 12 2 31

（休業中含む） 100.0 21.3 13.5 21.3 30.3 15.7 4.5 2.2 13.5 2.2 34.8
パートタイム・アルバイト等 57 20 6 21 16 10 6      - 19 1 10
（休業中含む） 100.0 35.1 10.5 36.8 28.1 17.5 10.5      - 33.3 1.8 17.5

就労していない 34 7      - 16 5 4 1      - 12 1 12
 100.0 20.6      - 47.1 14.7 11.8 2.9      - 35.3 2.9 35.3

全体　上段／実数

　　　下段／MA％

母
親

の
就

労

タ

イ
プ

【表 年齢・母親の就労タイプ別 小学校就学後の放課後の過ごし方】 

＜小学校１～３年生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学校４～６年生＞ 
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その他

放課後児童クラブ

子ども同士で遊ぶ

自宅で留守番
祖父母宅や保護者の
友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、
サッカークラブ、
学習塾など）

放課後子ども教室 児童館
ファミリー・
サポート・センター

0.9 

4.6 

5.5 

8.3 

77.1 

3.7 

0.0 

0 20 40 60 80
(%)

(N=109)

35.0 

45.0 

13.3 

3.3 

3.3 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

(N=60)

11.1 

19.4 

13.9 

5.6 

50.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

(N=36)

16.0 

24.0 

28.0 

4.0 

24.0 

0.0 

4.0 

0 20 40 60 80

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

(N=25)

21.2 

33.3 

24.2 

3.0 

12.1 

3.0 

3.0 

0 20 40 60 80 (%)

(N=33)

33.3 

0.0 

0.0 

0.0 

66.7 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

(N=3)

12.5 

18.8 

6.3 

6.3 

43.8 

12.5 

0.0 

0 20 40 60 80

(N=16)

16.2 

10.8 

24.3 

2.7 

43.2 

2.7 

0.0 

0 20 40 60 80

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

(N=37)

0.0 

0.0 

33.3 

0.0 

66.7 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

(%)

(N=3)

＜下校時からの時間＞

0.0 

0.0 

8.3 

15.6 

46.8 

27.5 

0.9 

0.9 

0 20 40 60 80

14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

(N=109)

【図 小学校就学後の放課後の過ごし方の日数（小学校１～３年生）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 放課後児童クラブの希望時間帯（小学校１～３年生）】 
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＜下校時からの時間＞

0.0 

0.0 

10.4 

10.4 

47.9 

31.3 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

(N=48)

放課後児童クラブ

放課後子ども教室 児童館
ファミリー・
サポート・センター

子ども同士で遊ぶ

その他

自宅で留守番
祖父母宅や保護者の
友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、
サッカークラブ、
学習塾など）

4.2 

10.4 

10.4 

4.2 

66.7 

4.2 

0.0 

0 20 40 60 80
(%)

(N=48)

19.6 

39.3 

30.4 

5.4 

5.4 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

(N=56)

20.0 

15.0 

10.0 

0.0 

55.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

(N=20)

8.5 

6.4 

29.8 

2.1 

48.9 

2.1 

2.1 

0 20 40 60 80

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

(N=47)

13.3 

33.3 

28.9 

2.2 

17.8 

2.2 

2.2 

0 20 40 60 80 (%)

(N=45)

0 20 40 60 80

(N=2)

9.1 

27.3 

9.1 

9.1 

45.5 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

(N=11)

17.9 

10.7 

21.4 

3.6 

42.9 

3.6 

0.0 

0 20 40 60 80

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

(N=28)

25.0 

0.0 

25.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

(%)

(N=4)

100.0

【図 小学校就学後の放課後の過ごし方の日数（小学校４～６年生）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 放課後児童クラブの希望時間帯（小学校４～６年生）】 
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31.8 

11.8 

57.3 

13.6 

5.5 

30.0 

46.4 

72.7 

8.2 

8.2 

10.0 

4.5 

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

土曜日

日曜・祝日

長期休暇

(N=110)

＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

2.0 

6.0 

2.0 

4.0 

2.0 

8.0 

42.0 

26.0 

2.0 

6.0 

0 20 40 60 80 100

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

4.0 

46.0 

40.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

8.0 

0 20 40 60 80 100

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

(N=50)

（２）放課後児童クラブの利用希望 

問19で「４．放課後児童クラブ」に○をつけた方にうかがいます。 

問20 あて名のお子さんについて、土、日、祝日および長期休暇(春・夏・冬休み)に、放課後児童クラ

ブの利用希望はありますか。（○は１つ） 

※利用したい時間帯を（ ）内に24時間制でご記入ください。(例 ： ９時００分～１８時３０分) 

 

放課後児童クラブの土曜日の利用希望は、「利用する必要はない」が 46.4％で、「小学校１～

３年生の間は利用したい」は 31.8％、「小学校４～６年生になっても利用したい」は 13.6％と

なっている。 

日曜・祝日では、「利用する必要はない」が 72.7％で、「小学校１～３年生の間は利用したい」

は 11.8％、「小学校４～６年生になっても利用したい」は 5.5％となっている。 

長期休暇では、「小学校１～３年生の間は利用したい」が 57.3％で、「小学校４～６年生にな

っても利用したい」（30.0％）と合わせて『利用したい』が９割弱となっている。 

利用希望時間帯の平均は、土曜日では 8.4 時から 17.3 時まで、日曜・祝日では 8.0 時から

18.0時まで、長期休暇では 8.2時から 17.7時までとなっている。 

 

【図 放課後児童クラブの利用希望】 

 

小
学
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１
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年
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間
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用
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た
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年
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て

も
利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要

は
な
い 

無
回
答 

 

 

 

 

 

 

 

【図 土曜日の希望時間帯】 
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＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15.8 

36.8 

31.6 

5.3 

10.5 

0 20 40 60 80 100

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

10.5 

52.6 

26.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.5 

0 20 40 60 80 100

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

(N=19)

＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

1.0 

0.0 

0.0 

1.0 

9.4 

15.6 

33.3 

32.3 

1.0 

6.3 

0 20 40 60 80 100

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

3.1 

57.3 

30.2 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

7.3 

0 20 40 60 80 100

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

(N=96)

【図 日曜・祝日の希望時間帯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 長期休暇の希望時間帯】 
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①育児休業給

付、②保険料

免除のいずれ

も知っていた

36.0%

①育児休業給

付のみ知って

いた

38.5%

②保険料

免除のみ

知っていた

2.4%

①育児休業

給付、

②保険料免除

のいずれも

知らなかった

19.8%

無回答

3.2%

(N=963)

 

 

（１）育児休業制度の認知状況 

問21 育児休業の取得に関して、下のような仕組みがありますが、そのことをご存じでしたか。 

①育児休業給付・・・子どもが原則１歳（保育所における保育の実施が行われないなど一定の要

件を満たす場合は１歳６月）になるまで育児休業給付が支給される仕組み 

②保険料免除・・・子どもが満３歳になるまでの育児休業等（法定の育児休業及び企業が法定を

上回る期間設けた育児休業に準ずる措置）期間について健康保険及び厚生年金保険の保険料が免

除になる仕組み 

 

育児休業制度の認知状況は、「①育児休業給付のみ知っていた」が 38.5％で最も多く、次い

で「①育児休業給付、②保険料免除のいずれも知っていた」が 36.0％で、「①育児休業給付、

②保険料免除のいずれも知らなかった」は 19.8％となっている。 

 

【図 育児休業制度の認知状況】 

 

 

 

 

 

  

９．職場の両立支援制度について 
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働いて

いなかった

43.5%

取得した

（取得中

である）

36.6%

取得

していない

17.5%

無回答

2.4%

(N=963)

働いて

いなかった

0.9%

取得した

（取得中

である）

1.2%

取得

していない

84.6%

無回答

13.2%

(N=963)

（２）育児休業の取得状況 

問22 あて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お答えください。（○は１つ） 

また、取得していない方はその理由について、理由欄の番号をご記入ください。（いくつでも） 

 

育児休業の取得状況は、母親では「働いていなかった」が 43.5％で最も多く、次いで「取得

した（取得中である）」36.6％、「取得していない」17.5％となっている。 

父親では「取得していない」が 84.6％を占めており、「取得した（取得中である）」は 1.2％

となっている。 

 

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

36.1％で最も多く、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）」

と「その他」がそれぞれ 17.2％となっている。 

父親では「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」が 31.3％で最も多く、次いで「配偶者が育児休業制度を利用した」26.7％、「仕事が忙

しかった」26.6％となっている。 

 

【図 育児休業の取得状況】 

＜母親＞                 ＜父親＞ 
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18.9 

26.6 

0.1 

1.8 

1.7 

20.5 

0.7 

26.7 

31.3 

0.5 

6.4 

0.4 

1.3 

0.0 

6.0 

5.3 

0 20 40 (MA%)

(N=815)

7.7 

11.2 

1.8 

3.6 

0.0 

6.5 

1.8 

0.0 

5.3 

36.1 

17.2 

11.8 

3.0 

1.8 

17.2 

4.1 

0 20 40

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（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

(N=169)

【図 育児休業を取得していない理由】 

              ＜母親＞         ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

自営業のため、育児休暇とは別に休みを取った、再就職から１年経っていなかったから 等 
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育児休業取得

後、職場に

復帰した

77.3%

現在も育児

休業中である

13.9%

育児休業中に

離職した

6.0%

無回答

2.8%

(N=352)

育児休業取得

後、職場に

復帰した

50.0%

無回答

50.0%

(N=12)

（３）育児休業後の職場復帰状況 

問22で「2. 取得した（取得中である）」に○をつけた方にうかがいます。 

問23 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。（○は１つ） 

 

育児休業取得後の職場復帰状況は、母親では「育児休業取得後、職場に復帰した」が 77.3％

で最も多く８割弱となっている。「現在も育児休業中である」は 13.9％、「育児休業中に離職し

た」は 6.0％となっている。 

父親では「育児休業取得後、職場に復帰した」が 50.0％となっている。 

 

【図 育児休業取得後の職場復帰状況】 

＜母親＞                   ＜父親＞ 
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年度初めの

入所に合わせ

たタイミング

だった

16.7%

それ以外

だった

83.3%

(N=6)

年度初めの

入所に合わせ

たタイミング

だった

41.2%
それ以外

だった

58.5%

無回答

0.4%

(N=272)

（４）育児休業からの職場復帰のタイミング 

問24 育児休業から職場に復帰したのは、いつでしたか。 

※年度初めでの認可保育所入所を希望して、１月～２月頃復帰して一時的に認可外保育所に入所

した場合なども「１．」に当てはまります。 

 

育児休業からの職場復帰のタイミングは、母親では、「年度初めの入所に合わせたタイミン

グだった」が 41.2％で、「それ以外だった」は 58.5％となっている。 

父親では、「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」が 16.7％で、「それ以外だった」

は 83.3％となっている。 

 

【図 育児休業からの職場復帰のタイミング】 

＜母親＞                    ＜父親＞ 
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3.7 

1.1 

4.4 

6.3 

4.8 

3.3 

3.7 

4.0 

8.8 

24.3 

7.0 

4.8 

1.5 

1.8 

20.6 

0 20 40 60 80 100

３カ月以下

４カ月

５カ月

６カ月

７カ月

８カ月

９カ月

10カ月

11カ月

１歳

１歳１カ月～１歳３カ月

１歳４カ月～１歳６カ月

１歳７カ月～２歳

２歳１カ月以上

無回答

(N=272)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

83.3 

0 20 40 60 80 100 (%)

(N=6)

（５）育児休業から復帰した際の子どもの年齢 

問25 育児休業から職場に復帰したのは、お子さんが何歳何カ月のときでしたか。また、お勤め先の育

児休業の制度の期間内で、何歳何カ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。 

 

育児休業から復帰した際の子どもの年齢は、母親では「１歳」が 24.3％で最も多く、次いで

「11カ月」8.8％、「１歳１カ月～１歳３カ月」7.0％となっており、平均は 11.2カ月となって

いる。 

 

希望としての育児休業から復帰する際の子どもの年齢は、母親では「１歳」が 39.7％で最も

多く、次いで「１歳４カ月～１歳６カ月」16.2％、「２歳１カ月以上」12.9％となっており、

平均は 14.6カ月となっている。 

 

育児休業から復帰する際の希望と現実は、母親では「希望より早く復帰」が 58.8％で６割弱

となり、「希望通り復帰」は 18.4％、「希望より遅く復帰」は 2.6％となっている。 

父親では「希望通り復帰」が 83.3％となっている。 

 

【図 育児休業から復帰した際の子どもの年齢（実際）】 

   ＜母親＞          ＜父親＞ 
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0.0 

0.0 

1.5 

3.7 

0.4 

0.7 

0.4 

0.0 

0.7 

39.7 

4.8 

16.2 

5.5 

12.9 

13.6 

0 20 40 60 80 100

３カ月以下

４カ月

５カ月

６カ月

７カ月

８カ月

９カ月

10カ月

11カ月

１歳

１歳１カ月～１歳３カ月

１歳４カ月～１歳６カ月

１歳７カ月～２歳

２歳１カ月以上

無回答

(N=272)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0 20 40 60 80 100 (%)

(N=6)

希望より早く

復帰

58.8%

希望通り復帰

18.4%

希望より遅く

復帰

2.6%

無回答

20.2%

(N=272)

希望通り復帰

83.3%

無回答

16.7%

(N=6)

【図 育児休業から復帰する際の子どもの年齢（希望）】 

   ＜母親＞          ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 育児休業から復帰する際の希望と現実】 

＜母親＞                 ＜父親＞ 
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12.5 

3.1 

42.5 

35.0 

21.9 

5.0 

0 20 40 60

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

(N=160) (MA%)

（６）復帰時期が希望と実際が異なった理由 

問25で実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。 

問25－１ 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてお答えください。 

 

希望より早く職場復帰した理由は、母親では「経済的な理由で早く復帰する必要があった」

が 42.5％で最も多く、次いで「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」35.0％、「その

他」21.9％となっている。 

希望より遅く職場復帰した理由は、母親では「希望する保育所に入れなかったため」が 42.9％

で最も多く、「その他」が 28.6％となっている。 

 

【図 希望より早く職場復帰した理由】 

＜母親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

期間が定められていた、職場からの希望、職場に託児所があったから、上の子が保育園に入

園したため、子どもに手がかからないため、長く休むのは悪い気がした 等 

 

  



63 

42.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28.6 

28.6 

0 20 40 60

希望する保育所に入れなかったため

自分や子どもなどの

体調が思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が

整っていなかったため

子どもをみてくれる人がいなかったため

その他

無回答

(N=7) (MA%)

 

【図 希望より遅く職場復帰した理由】 

＜母親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

未熟児のため医師から仕事復帰を認められなかった、余分に休みをもらえたため、次の妊娠

が分かったため  

 

 

  



64 

0.0 

2.6 

0.7 

17.6 

2.6 

14.7 

14.3 

3.7 

33.5 

0.4 

9.9 

0 20 40 60

３カ月以下

４カ月～６カ月

７カ月～９カ月

10カ月～１歳

１歳１カ月～１歳３カ月カ月

１歳４カ月～１歳６カ月

１歳７カ月～２歳

２歳１カ月～２歳６カ月以上

２歳７カ月～３歳

３歳以上

無回答

(N=272)

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

0.0 

0.0 

16.7 

0.0 

50.0 

0 20 40 60
(%)

(N=6)

（７）３歳になるまで休暇を取得できる制度があった場合の希望 

問26 お勤め先に、育児のためにお子さんが３歳になる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カ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。 

 

３歳になるまで休暇を取得できる制度があった場合の希望は、母親では「２歳７カ月～３歳」

が 33.5％で最も多く、次いで「10カ月～１歳」（17.6％）、「１歳４カ月～１歳６カ月」（14.7％）、

「１歳７カ月～２歳」（14.3％）が１割半ばとなっており、平均は 22.1カ月となっている。 

父親では「３カ月以下」、「１歳４カ月～１歳６カ月」、「２歳７カ月～３歳」がそれぞれ 16.7％

となっており、平均は 9.3カ月となっている。 

 

【図 ３歳になるまで休暇を取得できる制度があった場合の希望】 

        ＜母親＞         ＜父親＞ 
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30.1 

21.0 

45.6 

3.3 

0 20 40 60 80 100

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

(N=272)

83.3 

0.0 

16.7 

0.0 

0 20 40 60 80 100

(N=6)

(%)

１歳になるま

で育児休業を

取得したい

81.6%

１歳になる前

に復帰したい

10.2%

無回答

8.2%

(N=49)

（８）短時間勤務制度の利用有無 

問27 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。（○は１つ） 

 

短時間勤務制度の利用有無は、母親では「利用したかったが、利用しなかった（利用できな

かった）」が 45.6％で最も多く、「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）」30.1％、「利用した」21.0％となっている。父親では「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）」が 83.3％となってい

る。 

 

【図 短時間勤務制度の利用有無】 

            ＜母親＞         ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）１歳で必ず利用できる保育事業がある場合の育児休業の取得意向 

問23で「2.現在も育児休業中である」に○をつけた方にうかがいます。 

問28 あて名のお子さんが1歳になったときに必ず利用できる保育事業があれば、1歳になるまで育児休

業を取得しますか。または、利用できる事業があっても1歳になる前に復帰しますか。 

 

１歳で必ず利用できる保育事業がある場合の育児休業の取得意向は、母親では「１歳になる

まで育児休業を取得したい」が 81.6％で、「１歳になる前に復帰したい」が 10.2％となってい

る。 

 

【図 １歳で必ず利用できる保育事業がある場合の育児休業の取得意向】 

＜母親＞ 
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うまくとれて

いる

49.1%

うまくとれて

いない

16.3%

わからない

19.1%

無回答

15.5%

(N=963)

うまくとれて

いる

49.0%

うまくとれて

いない

24.0%

わからない

22.7%

無回答

4.3%

(N=963)

（10）仕事と仕事以外の生活との調和がとれているか 

すべての方にうかがいます。 

問29 ご家庭では、仕事と仕事以外の生活（家事、子育て、介護、趣味や人づきあいなど）との調和（バ

ランス）がうまくとれていると思いますか。母親と父親それぞれにお答えください。（○は1つず

つ） 

 

仕事と仕事以外の生活との調和がとれているかについては、母親では、「うまくとれている」

が 49.0％で、「うまくとれていない」は 24.0％となっている。 

父親では、「うまくとれている」が 49.1％で、「うまくとれていない」は 16.3％となってい

る。 

 

【図 仕事と仕事以外の生活との調和がとれているか】 

＜母親＞                   ＜父親＞ 
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41.0 

45.5 

12.7 

4.4 

11.2 

11.0 

3.4 

10.0 

40.2 

7.7 

11.0 

6.2 

0 20 40 60

急な残業や出張が入ってしまうこと

自分が病気・ケガをしたときや子どもの急病時に

代わりに面倒をみる人がいないこと

配偶者の協力が得られないこと

家族や親族の理解が得られないこと

職場に子育てを支援する制度がないこと

（育児休業、子どもの看護休暇、短時間勤務など）

職場の理解や協力が得られないこと

子どものほかに

面倒をみなければならない人がいること

子どもの面倒をみてくれる

保育所や放課後の居場所などが見つからないこと

子どもと接する時間が少ないこと

その他

特に大変だと感じることはない

無回答

(N=963) (MA%)

（11）仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じること 

問30 仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じることは何ですか。（○はいくつでも） 

 

仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じることは、「自分が病気・ケガをしたときや子

どもの急病時に代わりに面倒をみる人がいないこと」が 45.5％で最も多く、次いで「急な残業

や出張が入ってしまうこと」41.0％、「子どもと接する時間が少ないこと」40.2％となってい

る。 

 

【図 仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

時間に余裕がない、行事や病気で急に休まなければならないこと、気持ちに余裕がない、再

就職が難しい、周囲の冷たい視線、家事が大変、周囲との子育てや仕事に対する意見の食い

違い、一時預かりの料金が高い 等 
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⑥保育所や幼稚園の
園庭等の開放

①パパママ教室

②育児相談

③保健センターの情報・
相談サービス

④子育て支援センターの
育児学級

⑤教育相談(こども相談室・
ほのぼの相談)

⑦児童館

⑧こんにちは赤ちゃん事業
（家庭訪問）

70.0 

84.7 

65.3 

55.7 

42.5 

77.3 

43.6 

71.1 

24.3 

9.7 

28.8 

39.0 

52.0 

17.4 

51.2 

22.9 

5.7 

5.6 

5.9 

5.3 

5.5 

5.3 

5.2 

5.9 

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

(N=963)

26.5 

24.6 

19.6 

28.3 

4.2 

31.6 

6.0 

55.8 

62.3 

65.2 

68.4 

61.0 

82.6 

57.5 

81.4 

34.3 

11.2 

10.2 

11.9 

10.7 

13.3 

10.9 

12.6 

10.0 

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

 

（１）サービスの認知度、利用状況、今後の利用希望 

問31 下記のサービスを知っていたり、これまでに利用したりしたことはありますか。また、今後、利

用したいと思いますか。 

サービスごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」、「いいえ」のどちらかに○をつけてくださ

い。 

 

サービスの認知度は、②育児相談が「知っている」が 84.7％で最も多く、⑥保育所や幼稚園

の園庭等の開放（77.3％）、⑧こんにちは赤ちゃん事業（家庭訪問）（71.1％）、①パパママ教

室（70.0％）が７割を超えている。 

利用状況は、⑧こんにちは赤ちゃん事業（家庭訪問）が「これまでに利用したことがある」

が 55.8％で最も多く半数を超えている。 

今後の利用希望は、⑥保育所や幼稚園の園庭等の開放が「今後利用したい」が 47.2％で最も

多く、⑦児童館（42.0％）、③保健センターの情報・相談サービス（41.8％）も４割台となっ

ている。 

 

 

【図 サービスの認知度、利用状況、今後の利用希望】 

           ＜Ａ 知っている＞     ＜Ｂこれまでに利用したことがある＞ 

 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

 

 

 

 

 

 

 

  

10．子育て全般について 
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⑦児童館

⑧こんにちは赤ちゃん事業
（家庭訪問）

①パパママ教室

②育児相談

③保健センターの情報・
相談サービス

④子育て支援センターの
育児学級

⑤教育相談(こども相談室・
ほのぼの相談)

⑥保育所や幼稚園の
園庭等の開放

24.4 

39.9 

41.8 

37.6 

39.1 

47.2 

42.0 

35.0 

60.2 

45.3 

43.1 

47.8 

46.5 

38.7 

42.6 

49.1 

15.4 

14.8 

15.1 

14.6 

14.3 

14.0 

15.5 

15.9 

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

(N=963)

    ＜Ｃ 今後利用したい＞ 

 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 
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84.5 

43.3 

51.4 

1.5 

1.7 

0 20 40 60 80 100

楽しみや喜びを感じる

生きがいを感じる

不安や負担を感じる

その他

無回答

(N=963) (MA%)

 全
 
 
体

楽
し
み
や
喜
び
を
感
じ
る

生
き
が
い
を
感
じ
る

不
安
や
負
担
を
感
じ
る

そ
の
他

無
回
答

963 814 417 495 14 16

100.0 84.5 43.3 51.4 1.5 1.7
フルタイム 430 366 199 211 5 6
（休業中含む） 100.0 85.1 46.3 49.1 1.2 1.4
パートタイム・アルバイト等 241 202 96 126 6 4
（休業中含む） 100.0 83.8 39.8 52.3 2.5 1.7
就労していない 270 228 111 152 3 3
 100.0 84.4 41.1 56.3 1.1 1.1

全体　上段／実数

　　　下段／MA％

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

（２）子育てについての感じ方 

問32 子育てについて、どのように感じていますか。（〇はいくつでも） 

 

子育てについての感じ方は、「楽しみや喜びを感じる」が 84.5％で最も多く、８割を超えて

いる。次いで「不安や負担を感じる」51.4％、「生きがいを感じる」43.3％となっている。 

 

母親の就労タイプ別にみると、就労していないでは「不安や負担を感じる」が 56.3％と多く

なっている。 

 

【図 子育てについての感じ方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

たくさんのことを学べる、自分も人間的に成長していくような気がする、心が豊かなる、苦

痛に感じる、特に何も感じない、責任を感じる 等 

 

【表 母親の就労タイプ別 子育てについての感じ方】 
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48.3 

47.9 

24.0 

9.7 

16.6 

34.3 

8.5 

21.4 

48.1 

40.4 

5.1 

28.9 

8.5 

0.4 

0 20 40 60

子育て（教育）にかかる経済的負担が大きい

仕事と子育ての両立が難しい

子どもの健康や発達に不安を感じる

地域の医療体制への不安を感じる

保育サービスや施設が利用しにくい

安全な遊び場や児童館など、

子どもの居場所が身近にない

相談相手や手助けしてくれる人がいない

安全に通園・通学ができる歩道や防犯施設等の

整備が進んでいない

子どもの教育やいじめなどが心配だ

子どもに関する犯罪や事故が増えている

身近に自然や伝統文化とふれあう機会がない

自分のための時間がもてない

その他

無回答

(N=495) (MA%)

（３）子育てに不安や負担を感じる理由 

問32で「３．不安や負担を感じる」に〇をつけた方にうかがいます。 

問32－１ どのような理由で子育てに不安や負担を感じますか。（〇はいくつでも） 

 

子育てに不安や負担を感じる理由は、「子育て（教育）にかかる経済的負担が大きい」（48.3％）、

「子どもの教育やいじめなどが心配だ」（48.1％）、「仕事と子育ての両立が難しい」（47.9％）

が多くなっている。 

 

【図 子育てに不安や負担を感じる理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

周囲からの協力が得られない、周囲との子育てに関する意見の違い、緊急時の預かり先がな

い、職場の理解が得られない、危険な運転が多い、教育に自信がない、行政が障害児に不親

切、地震、子どもがわがまま、子どもが小さいと仕事が選べない、特に理由はないが不安に

なることがある 等 
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そう思う

34.8%

どちらかと

いうと

そう思う

36.8%

どちらかと

いうと

そう思わない

9.0%

そう思わない

6.0%

わからない

12.3%

無回答

1.1%

(N=963)

 全
 
 
体

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な

い そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

963 335 354 87 58 118 11

100.0 34.8 36.8 9.0 6.0 12.3 1.1
フルタイム 430 164 159 37 23 43 4
（休業中含む） 100.0 38.1 37.0 8.6 5.3 10.0 0.9
パートタイム・アルバイト等 241 81 85 23 10 39 3
（休業中含む） 100.0 33.6 35.3 9.5 4.1 16.2 1.2
就労していない 270 80 103 26 25 35 1
 100.0 29.6 38.1 9.6 9.3 13.0 0.4

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

全体　上段／実数

　　　下段／％

（４）子育てが地域の人々や社会に支えられていると思うか 

問33 自分自身の子育てが地域の人々や社会に支えられていると思いますか。（〇は1つ） 

 

子育てが地域の人々や社会に支えられていると思うかについては、「どちらかというとそう

思う」が 36.8％で最も多く、「そう思う」（34.8％）を合わせた『そう思う』は７割を超えてい

る。 

母親の就労タイプ別にみると、就労していないでは「そう思わない」が１割弱とやや多くな

っている。 

 

【図 子育てが地域の人々や社会に支えられていると思うか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 母親の就労タイプ別 子育てが地域の人々や社会に支えられていると思うか】 
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30.1 

30.2 

12.7 

24.9 

40.6 

19.7 

2.9 

0.8 

18.9 

5.1 

0 20 40 60

医師や専門の相談員などに相談をしたい

子どもについて、

何でも相談できる総合的な窓口がほしい

電話やインターネットなど匿名で相談したい

身近な地域で気軽に相談できる場所が欲しい

同年齢の子どもをもつ者同士で

相談・情報交換したい

子育て経験者に子育ての相談をしたい

家に来て相談にのってほしい

その他

特にない

無回答

(N=963) (MA%)

（５）子育てについての相談相手、相談場所の希望 

問34 今後、子育てについての相談相手、相談場所として希望することは何ですか。（○はいくつでも） 

 

子育てについての相談相手、相談場所の希望は、「同年齢の子どもをもつ者同士で相談・情

報交換したい」が 40.6％で最も多く、次いで「子どもについて、何でも相談できる総合的な窓

口がほしい」30.2％、「医師や専門の相談員などに相談をしたい」30.1％となっている。 

 

【図 子育てについての相談相手、相談場所の希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

同じ病気の子どもを持つ親同士での情報交換をネットなどでしたい、相談先の質の向上 等 
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Ⅳ．小学生児童保護者調査の結果 
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全
 
 
体

配
偶
者
が
い
る

配
偶
者
は
い
な
い

無
回
答

1,690 1,430 236 24

100.0 84.6 14.0 1.4
赤岡小学校 90 65 23 2
 100.0 72.2 25.6 2.2
香我美小学校 261 225 35 1
 100.0 86.2 13.4 0.4
岸本小学校 48 40 8      -
 100.0 83.3 16.7      -
佐古小学校 259 216 36 7
 100.0 83.4 13.9 2.7
野市小学校 566 495 65 6
 100.0 87.5 11.5 1.1
野市東小学校 267 237 26 4
 100.0 88.8 9.7 1.5
夜須小学校 132 110 22      -
 100.0 83.3 16.7      -
吉川小学校 56 35 21      -
 100.0 62.5 37.5      -
その他 5 5      -      -
 100.0 100.0      -      -
１年生 250 223 23 4
 100.0 89.2 9.2 1.6
２年生 278 243 31 4
 100.0 87.4 11.2 1.4
３年生 290 256 32 2
 100.0 88.3 11.0 0.7
４年生 276 228 43 5
 100.0 82.6 15.6 1.8
５年生 281 223 53 5
 100.0 79.4 18.9 1.8
６年生 310 256 54      -
 100.0 82.6 17.4      -

小
学
校

学
年

 

全体　上段／実数

　　　下段／％

 

（１）保護者の配偶関係 

問４ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。 

 

 【図 保護者の配偶関係】 

保護者の配偶関係は、「配偶者がいる」が 84.6％

で、「配偶者はいない」は 14.0％となっている。 

 

小学校別にみると、吉川小学校では「配偶者はい

ない」が多く４割弱となっている。 

子どもの学年別にみると、高学年では「配偶者は

いない」がやや多くなっている。 

 

 

 
 

【表 小学校・学年別 保護者の配偶関係】 

 

  

１．子どもと家族の状況について 

 

配偶者が

いる

84.6%

配偶者は

いない

14.0%

無回答

1.4%

(N=1,690)
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父親と

母親

63.5%

主に

母親

31.8%

主に

父親

2.0%

主に

祖父母

1.4%

その他

0.7% 無回答

0.7%

(N=1,690)

全
 
体

父
親
と
母
親

主
に
母
親

主
に
父
親

主
に
祖
父
母

そ
の
他

無
回
答

1,690 1,073 537 33 24 12 11

100.0 63.5 31.8 2.0 1.4 0.7 0.7
１年生 250 178 66 3 3      -      -
 100.0 71.2 26.4 1.2 1.2      -      -
２年生 278 173 91 7 4 2 1
 100.0 62.2 32.7 2.5 1.4 0.7 0.4
３年生 290 189 92      - 4 2 3
 100.0 65.2 31.7      - 1.4 0.7 1.0
４年生 276 177 89 3 4 2 1
 100.0 64.1 32.2 1.1 1.4 0.7 0.4
５年生 281 167 90 14 5 3 2
 100.0 59.4 32.0 5.0 1.8 1.1 0.7
６年生 310 189 108 6 4 3      -
 100.0 61.0 34.8 1.9 1.3 1.0      -

学
年

 

全体　上段／実数

　　　下段／％

（２）子育ての主体者 

問５ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。 

あて名のお子さんからみた関係でお答えください。（○は1つ） 

 

 【図 子育ての主体者】 

子育ての主体者は、「父親と母親」が 63.5％で

最も多く、次いで「主に母親」が 31.8％となって

いる。 

子どもの学年別にみると、１年生で「父親と母

親」が最も多く７割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

里親、山田養護学校寄宿舎 

 

 

【表 学年別 子育ての主体者】 
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83.5 

0.7 

1.2 

0.1 

14.5 

0 20 40 60 80 100 (%)

48.2 

32.8 

14.4 

1.2 

3.3 

0 20 40 60 80 100

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で就労（産休・育休・介護休業中を含む）

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で就労（産休・育休・介護休業中を含む）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

(N=1,690)

 

（１）父母の就労状況 

問６ あて名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）についてうかがいます。 

（1）母親（○は1つ）【父子家庭の場合は回答不要】 

（2）父親（○は1つ）【母子家庭の場合は回答不要】 

 

母親の就労状況は、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労（産休・

育休・介護休業中を含む）」が 48.2％で最も多く、次いで「パート・アルバイト等（「フルタイ

ム」以外の就労）で就労（産休・育休・介護休業中を含む）」32.8％、「以前は就労していたが、

現在は就労していない」14.4％となっている。 

父親の就労状況は、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労（育休・

介護休業中を含む）」が 83.5％で多数を占めている。 

母親の就労状況を小学校別にみると、吉川小学校では「フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で就労（産休・育休・介護休業中を含む）」が多く６割を超えている。岸本

小学校では「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労（産休・育休・介護

休業中を含む）」が多く、５割弱となっている。 

 

【図 父母の就労状況】 

                ＜母親＞          ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．保護者の就労状況 
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全
 
体

フ
ル
タ
イ
ム
（

１
週
５
日

程
度
・
１
日
８
時
間
程
度

の
就
労
）

で
就
労
（

産

休
・
育
休
・
介
護
休
業
中

を
含
む
）

パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等

（
「

フ
ル
タ
イ
ム
」

以
外

の
就
労
）

で
就
労
（

産

休
・
育
休
・
介
護
休
業
中

を
含
む
）

以
前
は
就
労
し
て
い
た

が
、

現
在
は
就
労
し
て
い

な
い

こ
れ
ま
で
就
労
し
た
こ
と

が
な
い

無
回
答

1,690 815 555 244 20 56

100.0 48.2 32.8 14.4 1.2 3.3
赤岡小学校 90 44 20 18 1 7
 100.0 48.9 22.2 20.0 1.1 7.8
香我美小学校 261 123 78 41 7 12
 100.0 47.1 29.9 15.7 2.7 4.6
岸本小学校 48 18 23 4 1 2
 100.0 37.5 47.9 8.3 2.1 4.2
佐古小学校 259 137 85 30 1 6
 100.0 52.9 32.8 11.6 0.4 2.3
野市小学校 566 248 209 89 7 13
 100.0 43.8 36.9 15.7 1.2 2.3
野市東小学校 267 135 73 47 3 9
 100.0 50.6 27.3 17.6 1.1 3.4
夜須小学校 132 72 50 9      - 1
 100.0 54.5 37.9 6.8      - 0.8
吉川小学校 56 35 14 5      - 2
 100.0 62.5 25.0 8.9      - 3.6
その他 5 1 3 1      -      -
 100.0 20.0 60.0 20.0      -      -

小
学
校

 

全体　上段／実数

　　　下段／％

【表 小学校別 母親の就労状況】 
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34.1 

55.3 

3.1 

15.8 

9.3 

0.6 

0 20 40 60

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

(N=1,690) (MA%)

全
 
体

日
常
的
に
祖
父
母
等
の
親
族

に
み
て
も
ら
え
る

緊
急
時
も
し
く
は
用
事
の
際

に
は
祖
父
母
等
の
親
族
に
み

て
も
ら
え
る

日
常
的
に
子
ど
も
を
み
て
も

ら
え
る
友
人
・
知
人
が
い
る

緊
急
時
も
し
く
は
用
事
の
際

に
は
子
ど
も
を
み
て
も
ら
え

る
友
人
・
知
人
が
い
る

い
ず
れ
も
い
な
い

無
回
答

1,690 576 935 53 267 157 10

100.0 34.1 55.3 3.1 15.8 9.3 0.6
フルタイム 815 345 450 21 90 51      -
（休業中含む） 100.0 42.3 55.2 2.6 11.0 6.3      -
パートタイム・アルバイト等 555 147 323 18 102 63 1
（休業中含む） 100.0 26.5 58.2 3.2 18.4 11.4 0.2
就労していない 264 55 139 8 67 39 4
 100.0 20.8 52.7 3.0 25.4 14.8 1.5

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

 

全体　上段／実数

　　　下段／MA％

（２）子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

問７ 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。（○はいくつでも） 

 

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

にみてもらえる」が 55.3％で最も多く、次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」

34.1％、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」15.8％とな

っている。 

母親の就労タイプ別にみると、フルタイム（休業中含む）では「日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる」が多く４割強、就労していないでは「いずれもいない」がやや多く 14.8％とな

っている。 

 

【図 子どもをみてもらえる親族・知人の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 母親の就労タイプ別 子どもをみてもらえる親族・知人の有無】 
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利用している

（長期休暇

のみの利用を

含む）

20.4%

利用したいが

利用できて

いない

2.7%

利用して

いない

76.4%

無回答

0.5%

(N=1,690)

 

（１）放課後児童クラブの利用状況 

問８ あて名のお子さんについて、現在、放課後児童クラブを利用していますか。（○は1つ） 

 

放課後児童クラブの利用状況は、「利用している（長期休暇のみの利用を含む）」が 20.4％で、

「利用していない」が 76.4％となっている。 

小学校別にみると、岸本小学校と吉川小学校で「利用している（長期休暇のみの利用を含む）」

が多く４割を超えている。 

子どもの学年別にみると、１年生で「利用している（長期休暇のみの利用を含む）」が多く

５割弱を占めている。 

 

【図 放課後児童クラブの利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．放課後や休日の過ごし方について 
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全
 
体

利
用
し
て
い
る
（

長
期
休

暇
の
み
の
利
用
を
含
む
）

利
用
し
た
い
が
利
用
で
き

て
い
な
い

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

1,690 344 45 1,292 9

100.0 20.4 2.7 76.4 0.5
赤岡小学校 90 7 3 77 3
 100.0 7.8 3.3 85.6 3.3
香我美小学校 261 52 8 199 2
 100.0 19.9 3.1 76.2 0.8
岸本小学校 48 21 1 24 2
 100.0 43.8 2.1 50.0 4.2
佐古小学校 259 64 6 189      -
 100.0 24.7 2.3 73.0      -
野市小学校 566 118 19 427 2
 100.0 20.8 3.4 75.4 0.4
野市東小学校 267 27 6 234      -
 100.0 10.1 2.2 87.6      -
夜須小学校 132 28      - 104      -
 100.0 21.2      - 78.8      -
吉川小学校 56 24 2 30      -
 100.0 42.9 3.6 53.6      -
その他 5 2      - 3      -
 100.0 40.0      - 60.0      -
１年生 250 122 8 120      -
 100.0 48.8 3.2 48.0      -
２年生 278 93 6 176 3
 100.0 33.5 2.2 63.3 1.1
３年生 290 68 6 214 2
 100.0 23.4 2.1 73.8 0.7
４年生 276 26 7 243      -
 100.0 9.4 2.5 88.0      -
５年生 281 16 14 248 3
 100.0 5.7 5.0 88.3 1.1
６年生 310 19 4 286 1
 100.0 6.1 1.3 92.3 0.3

小
学
校

学
年

 

全体　上段／実数

　　　下段／％

【表 小学校・学年別 放課後児童クラブの利用状況】 
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3.2 

8.1 

7.6 

5.2 

71.5 

0.9 

0.3 

3.2 

0 20 40 60 80

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

無回答

(%)(N=344)

0.0 

0.9 

2.6 

32.8 

56.4 

4.7 

0.3 

2.3 

0 20 40 60 80

14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(N=344) (%)

（２）放課後児童クラブの利用日数、時間 

問8で「1」に〇をつけた方にうかがいます。 

問８－１ 利用日数はどのくらいですか。おおむね何時まで利用していますか。 

 

放課後児童クラブの利用日数は、「週５日」が 71.5％で最も多く、次いで「週２日」が 8.1％、

「週３日」が 7.6％となっており、平均は週 4.4日となっている。 

利用時間では、「17：01～18：00まで」が 56.4％で最も多く、次いで「16：01～17：00まで」

が 32.8％となっており、平均は 17.5時までとなっている。 

小学校別にみると、佐古小学校では「週５日」が多く９割を超えている。岸本小学校と吉川

小学校は利用率は高いが、利用日数は少ない傾向がみられる。 

子どもの学年別にみると、１年生で「週５日」が多く８割を超えている。５年生と６年生は

「週２日」が最も多くなっている。 

母親の就労タイプ別にみると、フルタイム（休業中含む）で「週５日」が最も多く７割を超

えている。 

 

【図 放課後児童クラブの利用日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 放課後児童クラブの利用時間】 
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全
 
体

週
１
日

週
２
日

週
３
日

週
４
日

週
５
日

週
６
日

週
７
日

無
回
答

344 11 28 26 18 246 3 1 11

100.0 3.2 8.1 7.6 5.2 71.5 0.9 0.3 3.2
赤岡小学校 7 2      - 1 1 3      -      -      -
 100.0 28.6      - 14.3 14.3 42.9      -      -      -
香我美小学校 52 2 3      - 4 36      -      - 7
 100.0 3.8 5.8      - 7.7 69.2      -      - 13.5
岸本小学校 21 1 2 5      - 11 1      - 1
 100.0 4.8 9.5 23.8      - 52.4 4.8      - 4.8
佐古小学校 64      -      - 2 2 59 1      -      -
 100.0      -      - 3.1 3.1 92.2 1.6      -      -
野市小学校 118      - 10      - 4 102 1 1      -
 100.0      - 8.5      - 3.4 86.4 0.8 0.8      -
野市東小学校 27      -      - 1 4 22      -      -      -
 100.0      -      - 3.7 14.8 81.5      -      -      -
夜須小学校 28 4 6 1 3 11      -      - 3
 100.0 14.3 21.4 3.6 10.7 39.3      -      - 10.7
吉川小学校 24 2 6 15      - 1      -      -      -
 100.0 8.3 25.0 62.5      - 4.2      -      -      -
その他 2      - 1 1      -      -      -      -      -
 100.0      - 50.0 50.0      -      -      -      -      -
１年生 122 2 3 3 8 102 1      - 3
 100.0 1.6 2.5 2.5 6.6 83.6 0.8      - 2.5
２年生 93 2 4 4 6 74 2      - 1
 100.0 2.2 4.3 4.3 6.5 79.6 2.2      - 1.1
３年生 68 2 6 7 3 48      -      - 2
 100.0 2.9 8.8 10.3 4.4 70.6      -      - 2.9
４年生 26 2 2 6 1 12      -      - 3
 100.0 7.7 7.7 23.1 3.8 46.2      -      - 11.5
５年生 16 2 6 3      - 4      -      - 1
 100.0 12.5 37.5 18.8      - 25.0      -      - 6.3
６年生 19 1 7 3      - 6      - 1 1
 100.0 5.3 36.8 15.8      - 31.6      - 5.3 5.3
フルタイム 238 4 17 17 12 179 2 1 6
（休業中含む） 100.0 1.7 7.1 7.1 5.0 75.2 0.8 0.4 2.5
パートタイム・アルバイト等 88 6 6 8 6 57 1      - 4
（休業中含む） 100.0 6.8 6.8 9.1 6.8 64.8 1.1      - 4.5
就労していない 13 1 5 1      - 6      -      -      -
 100.0 7.7 38.5 7.7      - 46.2      -      -      -

小
学
校

学
年

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

 

全体　上段／実数

　　　下段／％

【表 小学校・学年・母親の就労タイプ別 放課後児童クラブの利用日数】 
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15.6 

2.2 

35.6 

6.7 

33.3 

8.9 

20.0 

4.4 

0 20 40

就労していないなど、

利用要件を満たしていないため

放課後児童クラブに空きがないため

放課後児童クラブの対象の

学年ではないため

通学している小学校に

放課後児童クラブがないため

春休み・夏休み・冬休みのみ

利用したいが、その制度がないため

経済的な理由で利用できないため

その他

無回答

(N=45) (MA%)

（３）放課後児童クラブを利用できていない理由 

問8で「2」に〇をつけた方にうかがいます。 

問８－２ 放課後児童クラブが利用できていないのはなぜですか。（○はいくつでも） 

 

放課後児童クラブを利用できていない理由は、「放課後児童クラブの対象の学年ではないた

め」が 35.6％で最も多く、次いで「春休み・夏休み・冬休みのみ利用したいが、その制度がな

いため」33.3％となっている。 

 

【図 放課後児童クラブを利用できていない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

忙しい時期だけの理由は無理と言われた、子どもが嫌がる、上級生に怪我をさせられた、情

緒の理由、申し込み方を知らない  
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50.1 

16.5 

48.1 

1.0 

3.0 

54.7 

13.8 

1.8 

0 20 40 60

自宅で留守番

祖父母宅や保護者の友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

子ども同士で遊ぶ

その他

無回答

(N=1,337) (MA%)

（４）放課後児童クラブを利用しない放課後の過ごし方 

問8で「2」か「3」に○をつけた方にうかがいます。 

問８－３ あて名のお子さんは、放課後をどのように過ごしていますか。（○はいくつでも） 

また、それぞれの週当たり日数を（  ）内に数字でご記入ください。 

 

放課後児童クラブを利用しない放課後の過ごし方は、「子ども同士で遊ぶ」が 54.7％で最も

多く、次いで「自宅で留守番」50.1％、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」

48.1％となっている。 

放課後児童クラブを利用しない放課後の過ごし方の日数は、平均では「その他」が週 4.3日

で最も多く、次いで「祖父母宅や保護者の友人・知人宅」週 3.7日となっている。 

子どもの学年別にみると、高学年で「自宅で留守番」が多くなっている。また、５年生で「習

い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」、３年生で「子ども同士で遊ぶ」が多くな

っている。 

母親の就労タイプ別にみると、フルタイム（休業中含む）で「自宅で留守番」が多く６割強

となっている。 

 

【図 放課後児童クラブを利用しない放課後の過ごし方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

自宅で家族と過ごす、公民館、図書館、めだかの学校、放課後デイサービス、校庭、教室、

親の職場、寄宿舎 等 
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全
 
体

自
宅
で
留
守
番

祖
父
母
宅
や
保
護
者
の
友

人
・
知
人
宅

習
い
事
（

ピ
ア
ノ
教
室
、

サ
ッ

カ
ー

ク
ラ
ブ
、

学
習

塾
な
ど
）

児
童
館

放
課
後
子
ど
も
教
室

子
ど
も
同
士
で
遊
ぶ

そ
の
他

無
回
答

1,337 670 220 643 14 40 731 184 24

100.0 50.1 16.5 48.1 1.0 3.0 54.7 13.8 1.8
１年生 128 40 28 52      - 1 59 32 2
 100.0 31.3 21.9 40.6      - 0.8 46.1 25.0 1.6
２年生 182 66 44 87 6 3 91 32 6
 100.0 36.3 24.2 47.8 3.3 1.6 50.0 17.6 3.3
３年生 220 86 34 105 2 5 134 36 4
 100.0 39.1 15.5 47.7 0.9 2.3 60.9 16.4 1.8
４年生 250 158 35 117 1 4 134 32 4
 100.0 63.2 14.0 46.8 0.4 1.6 53.6 12.8 1.6
５年生 262 157 34 143 5 12 145 33 3
 100.0 59.9 13.0 54.6 1.9 4.6 55.3 12.6 1.1
６年生 290 161 45 137      - 14 164 19 5
 100.0 55.5 15.5 47.2      - 4.8 56.6 6.6 1.7
フルタイム 572 377 139 283 12 16 286 40 1
（休業中含む） 100.0 65.9 24.3 49.5 2.1 2.8 50.0 7.0 0.2
パートタイム・アルバイト等 465 225 54 237      - 19 270 78 9
（休業中含む） 100.0 48.4 11.6 51.0      - 4.1 58.1 16.8 1.9
就労していない 249 51 20 114 1 3 146 60 13
 100.0 20.5 8.0 45.8 0.4 1.2 58.6 24.1 5.2

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

 

全体　上段／実数

　　　下段／MA％

学
年

【表 学年・母親の就労タイプ別 放課後児童クラブを利用しない放課後の過ごし方】 
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児童館自宅で留守番
祖父母宅や保護者の
友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、
サッカークラブ、
学習塾など）

放課後子ども教室 子ども同士で遊ぶ その他

28.6 

21.4 

14.3 

7.1 

14.3 

7.1 

0.0 

7.1 

0 20 40 60 (%)

(N=14)

25.0 

27.2 

23.0 

14.8 

4.5 

2.5 

0.3 

2.6 

0 20 40 60

(N=643)

16.8 

12.7 

10.9 

5.9 

34.5 

2.3 

5.9 

10.9 

0 20 40 60

(N=220)

12.5 

16.9 

13.9 

10.7 

26.3 

3.7 

3.0 

13.0 

0 20 40 60

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

無回答

(N=670)

4.9 

10.9 

13.6 

12.0 

34.2 

2.2 

14.1 

8.2 

0 20 40 60 (%)

(N=184)

19.2 

24.8 

19.4 

8.6 

13.7 

3.1 

1.1 

10.1 

0 20 40 60

(N=731)

12.5 

52.5 

10.0 

5.0 

2.5 

0.0 

0.0 

17.5 

0 20 40 60

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

無回答

(N=40)

【図 放課後児童クラブを利用しない放課後の過ごし方の日数】 
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利用

したい

25.0%

利用する必要

は無い

53.9%

わからない

19.8%

無回答

1.3%

(N=1,690)

全
 
体

利
用
し
た
い

利
用
す
る
必
要
は
無
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1,690 423 911 334 22

100.0 25.0 53.9 19.8 1.3
１年生 250 134 68 47 1
 100.0 53.6 27.2 18.8 0.4
２年生 278 108 99 67 4
 100.0 38.8 35.6 24.1 1.4
３年生 290 73 149 63 5
 100.0 25.2 51.4 21.7 1.7
４年生 276 49 162 63 2
 100.0 17.8 58.7 22.8 0.7
５年生 281 35 187 53 6
 100.0 12.5 66.5 18.9 2.1
６年生 310 24 242 40 4
 100.0 7.7 78.1 12.9 1.3

学
年

 

全体　上段／実数

　　　下段／％

（５）放課後児童クラブの利用希望 

すべての方にうかがいます。（現在利用している方も今後の希望についてお答えください） 

問９ あて名のお子さんについて、今後、放課後児童クラブを利用したいですか。（○は1つ） 

※利用には一定の利用料がかかります。 

参考：平成２５年度はおやつ代を含め月額６，０００円程度（８月のみ10,000円程度） 

 

放課後児童クラブの利用希望は、「利用したい」が 25.0％、「利用する必要は無い」が 53.9％、

「わからない」19.8％となっている。 

子どもの学年別にみると、１年生では「利用したい」が最も多く５割を超えている。 

 

【図 放課後児童クラブの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 学年別 放課後児童クラブの利用希望】 
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0.5 

3.3 

8.0 

4.7 

58.2 

6.1 

0.2 

18.9 

0 20 40 60

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

無回答

(%)(N=423)

0.0 

0.0 

0.7 

15.6 

43.7 

20.8 

0.0 

19.1 

0 20 40 60

14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)(N=423)

0.0 

1.2 

15.1 

17.7 

3.5 

48.7 

13.7 

0 20 40 60

１年生まで

２年生まで

３年生まで

４年生まで

５年生まで

６年生まで

無回答

(%)(N=423)

（６）放課後児童クラブの利用希望学年、日数、時間帯 

問9で「1」に○をつけた方にうかがいます。 

問９－１ 何年生まで利用したいですか。また、利用希望日数と、おおむね何時まで利用したいかも記

入してください。 

 

放課後児童クラブの利用希望学年は、「６年生まで」が 48.7％で最も多く、次いで「４年生

まで」17.7％、「３年生まで」15.1％となっている。 

利用希望日数は、「週５日」が 58.2％で最も多く、次いで「週３日」が 8.0％となっており、

平均は週 4.7日となっている。 

何時まで利用を希望するかは、「17：01～18：00まで」が 43.7％で最も多く、次いで「18：

01～19：00 まで」が 20.8％、「16：01～17：00まで」が 15.6％となっている。平均では 17.9

時までとなっている。 

 

【図 放課後児童クラブの利用希望学年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 放課後児童クラブの利用希望日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 放課後児童クラブの利用希望時間帯】 
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13.5 

6.4 

20.6 

14.9 

28.1 

15.6 

69.7 

33.6 

48.2 

67.1 

3.5 

42.3 

10.2 

10.9 

6.1 

9.2 

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

土曜日

日曜日・祝日

春休み・夏休み・冬休み

お盆休み

(N=423)

＜利用開始時刻＞＜利用希望日数＞ ＜利用終了時刻＞

0.6 

56.3 

25.0 

4.0 

0.0 

0.0 

4.5 

9.7 

0 20 40 60

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

0.6 

4.0 

1.7 

1.7 

3.4 

25.0 

36.9 

18.2 

0.6 

8.0 

0 20 40 60

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

4.0 

27.8 

4.5 

49.4 

14.2 

0 20 40 60

月１日

月２日

月３日

月４日～５日

無回答

(N=176)

（７）放課後児童クラブの利用希望（土曜、日・祝日、春・夏・冬休み、お盆休み） 

問9で「1」に○をつけた方にうかがいます。 

問９－２ 土曜日と日曜日・祝日、春休み・夏休み・冬休み、お盆休みの利用希望はありますか。（①～

④それぞれ○は1つ）また、「1」か「2」に○をつけた方は利用希望日数と、利用したい時間

帯を記入してください。 

 

放課後児童クラブの利用希望は、土曜日では、「利用する必要はない」が 48.2％、「４～６年

生になっても利用したい」が 28.1％となっている。日曜日・祝日は、「利用する必要はない」

が 67.1％で、「４～６年生になっても利用したい」が 15.6％となっている。春休み・夏休み・

冬休みは、「４～６年生になっても利用したい」が 69.7％で、「１～３年生の間は利用したい」

が 20.6％となっている。お盆休みは、「利用する必要はない」が 42.3％で、「４～６年生にな

っても利用したい」が 33.6％となっている。 

利用希望日数と時間帯の平均は、土曜日では月 4.0日、8.5時から 17.3時まで、日曜日・祝

日では月 3.2日、8.7時から 17.6時まで、春休み・夏休み・冬休みでは週 4.8日、8.3時から

17.6時まで、お盆休みでは 3.7日、8.4時から 17.7時までとなっている。 

 

【図 放課後児童クラブの利用希望（土曜、日・祝日、春・夏・冬休み、お盆休み）】 

 

１
～
３
年
生
の

間
は 

利
用
し
た
い 

４
～
６
年
生
に

な
っ
て
も 

利
用
し
た
い 

利
用
す
る
必
要

は
な
い 

無
回
答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 土曜日の利用希望日数、時間帯】  
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＜利用希望日数＞ ＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

0.0 

57.0 

20.4 

7.5 

0.0 

0.0 

6.5 

8.6 

0 20 40 60

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

4.3 

32.3 

34.4 

19.4 

0.0 

8.6 

0 20 40 60

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

10.8 

33.3 

3.2 

37.6 

15.1 

0 20 40 60

月１日

月２日

月３日

月４日～５日

無回答

(N=93)

＜利用希望日数＞ ＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

0.0 

62.4 

22.0 

2.0 

0.0 

0.5 

3.4 

9.8 

0 20 40 60 80

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

2.4 

21.5 

44.4 

20.5 

0.0 

9.8 

0 20 40 60 80

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

0.0 

11.2 

19.5 

43.4 

25.9 

0 20 40 60 80

１日

２日

３日

４日

無回答

(N=205)

＜利用希望日数＞ ＜利用開始時刻＞ ＜利用終了時刻＞

0.5 

61.0 

24.6 

1.6 

0.0 

0.5 

2.4 

9.4 

0 20 40 60 80

7 ：00以前から

7 ：01～8 ：00から

8 ：01～9 ：00から

9 ：01～10：00から

10：01～11：00から

11：01～12：00から

12：01以降から

無回答

0.5 

0.0 

0.3 

2.1 

4.2 

22.5 

41.6 

19.6 

0.3 

8.9 

0 20 40 60 80

12：00以前まで

12：01～13：00まで

13：01～14：00まで

14：01～15：00まで

15：01～16：00まで

16：01～17：00まで

17：01～18：00まで

18：01～19：00まで

19：01以降まで

無回答

(%)

0.0 

1.8 

8.6 

6.3 

63.1 

8.9 

0.3 

11.0 

0 20 40 60 80

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日

週６日

週７日

無回答

(N=382)

 

【図 日曜日・祝日の利用希望日数、時間帯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 春休み・夏休み・冬休みの利用希望日数、時間帯】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 お盆休みの利用希望日数、時間帯】 

 

  



92 

82.4 

45.8 

49.5 

2.8 

0.9 

0 20 40 60 80 100

楽しみや喜びを感じる

生きがいを感じる

不安や負担を感じる

その他

無回答

(N=1,690) (MA%)

全
 
体

楽
し
み
や
喜
び
を
感
じ
る

生
き
が
い
を
感
じ
る

不
安
や
負
担
を
感
じ
る

そ
の
他

無
回
答

1,690 1,393 774 837 47 15

100.0 82.4 45.8 49.5 2.8 0.9
フルタイム 815 694 389 378 20 3
（休業中含む） 100.0 85.2 47.7 46.4 2.5 0.4
パートタイム・アルバイト等 555 452 255 306 13 5
（休業中含む） 100.0 81.4 45.9 55.1 2.3 0.9
就労していない 264 207 109 136 10 6
 100.0 78.4 41.3 51.5 3.8 2.3

母
親
の
就
労

タ
イ
プ

 

全体　上段／実数

　　　下段／MA％

 

（１）子育てについての感じ方 

問10 あなたは子育てに関して、どのように感じていますか。（○はいくつでも） 

 

子育てについての感じ方は、「楽しみや喜びを感じる」が 82.4％で最も多く、次いで「不安

や負担を感じる」が 49.5％、「生きがいを感じる」が 45.8％となっている。 

母親の就労タイプ別にみると、就労していない人より就労している人のほうが「楽しみや喜

びを感じる」「生きがいを感じる」割合はやや多くなっており、フルタイム(休業中含む)が最

も多い。 

 

【図 子育てについての感じ方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 母親の就労タイプ別 子育てについての感じ方】 

 

 

 

 

４．子育てについて 
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47.6 

32.6 

16.0 

4.8 

5.1 

30.9 

5.5 

24.9 

49.9 

47.8 

3.5 

12.7 

5.3 

0.5 

0 20 40 60

子育て（教育）にかかる経済的負担が大きい

仕事と子育ての両立が難しい

子どもの健康や発達に不安を感じる

地域の医療体制への不安を感じる

保育サービスや施設が利用しにくい

安全な遊び場や児童館など、

子どもの居場所が身近にない

相談相手や手助けをしてくれる人がいない

安全に通園・通学ができる歩道や

防犯施設等の整備が進んでいない

子どもの教育やいじめなどが心配だ

子どもに関する犯罪や事故が増えている

身近に自然や伝統文化とふれあう機会がない

自分のための時間がもてない

その他

無回答

(N=837) (MA%)

（２）子育てに不安や負担を感じる理由 

問10で「3」に〇をつけた方にうかがいます。 

問10－１ どのような理由で子育てに不安や負担を感じますか。（〇はいくつでも） 

 

子育てに不安や負担を感じる理由は、「子どもの教育やいじめなどが心配だ」が 49.9％で最

も多く、次いで「子どもに関する犯罪や事故が増えている」が 47.8％、「子育て（教育）にか

かる経済的負担が大きい」が 47.6％となっている。 

 

【図 子育てに不安や負担を感じる理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

少子化、将来への不安、自身の教育方法に自信がない、子どもがかわいく思えない、周囲が

非協力的、緊急時の預け先がない、地震時の不安、他の保護者との付き合い、原発・PM2.5

等の健康被害、モンスターペアレントにならないか気にするため学校に言いづらい、子ども

の友人、学校の先生の質 等 
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Ⅴ．自由意見のまとめ 
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（１）就学前児童の保護者 

 

  

項目 件数
保育所に関すること 98
幼稚園に関すること 47
保育料・教育費について 25
放課後児童クラブについて 9
経済的負担の軽減（低所得者対策） 14
障害児対策 2
子育て情報提供・発信など 18
医療費助成 3
保護者同士の交流 8
一時預かりについて 24
病児・病後児保育 18
産婦人科・小児医療体制 3
相談体制について 13
市への不満・意見 14
仕事と子育ての両立支援 28
子どもの遊び場（外） 42
子どもの遊び場（室内） 18
図書館 0
認定こども園 2
幼保一体化について 1
子育てにやさしい施設整備 10
道路整備などの安全確保 10
防犯対策 5
災害対策 0
検診・予防接種 11
アンケートについて 6
その他 4
家族、子どもの言動に対する不安、不満 4
子育てに対する自身の不安、不満 5
保育士について 3
学校給食やおやつについて 3
子育て支援センターについて 25
ファミリーサポート、ベビーシッターについて 9
お弁当の日について 1
食育等『食』について 1
小学校での放課後学習教室について 1
バス等交通利用について 1
こんにちは赤ちゃん事業について 1



96 

 

（２）小学生の保護者 

 

項目 件数
学校に関すること 49
いじめに関すること 7
教育費等の経済的負担の軽減 21
放課後児童クラブについて 103
低所得者対策 5
障害児対策 9
子育て情報提供・発信など 7
医療費助成 20
保護者同士の交流 7
一時預かりについて 12
病児・病後児保育 15
産婦人科・小児医療体制 3
相談体制について 6
市への不満・意見 9
仕事と子育ての両立支援 13
子どもの遊び場（公園など室外） 49
子どもの遊び場（室内） 20
図書館 1
道路整備などの安全確保 26
防犯対策 20
災害対策 2
アンケートについて 3
その他 12
検診・予防接種 1
食育について 3
保育所、幼稚園について 15
ファミリーサポート等地域の子育て支援について 7
子どもの言動や将来への不安、不満 5
子育て支援センターについて 2
放課後や土曜の学習教室等について 4
母子家庭、父子家庭への支援について 2
バス等交通について 5
市内への企業誘致について 1
子育てにやさしい施設整備 2
市営住宅等の検討について 1
情緒教室、支援教室に通う子ついて 2
他家の親や子どものマナー等について 2
学校や習い事、職場等身近な相手の子育てへの理解について 3
児童館について 3


