
 

 

 

 

 

 

 

 

八尾市 

子育て支援に関するアンケート調査 

調査結果報告書 

（速報値） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月 

八 尾 市 

  

【資料３】 



  



 

 

 

目次 
 

 

Ⅰ 調査の概要 ........................................................................... 1 

１ 調査の目的 ......................................................................... 1 

２ 調査対象 ........................................................................... 1 

３ 調査期間 ........................................................................... 1 

４ 調査方法 ........................................................................... 1 

５ 回収状況 ........................................................................... 1 

６ 調査結果の表示方法 ................................................................. 1 

 

Ⅱ 調査結果 ............................................................................. 2 

（１）回答者属性 ..................................................................... 2 

（２）お子さんとご家族の状況について ................................................. 3 

（３）お子さんの保護者の就労状況について ............................................. 5 

（４）お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について ...................... 11 

（５）お子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について .............................. 20 

（６）お子さんの土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用 希望について ... 25 

（７）お子さんが病気の際の対応について .............................................. 28 

（８）お子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について ........ 35 

（９）お子さんが小学校就学後の放課後の過ごし方について .............................. 43 

（10）育児休業の取得状況などについて ................................................ 51 

（11）その他こどもに関する制度について .............................................. 57 

 

Ⅲ 自由回答 ............................................................................ 72 

 

 

  



  



 

 1 

Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

八尾市こどもいきいき未来計画（以下、「現計画」という。）が令和７年３月末をもって終了す

ることに伴い、計画期間を令和７年度からの５年間とし、現計画を引き継いだうえで、こども基

本法第 10 条第２項に規定される市町村こども計画として位置づける次期計画を策定するために

実施しました。 

 

２ 調査対象 

就学前児童のいる家庭から無作為抽出した 3,500人 

 

３ 調査期間 

令和５年 12月１日～令和５年 12月 22日 

 

４ 調査方法 

郵送配布・郵送回収及び WEB回答 

 

５ 回収状況 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

子育て支援に関するアンケート調査 3,500通 

1,568通 

44.8％  郵送 996通 

 WEB  572通 

 

６ 調査結果の表示方法 

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

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

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

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

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

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

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

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。また、クロス集計において回答

者数が１桁の場合は、コメントを差し控えています。  
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Ⅱ 調査結果 

（１）回答者属性 

問１ お住まいの小学校区をお答えください。（○はひとつだけ） 

「八尾」の割合が 10.5％と最も高くなっていま

す。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

八尾

山本

用和

久宝寺

龍華

大正

桂

安中

竹渕

南高安

高安

曙川

北山本

南山本

志紀

高美

長池

東山本

美園

永畑

刑部

高美南

西山本

高安西

曙川東

亀井

上之島

大正北

わからない

無回答

10.5

3.3

4.4

5.3

5.1

2.4

0.2

4.7

1.1

5.7

2.6

5.3

0.3

4.0

4.5

3.9

3.1

2.6

1.8

3.5

3.2

0.9

1.8

3.4

3.5

4.3

2.3

1.7

3.5

1.1

10.9

3.4

4.6

4.4

4.7

4.6

0.3

4.1

1.0

5.5

2.4

2.6

0.6

3.5

4.9

2.6

3.0

2.5

2.3

3.0

3.6

1.0

1.7

3.6

2.7

7.1

2.7

2.9

2.5

1.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）
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（２）お子さんとご家族の状況について 

問２ 封筒のあて名のお子さんの生年月等をお答えください。（（  ）内に数字を記入） 

「０歳児」の割合が 30.7％と最も高く、次いで

「３歳児」の割合が 14.3％、「４歳児」の割合が

13.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「０歳児」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 封筒のあて名のお子さんからみて、この調査に答えている方との関係をお答えく

ださい。（○はひとつだけ） 

「母親（パートナーを含む）」の割合が 89.7％、

「父親（パートナーを含む）」の割合が 9.9％とな

っています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

問４ この調査に答えている方の配偶関係についてお答えください。（○はひとつだけ） 

「配偶者がいる」の割合が 95.2％、「配偶者は

いない」の割合が 4.5％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

  

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）

％

母親（パートナーを含む）

父親（パートナーを含む）

その他

無回答

89.7

9.9

0.1

0.3

94.0

5.8

0.2

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）

％

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

95.2

4.5

0.4

93.9

5.7

0.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）

％

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

無回答

30.7

12.5

13.1

14.3

13.3

13.2

2.9

16.0

16.1

15.7

15.3

18.0

17.1

1.8

0 20 40 60 80 100
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問５ 封筒の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。（○はひとつだけ） 

「父母（パートナーを含む）ともに」の割合が

63.3％と最も高く、次いで「主に母親（パートナ

ーを含む）」の割合が 35.8％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「父母（パート

ナーを含む）ともに」の割合が増加しています。

一方、「主に母親（パートナーを含む）」の割合が

減少しています。 

 

 

 

問６ 日頃、封筒の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） 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」の割合が 62.1％と最も高く、

次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」

の割合が 26.0％、「いずれもいない」の割合が

13.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、０歳児で「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が高くなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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
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
知

人
が
い
る 

い
ず
れ
も
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1,568 26.0  62.1  1.7  8.5  13.4  0.3  

０歳児 482 32.4  60.2  2.7  8.1  11.4  － 

１歳児 196 24.0  61.2  1.5  4.6  15.3  － 

２歳児 206 25.2  61.7  1.5  8.7  12.1  1.5  

３歳児 224 24.6  60.3  0.4  9.4  16.1  － 

４歳児 208 20.2  65.9  1.0  11.5  13.5  － 

５歳児 207 20.8  68.1  1.4  9.7  13.0  － 
  

％

父母（パートナーを含む）
ともに

主に母親（パートナーを含
む）

主に父親（パートナーを含
む）

主に祖父母

その他

無回答

63.3

35.8

0.1

0.1

0.3

0.3

55.8

42.7

0.3

0.4

0.4

0.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）

回答者数 = 1,568 ％

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知
人がいる

いずれもいない

無回答

26.0

62.1

1.7

8.5

13.4

0.3

0 20 40 60 80 100
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（３）お子さんの保護者の就労状況について 

問７ 封筒のあて名のお子さんの保護者が現在働いている状況（自営業や自営業を手伝

っている場合も含む）についてお答えください。 

（１）母親【父子家庭の場合は記入不要】（○はひとつだけ） 

「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度

の就労）で働いており、産休・育休・介護休業中

ではない」の割合が 27.3％と最も高く、次いで

「以前は働いていたが、現在は働いていない」の

割合が 23.0％、「パート・アルバイト等（「フルタ

イム」以外の就労）で働いており、産休・育休・

介護休業中ではない」の割合が 21.6％となってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「以前は働いて

いたが、現在は働いていない」の割合が減少して

います。 

 

  

％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で働いており、産
休・育休・介護休業中で
はない
フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で働いているが、産
休・育休・介護休業中で
ある
パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の
就労）で働いており、産
休・育休・介護休業中で
はない
パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の
就労）で働いているが、
産休・育休・介護休業中
である

以前は働いていたが、現
在は働いていない

これまで働いたことがな
い

無回答

27.3

21.4

21.6

4.2

23.0

1.5

0.9

27.7

7.9

24.3

2.4

33.9

3.1

0.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,567）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,484）
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（２）父親【母子家庭の場合は記入不要】（○はひとつだけ） 

「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度

の就労）で働いており、産休・育休・介護休業中

ではない」の割合が 79.1％と最も高くなっていま

す。 

平成 30 年度調査と比較すると、「フルタイム

（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で働い

ており、産休・育休・介護休業中ではない」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で働いており、産
休・育休・介護休業中で
はない
フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で働いているが、産
休・育休・介護休業中で
ある
パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の
就労）で働いており、産
休・育休・介護休業中で
はない
パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の
就労）で働いているが、
産休・育休・介護休業中
である

以前は働いていたが、現
在は働いていない

これまで働いたことがな
い

無回答

79.1

1.5

0.5

0.3

0.6

0.0

18.1

94.8

0.3

0.9

0.1

0.6

0.0

3.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,500）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,299）
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【問７の（１）または（２）で「３.パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労」または「４. 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で働いているが、産休・育休・介護休業中であ

る」と答えた方のみ】 

問８ フルタイムへの転換希望はありますか。 

（１）母親【父子家庭の場合は記入不要】（○はひとつだけ） 

「パート・アルバイト等で働き続けることを希

望する」の割合が 54.3％と最も高く、次いで「フ

ルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込

みはない」の割合が 27.7％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

（２）父親【母子家庭の場合は記入不要】（○はひとつだけ） 

「フルタイムへの転換希望があり、実現できる

見込みがある」の割合が 41.7％と最も高く、次い

で「パート・アルバイト等で働き続けることを希

望する」、「パート・アルバイト等をやめて子育て

や家事に専念したい」の割合が 16.7％となってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「フルタイムへ

の転換希望があり、実現できる見込みがある」「パ

ート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念

したい」の割合が増加しています。一方、「フルタ

イムへの転換希望はあるが、実現できる見込みは

ない」「パート・アルバイト等で働き続けること

を希望する」の割合が減少しています。 

  

％

フルタイムへの転換希望
があり、実現できる見込
みがある

フルタイムへの転換希望
はあるが、実現できる見
込みはない

パート・アルバイト等で
働き続けることを希望す
る

パート・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

7.9

27.7

54.3

4.4

5.7

9.8

23.7

56.3

3.7

6.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 405）

平成30年度調査

（回答者数 = 928）

％

フルタイムへの転換希望
があり、実現できる見込
みがある

フルタイムへの転換希望
はあるが、実現できる見
込みはない

パート・アルバイト等で
働き続けることを希望す
る

パート・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

41.7

8.3

16.7

16.7

16.7

30.3

15.2

33.3

0.0

21.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 12）

平成30年度調査

（回答者数 = 33）
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【問７の（１）または（２）で「５.以前は働いていたが、現在は働いていない」または「６.こ
れまで働いたことがない」と答えた方のみ】 

問９ 働きたいという希望はありますか。 

（１）母親【父子家庭の場合は記入不要】 

（番号・記号それぞれ○はひとつだけ。（  ）内に数字を記入。） 

「１年より先、一番下の子どもが何歳になった

ころに就労したい」の割合が 48.7％と最も高く、

次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい」の割合が 25.0％、「子育てや家事などに専

念したい（働く予定はない）」の割合が 21.9％と

なっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

１年より先、一番下の子どもが何歳になったころに就労したいと回答した人 

「３歳～５歳」の割合が 46.0％と最も高く、次

いで「６歳～８歳」の割合が 28.3％、「１歳～２

歳」の割合が 12.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１歳～２歳」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

希望する就労形態（○はひとつだけ） 

「フルタイム」の割合が 13.5％、「パート・ア

ルバイト等」の割合が 86.5％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

  

％

子育てや家事などに専念し
たい（働く予定はない）

１年より先、一番下の子ど
もが何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

21.9

48.7

25.0

4.4

21.4

45.9

24.1

8.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 384）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,288）

％

フルタイム

パート・アルバイト等

無回答

13.5

86.5

0.0

12.9

85.5

1.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 96）

平成30年度調査

（回答者数 = 310）

％

１歳未満

１歳～２歳

３歳～５歳

６歳～８歳

９～11歳

12歳以上

無回答

0.0

12.3

46.0

28.3

5.3

2.7

5.3

0.0

5.6

44.7

28.8

2.9

1.0

17.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 187）

平成30年度調査

（回答者数 = 591）
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パート・アルバイト等の１週間あたりの希望日数 

「３日」の割合が 41.0％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 36.1％、「５日」の割合が 15.7％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「４日」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

パート・アルバイト等の１日あたりの希望時間 

「４時間」の割合が 36.1％と最も高く、次いで

「５時間」の割合が 31.3％、「６時間」の割合が

13.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５時間」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

1.2

6.0

41.0

36.1

15.7

0.0

0.0

1.1

9.1

39.2

30.6

13.6

0.0

6.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 83）

平成30年度調査

（回答者数 = 265）

％

４時間未満

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間以上

無回答

10.8

36.1

31.3

13.3

2.4

6.0

0.0

0.0

10.9

38.5

23.0

13.6

4.5

2.6

0.4

6.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 83）

平成30年度調査

（回答者数 = 265）
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（２）父親【母子家庭の場合は記入不要】 

（番号・記号それぞれ○はひとつだけ。（  ）内に数字を記入。） 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

が 4 件となっています。「子育てや家事などに専

念したい（働く予定はない）」が 2件、「１年より

先、一番下の子どもが何歳になったころに就労し

たい」が 1 件となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「子育てや家事

などに専念したい（働く予定はない）」「すぐにで

も、もしくは１年以内に就労したい」の割合が増

加しています。 

 

 

 

１年より先、一番下の子どもが何歳になったころに就労したいと回答した人 

「６歳～８歳」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する就労形態（○はひとつだけ） 

「フルタイム」が 4 件、「パート・アルバイト

等」が 0件となっています。 

 

 

 

 

パート・アルバイト等の１週間あたりの希望日数 

有効回答がありませんでした。 

 

 

パート・アルバイト等の１日あたりの希望時間 

有効回答がありませんでした。 

  

％

子育てや家事などに専念し
たい（働く予定はない）

１年より先、一番下の子ど
もが何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

22.2

11.1

44.4

22.2

4.8

9.5

38.1

47.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 9）

平成30年度調査

（回答者数 = 21）

回答者数 = 1 ％

１歳未満

１歳～２歳

３歳～５歳

６歳～８歳

９～11歳

12歳以上

無回答

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

フルタイム

パート・アルバイト等

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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（４）お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

問 10 封筒のあて名のお子さんは、平日、認定こども園（分園を含む）、保育所（分園

を含む）、幼稚園等、どのような定期的な教育・保育の事業を利用していますか。年

間を通じて定期的に利用している事業をお答えください。 

（番号の〇はひとつだけ。記号の〇はいくつでも。） 

「利用していない」の割合が 39.4％、「利用し

ている」の割合が 60.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「利用していな

い」の割合が増加し、「利用している」の割合が減

少しています。 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、０歳児で「利用していない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数 

（
件
） 

利
用
し
て 

い
な
い 

利
用
し
て 

い
る 

無
回
答 

全  体 1,568 39.4  60.3  0.3  

０歳児 482 79.3  20.3  0.4  

１歳児 196 36.2  63.3  0.5  

２歳児 206 31.1  68.9  － 

３歳児 224 11.6  88.4  － 

４歳児 208 12.0  88.0  － 

５歳児 207 16.4  83.1  0.5  

 

【地区別】 

地区別にみると、南部地域で「利用している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数 

（
件
） 

利
用
し
て 

い
な
い 

利
用
し
て 

い
る 

無
回
答 

全  体 1,568 39.4  60.3  0.3  

西部地域 550 45.5  54.4  0.2  

東部地域 131 36.6  62.6  0.8  

中部地域 461 36.0  63.8  0.2  

南部地域 354 32.2  67.5  0.3  

 

  

％

利用していない

利用している

無回答

39.4

60.3

0.3

27.8

71.5

0.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）
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定期的に利用している事業 

「認定こども園（分園を含む）」の割合が 60.7％

と最も高く、次いで「認可保育所（分園を含む）」

の割合が 13.3％、「幼稚園」の割合が 11.5％とな

っています。 

平成 30年度調査と比較すると、「認定こども園

（分園を含む）」の割合が増加しています。一方、

「幼稚園」「認可保育所（分園を含む）」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※前回調査では、「自治体の認証・認定保育施設」「地域子育て支援拠点等子育ての仲間が集まる場」の選択肢はありませ

んでした。 

※前回調査では、「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」の選択肢は「幼稚園の預かり保育」でした。 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、５歳児で「認定こども園（分園を含む）」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
＋
幼
稚
園
の
預
か
り

保
育 

認
可
保
育
所
（
分
園
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園
（
分
園
を
含

む
） 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育

施
設 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施

設 居
宅
訪
問
型
保
育 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等
子

育
て
の
仲
間
が
集
ま
る
場 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 946 11.5  4.5  13.3  60.7  1.6  0.3  1.3  0.4  2.3  0.1  4.2  0.3  2.3  1.3  

０歳児 98 1.0  2.0  16.3  44.9  3.1  1.0  4.1  － 2.0  1.0  19.4  2.0  2.0  6.1  

１歳児 124 － 0.8  18.5  62.9  7.3  － 0.8  0.8  5.6  － 6.5  － 0.8  － 

２歳児 142 4.2  1.4  22.5  62.0  1.4  1.4  2.8  － 1.4  － 5.6  － 2.1  0.7  

３歳児 198 17.2  6.6  8.6  64.6  0.5  － 0.5  0.5  2.0  － 0.5  － 3.0  0.5  

４歳児 183 20.8  7.7  10.4  55.2  － － 0.5  0.5  2.7  － － 0.5  3.3  － 

５歳児 172 14.5  4.7  9.9  70.3  － － － 0.6  1.2  － － － 1.7  1.2  

  

令和５年度調査

（回答者数 = 946）

平成30年度調査

（回答者数 = 2,493）

％

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり
保育
認可保育所（分園を含
む）
認定こども園（分園を含
む）

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育
施設
その他の認可外の保育施
設

居宅訪問型保育

地域子育て支援拠点等子
育ての仲間が集まる場
ファミリー・サポート・
センター

その他

無回答

11.5

4.5

13.3

60.7

1.6

0.3

1.3

0.4

2.3

0.1

4.2

0.3

2.3

1.3

22.7

5.4

19.9

51.0

1.4

0.0

1.2

－

2.0

0.0

－

0.4

2.4

0.6

0 20 40 60 80 100
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問 11 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、実際の利用と希望する

時間をそれぞれ記入してください。 

（１）実際の利用（（  ）内に数字を記入。24 時間制。） 

１週間あたりの利用日数 

「５日」の割合が 80.1％と最も高くなっていま

す。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

利用開始時間 

「８時台」の割合が 44.7％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 32.0％、「７時台」の割合が

13.5％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「７時台」「８

時台」の割合が増加しています。一方、「９時台」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

利用終了時間 

「17 時台」の割合が 30.3％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 23.0％、「15時より前」の

割合が 18.5％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「16時台」の割

合が増加しています。一方、「15時より前」の割

合が減少しています。 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

1.8

1.0

1.7

2.1

80.1

8.6

4.8

1.4

1.1

1.1

1.1

83.8

9.2

2.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 946）

平成30年度調査

（回答者数 = 2,493）

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

13.5

44.7

32.0

5.3

4.4

0.1

5.5

34.6

50.9

4.9

4.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 946）

平成30年度調査

（回答者数 = 2,493）

％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

18.5

7.1

14.4

30.3

23.0

1.4

0.2

0.0

5.1

25.5

8.2

8.6

27.7

23.6

2.0

0.0

0.0

4.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 946）

平成30年度調査

（回答者数 = 2,493）
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（２）希望（（  ）内に数字を記入。24時間制。） 

１週間あたりの希望利用日数 

「５日」の割合が 64.6％と最も高く、次いで

「６日以上」の割合が 12.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５日」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望利用開始時間 

「８時台」の割合が 41.0％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 23.5％、「７時台」の割合が

14.2％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「７時台」「８

時台」の割合が増加しています。一方、「９時台」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

希望利用終了時間 

「17 時台」の割合が 27.1％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 23.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「18時台」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

1.0

0.8

1.7

1.6

64.6

12.4

18.0

0.4

0.4

0.8

1.0

59.4

12.4

25.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 946）

平成30年度調査

（回答者数 = 2,493）

令和５年度調査

（回答者数 = 946）

平成30年度調査

（回答者数 = 2,493）

令和５年度調査

（回答者数 = 946）

平成30年度調査

（回答者数 = 2,493）

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.3

14.2

41.0

23.5

3.0

18.1

0.2

6.1

26.6

37.7

2.4

27.2

0 20 40 60 80 100

％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

5.7

8.5

9.5

27.1

23.4

6.1

1.1

0.3

18.4

6.4

10.3

9.5

22.3

18.2

5.2

1.0

0.0

27.2

0 20 40 60 80 100
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問 12 現在の利用にかかわらず、封筒のあて名のお子さんの平日の教育・保育の事業と

して定期的に利用したいと考える事業をお答えください。なお、これらの事業の利

用には、一定の利用料が発生する可能性があります。（〇はいくつでも） 

「認定こども園（分園を含む）」の割合が 54.2％

と最も高く、次いで「認可保育所（分園を含む）」

の割合が 26.8％、「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」

の割合が 19.8％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「幼稚園」「幼

稚園＋幼稚園の預かり保育」「認可保育所（分園

を含む）」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「自治体の認証・認定保育施設」「地域子育て支援拠点等子育ての仲間が集まる場」「特になし」の選択

肢はありませんでした。 

※前回調査では、「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」の選択肢は「幼稚園の預かり保育」でした。 

 

  

％

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり保
育

認可保育所（分園を含む）

認定こども園（分園を含
む）

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施
設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

地域子育て支援拠点等子育
ての仲間が集まる場

ファミリー・サポート・セ
ンター

特になし

その他

無回答

16.8

19.8

26.8

54.2

4.4

2.3

2.6

2.9

1.4

2.5

9.4

5.6

16.6

1.3

2.6

41.4

25.4

37.1

58.3

5.1

1.1

5.8

－

1.0

2.6

－

3.2

－

1.7

3.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）
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【年齢別】 

年齢別にみると、０歳児で「認可保育所（分園を含む）」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
＋
幼
稚
園
の 

預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

（
分
園
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園 

（
分
園
を
含
む
） 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・ 

認
定
保
育
施
設 

そ
の
他
の
認
可
外
の 

保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等 

子
育
て
の
仲
間
が
集
ま
る
場 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・ 

セ
ン
タ
ー 

特
に
な
し 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,568 16.8  19.8  26.8  54.2  4.4  2.3  2.6  2.9  1.4  2.5  9.4  5.6  16.6  1.3  2.6  

０歳児 482 20.1  21.8  45.4  64.1  10.0  3.5  3.1  5.2  1.9  2.7  15.6  5.8  9.3  0.4  2.5  

１歳児 196 10.2  16.3  32.7  62.2  5.1  2.0  5.6  4.1  2.6  2.0  10.2  7.7  13.3  1.5  1.0  

２歳児 206 19.9  18.4  22.8  51.9  1.9  2.9  1.5  － － 2.4  7.3  3.9  19.9  0.5  1.9  

３歳児 224 16.1  19.2  11.6  45.1  － 0.4  1.3  0.9  1.8  2.2  5.8  5.4  21.9  1.3  2.7  

４歳児 208 18.3  23.6  12.5  44.2  1.9  2.4  2.4  2.9  1.4  2.9  5.8  5.8  20.7  1.9  2.9  

５歳児 207 11.1  15.5  14.5  48.8  0.5  1.4  1.4  1.4  0.5  2.9  3.9  4.8  23.7  2.9  2.4  

 

【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
＋
幼
稚
園
の 

預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

（
分
園
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園 

（
分
園
を
含
む
） 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・ 

認
定
保
育
施
設 

そ
の
他
の
認
可
外
の 

保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等 

子
育
て
の
仲
間
が
集
ま
る
場 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・ 

セ
ン
タ
ー 

特
に
な
し 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,568 16.8  19.8  26.8  54.2  4.4  2.3  2.6  2.9  1.4  2.5  9.4  5.6  16.6  1.3  2.6  

西部地域 550 19.6  19.8  28.5  52.0  5.1  2.9  2.2  2.4  1.6  1.8  7.3  6.2  16.2  1.5  2.5  

東部地域 131 15.3  13.7  15.3  55.7  1.5  1.5  3.1  3.1  0.8  0.8  7.6  3.1  19.8  1.5  3.1  

中部地域 461 15.6  22.6  29.3  55.7  3.3  2.0  2.8  2.8  1.7  2.6  10.8  5.6  15.8  1.1  2.4  

南部地域 354 14.4  17.8  22.9  55.1  4.0  1.7  2.8  4.0  1.1  4.0  10.7  5.9  16.9  1.1  2.3  
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、これまで働いたことがないで「幼稚園」の割合が高くなっていま

す。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
＋
幼
稚
園
の 

預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

（
分
園
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園 

（
分
園
を
含
む
） 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

全  体 1,567 16.8  19.8  26.8  54.2  4.4  2.3  2.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
428 6.5  11.7  22.4  57.7  0.9  1.6  2.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
336 13.4  19.0  51.8  70.8  9.5  3.9  2.7  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
339 11.5  19.5  15.6  46.3  2.4  1.8  1.5  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
66 16.7  16.7  25.8  69.7  6.1  4.5  1.5  

以前は働いていたが、現在は働いていない 361 35.5  31.3  21.1  42.7  5.8  1.9  4.2  

これまで働いたことがない 23 43.5  17.4  － － － － － 
 

区分 

自
治
体
の
認
証
・ 

認
定
保
育
施
設 

そ
の
他
の
認
可
外
の 

保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等 

子
育
て
の
仲
間
が
集
ま
る
場 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・ 

セ
ン
タ
ー 

特
に
な
し 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2.9  1.4  2.5  9.4  5.6  16.6  1.3  2.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
1.6  0.9  4.2  5.1  6.1  19.6  2.1  2.3  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
5.4  2.1  3.3  16.1  6.3  7.1  1.2  1.8  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
1.5  0.9  1.2  5.0  5.3  22.4  0.9  3.2  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
1.5  － － 9.1  4.5  10.6  － 3.0  

以前は働いていたが、現在は働いていない 3.6  1.9  1.7  13.0  5.3  16.1  0.6  2.2  

これまで働いたことがない － 4.3  － － － 34.8  4.3  8.7  
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【父親の就労状況別】 

父親の就労状況別にみると、フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で働いてい

るが、産休・育休・介護休業中であるで「認可保育所（分園を含む）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
＋
幼
稚
園
の
預
か
り 

保
育 

認
可
保
育
所
（
分
園
を
含
む
） 

認
定
こ
ど
も
園 

（
分
園
を
含
む
） 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

全  体 1,500 17.1  20.3  27.0  54.2  4.4  2.4  2.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で 
働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

1,186 17.5  20.3  27.1  56.8  3.9  2.5  3.0  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で 
働いているが、産休・育休・介護休業中である 

22 18.2  27.3  50.0  72.7  9.1  － － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で 
働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

8 12.5  50.0  12.5  25.0  25.0  － － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で 
働いているが、産休・育休・介護休業中である 

4 50.0  － 50.0  50.0  50.0  25.0  － 

以前は働いていたが、現在は働いていない 9 33.3  － 33.3  33.3  － － － 

これまで働いたことがない － － － － － － － － 

 

区分 

自
治
体
の
認
証
・ 

認
定
保
育
施
設 

そ
の
他
の
認
可
外
の 

保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点 

等
子
育
て
の
仲
間
が
集
ま
る

場 フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・ 

セ
ン
タ
ー 

特
に
な
し 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 3.0  1.5  2.5  9.6  5.5  16.3  1.3  2.5  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で 
働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

3.0  1.6  2.7  10.3  5.7  15.0  1.0  1.7  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で 
働いているが、産休・育休・介護休業中である 

4.5  4.5  4.5  4.5  9.1  9.1  － － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で 
働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

12.5  － 12.5  25.0  － 25.0  － － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で 
働いているが、産休・育休・介護休業中である 

－ － － － － 25.0  － － 

以前は働いていたが、現在は働いていない － － － 11.1  11.1  22.2  － － 

これまで働いたことがない － － － － － － － － 
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【問 12 で「１.幼稚園」または「２.幼稚園＋幼稚園の預かり保育」と答え、かつ「１.幼稚園」、

「２.幼稚園＋幼稚園の預かり保育」、「３.認可保育所（分園を含む）」、「４．認定こども園（分園を

含む）」、「５．小規模な保育施設」、「６．家庭的保育」、「７．事業所内保育施設」、「８．自治体の認

証・認定保育施設」、「９．その他の認可外の保育施設」、「10．居宅訪問型保育」、「11．地域子育て

支援拠点等子育ての仲間が集まる場」、「12.ファミリー・サポート・センター」と答えた方のみ】 

問 13 特に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を強く

希望しますか。（○はひとつだけ） 

「はい」の割合が 57.9％、「いいえ」の割合が

36.1％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「いいえ」の割

合が増加しています。一方、「はい」の割合が減少

しています。  

令和５年度調査

（回答者数 = 252）

平成30年度調査

（回答者数 = 919）

％

はい

いいえ

無回答

57.9

36.1

6.0

68.2

27.6

4.1

0 20 40 60 80 100
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（５）お子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について 

問 14 封筒のあて名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業を利用しています

か。次の中から、利用しているものをお答えください。また、おおよその利用回数

（頻度）もお答えください。（○はいくつでも。（  ）内に数字を記入。） 

「利用していない」の割合が 79.9％と最も高

く、次いで「地域子育て支援拠点事業（「つどいの

広場」、「地域子育て支援センター」等）」の割合が

12.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業 

（「
つ
ど
い
の
広
場
」
、「
地
域 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」
等
） 

そ
の
他
、
八
尾
市
が
実
施 

し
て
い
る
類
似
の
事
業 

利
用
し
て
い
な
い 

知
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,568 12.3  2.7  79.9  7.3  1.0  2.3  

西部地域 550 12.0  2.4  80.4  8.2  1.1  1.8  

東部地域 131 13.7  2.3  80.2  4.6  － 3.1  

中部地域 461 14.1  3.7  78.1  6.9  1.3  2.0  

南部地域 354 9.6  2.3  83.6  6.8  0.8  1.7  

 

  

回答者数 = 1,568 ％

地域子育て支援拠点事業
（「つどいの広場」、
「地域子育て支援セン
ター」等）

その他、八尾市が実施し
ている類似の事業

利用していない

知らない

その他

無回答

12.3

2.7

79.9

7.3

1.0

2.3

0 20 40 60 80 100
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地域子育て支援拠点事業（「つどいの広場」、「地域子育て支援センター」等） 

１週間あたりの利用回数 

「１回」の割合が 26.4％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１か月あたりの利用回数 

「１回」の割合が 26.9％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 18.1％、「６回～10回」の割合

が 11.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、八尾市が実施している類似の事業 

１週間あたりの利用回数 

「１回」の割合が 38.1％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 193 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回以上

無回答

26.4

14.5

6.2

3.1

0.5

0.5

48.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 193 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

26.9

18.1

6.7

9.3

6.2

11.4

4.1

17.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 42 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回以上

無回答

38.1

7.1

2.4

0.0

2.4

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100
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１か月あたりの利用回数 

「１回」の割合が 21.4％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 14.3％、「４回」の割合が 11.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 問 14のような地域子育て支援拠点事業について、これからの利用希望をお答え

ください。また、希望する利用回数（頻度）もお答えください。なお、これらの事

業の利用には、一定の利用料が発生する可能性があります。 

（○はひとつだけ。（  ）内に数字を記入。） 

「新たに利用したり、利用日数を増やしたいと

は思わない」の割合が 61.4％と最も高く、次いで

「利用していないが、今後利用したい」の割合が

25.5％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、南部地域で「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」の割

合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

全  体 1,568 25.5  7.0  61.4  6.1  

西部地域 550 27.8  6.9  58.5  6.7  

東部地域 131 23.7  6.1  65.6  4.6  

中部地域 461 24.9  7.8  62.5  4.8  

南部地域 354 21.5  5.6  66.9  5.9  

  

％

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

25.5

7.0

61.4

6.1

20.5

8.4

64.9

6.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）

回答者数 = 42 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

21.4

14.3

4.8

11.9

4.8

4.8

4.8

33.3

0 20 40 60 80 100
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地域子育て支援拠点事業（「つどいの広場」、「地域子育て支援センター」等） 

１週間あたりの希望利用回数 

「１回」の割合が 37.0％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 11.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１か月あたりの希望利用回数 

「１回」の割合が 21.0％と最も高く、次いで

「４回」の割合が 18.3％、「２回」の割合が 15.3％

となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 400 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回以上

無回答

37.0

11.3

4.3

0.3

1.8

0.5

45.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 400 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

21.0

15.3

6.3

18.3

3.3

9.3

3.3

23.5

0 20 40 60 80 100
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すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 

１週間あたりの希望利用回数 

「１回」の割合が 28.4％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 24.8％、「３回」の割合が 12.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１か月あたりの希望利用回数 

「６回～10 回」の割合が 25.7％と最も高く、

次いで「４回」の割合が 14.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 109 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回以上

無回答

28.4

24.8

12.8

4.6

0.0

0.9

28.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 109 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

5.5

9.2

4.6

14.7

4.6

25.7

7.3

28.4

0 20 40 60 80 100
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（６）お子さんの土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用 

希望について 

問 16 封筒のあて名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保

育の事業の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。希望がある場合は、

利用したい時間帯をお答えください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用

料が発生する可能性があります。 

（１）土曜日（○はひとつだけ。（  ）内に数字を記入。時間は 24 時間制。） 

「利用する必要はない」の割合が 61.5％と最も

高く、次いで「月に１～２回は利用したい」の割

合が 25.1％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

希望利用開始時間 

「９時台」の割合が 36.7％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 35.0％、「７時台」の割合が

11.5％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「９時台」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

希望利用終了時間 

「17 時台」の割合が 30.2％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 26.1％、「16時台」の割合

が 10.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「17時台」の割

合が減少しています。 

 

 

 

  

％

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

61.5

9.3

25.1

4.1

58.9

12.0

27.1

2.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）

％

７時以前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.6

11.5

35.0

36.7

8.9

7.4

0.3

8.2

33.3

50.3

4.6

3.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 540）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,361）

％

15時以前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

10.2

8.5

10.4

30.2

26.1

4.8

0.4

0.2

9.3

9.3

8.4

8.4

35.2

30.9

3.8

0.7

0.1

3.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 540）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,361）
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（２）日曜日・祝日（○はひとつだけ。（  ）内に数字を記入。時間は 24時間制。） 

「利用する必要はない」の割合が 80.9％と最も

高く、次いで「月に１～２回は利用したい」の割

合が 13.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

希望利用開始時間 

「９時台」の割合が 40.8％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 30.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「９時台」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望利用終了時間 

「17 時台」の割合が 29.8％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 29.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「18 時台」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

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

80.9

1.2

13.3

4.6

81.3

2.0

14.3

2.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）

％

７時以前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.4

9.2

30.3

40.8

7.9

11.4

0.4

8.6

33.0

48.5

6.3

3.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 228）

平成30年度調査

（回答者数 = 569）

％

15時以前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

7.0

6.1

7.5

29.8

29.4

4.4

0.9

0.4

14.5

5.8

7.2

6.0

33.9

36.2

5.6

1.4

0.4

3.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 228）

平成30年度調査

（回答者数 = 569）
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【封筒のあて名のお子さんが、「幼稚園（認定こども園の幼稚園部分を含む）」を利用されている方のみ】 

問 17 夏休み・冬休み等、長期休暇中の教育・保育の事業の利用を希望しますか。希望

がある場合は、利用したい時間帯をお答えください。なお、これらの事業の利用に

は一定の利用料が発生する可能性があります。 

（○はひとつだけ。（  ）内に数字を記入。時間は 24時間制。） 

「利用する必要はない」、「休みの期間中、週に

数日利用したい」の割合が 41.3％と最も高くなっ

ています。 

平成 30年度調査と比較すると、「休みの期間中、

ほぼ毎日利用したい」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

希望利用開始時間 

「９時台」の割合が 52.0％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 32.0％、「10 時以降」の割合

が 10.0％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「８時台」「10

時以降」の割合が増加しています。一方、「９時

台」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

希望利用終了時間 

「15 時台」の割合が 38.0％と最も高く、次い

で「15時以前」の割合が 20.0％、「16時台」の割

合が 16.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「15時台」の割

合が増加しています。一方、「17時台」「18時台」

の割合が減少しています。 

 

  

％

利用する必要はない

休みの期間中、ほぼ毎日利
用したい

休みの期間中、週に数日利
用したい

無回答

41.3

4.6

41.3

12.8

40.5

14.8

42.8

1.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 109）

平成30年度調査

（回答者数 = 566）

％

７時以前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.0

4.0

32.0

52.0

10.0

2.0

0.0

0.9

20.6

69.9

4.3

4.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 50）

平成30年度調査

（回答者数 = 326）

％

15時以前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

20.0

38.0

16.0

14.0

2.0

0.0

2.0

0.0

8.0

18.4

28.5

15.6

22.4

9.5

0.9

0.0

0.0

4.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 50）

平成30年度調査

（回答者数 = 326）
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（７）お子さんが病気の際の対応について 

【問 10で「２.利用している」に○をつけた方のみ。問 10で「１.利用していない」に○をつけた
方は、問 21にお進みください】 

問 18 この１年間に、封筒のあて名のお子さんが病気やけがで認定こども園、保育所、

幼稚園等の施設やサービスを利用できなかったことはありますか。 

（〇はひとつだけ） 

「あった」の割合が 71.8％、「なかった」の割

合が 21.5％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「あった」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

【問 18で「１.あった」と答えた方のみ】 

問 19 封筒のあて名のお子さんが病気やけがで認定こども園、保育所、幼稚園等の施設

やサービスを利用できなかった場合に行った対処方法としてあてはまるものをお答

えください。また、それぞれの日数もお答えください。（半日程度の対応の場合も１

日とカウントしてください。）（○はいくつでも。（  ）内に数字を記入。） 

「母親（パートナーを含む）が仕事を休んだ」

の割合が 74.8％と最も高く、次いで「父親（パー

トナーを含む）が仕事を休んだ」の割合が 31.8％、

「親族・知人（同居者を含む）に子どもをみても

らった」の割合が 27.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「父親（パート

ナーを含む）が仕事を休んだ」の割合が増加して

います。一方、「親族・知人（同居者を含む）に子

どもをみてもらった」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

あった

なかった

無回答

71.8

21.5

6.8

78.1

17.8

4.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 946）

平成30年度調査

（回答者数 = 2,493）

％

父親（パートナーを含む）
が仕事を休んだ

母親（パートナーを含む）
が仕事を休んだ

親族・知人（同居者を含
む）に子どもをみてもらっ
た

父親または母親のうち就労
していない方が子どもをみ
た

病児・病後児の保育を利用
した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・セ
ンターを利用した

やむをえず子どもだけで留
守番をさせた

その他

無回答

31.8

74.8

27.0

18.7

2.1

0.0

0.0

0.3

2.5

1.2

20.5

72.9

32.1

21.5

4.0

0.1

0.1

0.6

2.1

1.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 679）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,948）
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【年齢別】 

年齢別にみると、１歳児で「母親（パートナーを含む）が仕事を休んだ」の割合が高くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

父
親
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を

含
む
）
が
仕
事
を
休
ん

だ 母
親
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を

含
む
）
が
仕
事
を
休
ん

だ 親
族
・
知
人
（
同
居
者

を
含
む
）
に
子
ど
も
を

み
て
も
ら
っ
た 

父
親
ま
た
は
母
親
の

う
ち
就
労
し
て
い
な

い
方
が
子
ど
も
を
み

た 病
児
・
病
後
児
の
保
育

を
利
用
し
た 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を

利
用
し
た 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
を
利
用

し
た 

や
む
を
え
ず
子
ど
も

だ
け
で
留
守
番
を
さ

せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 679 31.8  74.8  27.0  18.7  2.1  － － 0.3  2.5  1.2  

０歳児 57 40.4  87.7  29.8  8.8  1.8  － － － 1.8  3.5  

１歳児 89 42.7  88.8  31.5  10.1  2.2  － － － 2.2  1.1  

２歳児 105 43.8  81.9  31.4  12.4  5.7  － － － 1.9  － 

３歳児 155 24.5  71.0  26.5  24.5  － － － － 1.3  0.6  

４歳児 133 22.6  67.7  18.0  24.1  1.5  － － 0.8  5.3  0.8  

５歳児 122 29.5  67.2  29.5  23.0  1.6  － － 0.8  2.5  0.8  
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、以前は働いていたが、現在は働いていないで「父親または母親の

うち就労していない方が子どもをみた」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

父
親
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
） 

が
仕
事
を
休
ん
だ 

母
親
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
） 

が
仕
事
を
休
ん
だ 

親
族
・
知
人
（
同
居
者
を
含
む
） 

に
子
ど
も
を
み
て
も
ら
っ
た 

父
親
ま
た
は
母
親
の
う
ち 

就
労
し
て
い
な
い
方
が 

子
ど
も
を
み
た 

病
児
・
病
後
児
の
保
育
を 

利
用
し
た 

全  体 678 31.7  74.9  27.0  18.7  1.9  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
285 45.3  90.2  37.2  2.1  3.9  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
56 26.8  71.4  21.4  25.0  － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
201 27.4  92.5  25.9  4.0  1.0  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
22 22.7  72.7  22.7  27.3  － 

以前は働いていたが、現在は働いていない 105 7.6  4.8  6.7  83.8  － 

これまで働いたことがない 4 － － － 100.0  － 
 

区分 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を 

利
用
し
た 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・ 

セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
た 

や
む
を
え
ず
子
ど
も
だ
け
で 

留
守
番
を
さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 － － 0.3  2.5  1.2  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
－ － 0.4  1.8  1.4  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
－ － － 5.4  1.8  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
－ － 0.5  2.0  1.0  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
－ － － － － 

以前は働いていたが、現在は働いていない － － － 3.8  1.0  

これまで働いたことがない － － － － － 
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【父親の就労状況】 

父親の就労状況にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

父
親
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
） 

が
仕
事
を
休
ん
だ 

母
親
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
） 

が
仕
事
を
休
ん
だ 

親
族
・
知
人
（
同
居
者
を
含
む
） 

に
子
ど
も
を
み
て
も
ら
っ
た 

父
親
ま
た
は
母
親
の
う
ち 

就
労
し
て
い
な
い
方
が 

子
ど
も
を
み
た 

病
児
・
病
後
児
の
保
育
を 

利
用
し
た 

全  体 639 33.6  74.3  26.4  19.6  1.9  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で
働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

501 35.5  77.0  28.9  17.6  2.0  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で
働いているが、産休・育休・介護休業中である 

4 25.0  50.0  25.0  25.0  － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で 
働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

1 － 100.0  100.0  － － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で 
働いているが、産休・育休・介護休業中である 

1 － － － 100.0  － 

以前は働いていたが、現在は働いていない 3 － 33.3  33.3  100.0  － 

これまで働いたことがない － － － － － － 
 

区分 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を 

利
用
し
た 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・ 

セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
た 

や
む
を
え
ず
子
ど
も
だ
け
で 

留
守
番
を
さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

無
回
答 

全  体 － － 0.2  2.7  1.3  1.3  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で
働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

－ － 0.2  2.8  0.8  0.8  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で
働いているが、産休・育休・介護休業中である 

－ － － － － － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で 
働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

－ － － － － － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で 
働いているが、産休・育休・介護休業中である 

－ － － － － － 

以前は働いていたが、現在は働いていない － － － － － － 

これまで働いたことがない － － － － － － 

 

  



 

 32 

１．父親（パートナーを含む）が仕事を休んだ 日数（年間） 

「１日～５日」の割合が 72.2％と最も高く、次いで

「６日～10日」の割合が 18.5％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「６日～10日」

の割合が増加しています。一方、「１日～５日」の

割合が減少しています。 

 

 

 
 

２．母親（パートナーを含む）が仕事を休んだ 日数（年間） 

「６日～10 日」の割合が 28.1％と最も高く、

次いで「１日～５日」の割合が 27.8％、「16日以

上」の割合が 24.6％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「11日～15日」

「16 日以上」の割合が増加しています。一方、「１

日～５日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

３．親族・知人（同居者を含む）に子どもをみてもらった 日数（年間） 

「１日～５日」の割合が 56.8％と最も高く、次

いで「６日～10 日」の割合が 21.3％、「16 日以

上」の割合が 12.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「16日以上」の

割合が増加しています。一方、「１日～５日」の割

合が減少しています。 

 

 

 
 

４．父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた 日数（年間） 

「６日～10 日」の割合が 30.7％と最も高く、

次いで「16日以上」の割合が 29.9％、「１日～５

日」の割合が 19.7％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「６日～10日」

「11 日～15 日」「16日以上」の割合が増加してい

ます。一方、「１日～５日」の割合が減少していま

す。  

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

72.2

18.5

1.9

2.8

4.6

80.0

10.5

1.3

1.8

6.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 216）

平成30年度調査

（回答者数 = 400）

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

27.8

28.1

13.0

24.6

6.5

50.4

24.9

5.1

10.0

9.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 508）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,420）

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

56.8

21.3

1.6

12.0

8.2

65.7

16.3

3.0

5.8

9.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 183）

平成30年度調査

（回答者数 = 626）

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

19.7

30.7

11.0

29.9

8.7

50.2

24.4

4.1

7.2

14.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 127）

平成30年度調査

（回答者数 = 418）
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５．病児・病後児の保育を利用した 日数（年間） 

「１日～５日」の割合が 50.0％と最も高く、次

いで「６日～10 日」の割合が 21.4％、「16 日以

上」の割合が 14.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「16日以上」の

割合が増加しています。一方、「１日～５日」の割

合が減少しています。 

 

 

 

６．ベビーシッターを利用した 日数（年間） 

有効回答がありませんでした。 

 

 

７．ファミリー・サポート・センターを利用した 日数（年間） 

有効回答がありませんでした。 

 

 

８．やむをえず子どもだけで留守番をさせた 日数（年間） 

「１日～５日」が 2件となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１日～５日」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

９．その他 日数（年間） 

「６日～10 日」の割合が 52.9％と最も高く、

次いで「11 日～15日」の割合が 17.6％、「１日～

５日」の割合が 11.8％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「６日～10日」

の割合が増加しています。一方、「１日～５日」の

割合が減少しています。 

 

  

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

11.8

52.9

17.6

5.9

11.8

53.7

14.6

0.0

7.3

24.4

0 20 40 60 80 100

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

90.9

0.0

0.0

0.0

9.1

0 20 40 60 80 100

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

50.0

21.4

7.1

14.3

7.1

55.1

25.6

3.8

5.1

10.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 14）

平成30年度調査

（回答者数 = 78）

令和５年度調査

（回答者数 = 2）

平成30年度調査

（回答者数 = 11）

令和５年度調査

（回答者数 = 17）

平成30年度調査

（回答者数 = 41）
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【問 19 で「１.父親（パートナーを含む）が仕事を休んだ」または「２.母親（パートナーを含
む）が仕事を休んだ」と答えた方のみ】」 

問 20 「できれば病児・病後児の保育を利用したい」と思われましたか。また、日数に

ついてもお答えください。利用には、一定の利用料が発生し、利用前にかかりつけ

医の受診が必要となる場合があります。 

（○はひとつだけ。（  ）内に数字を記入。） 

「利用したい」の割合が 43.8％、「利用したい

とは思わない」の割合が 55.0％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「利用したい」

の割合が増加し、「利用したいとは思わない」の

割合が減少しています。 

 

 

 

利用したい日数 

「１日～５日」の割合が 50.9％と最も高く、次

いで「６日～10 日」の割合が 22.6％、「16 日以

上」の割合が 11.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「16日以上」の

割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

利用したい

利用したいとは思わない

無回答

43.8

55.0

1.1

35.7

62.3

2.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 525）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,467）

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

50.9

22.6

5.7

11.3

9.6

49.9

18.7

1.7

3.6

26.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 230）

平成30年度調査

（回答者数 = 523）
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（８）お子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用

について 

問 21 封筒のあて名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、保

護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気等）等の目的で、不定期に利用してい

る事業はありますか。利用している場合は、１年間の利用日数（おおよそ）をお答

えください。 

（番号の〇はひとつだけ。記号の〇はいくつでも。（  ）内に数字を記入。） 

「利用している」の割合が 5.2％、「利用してい

ない」の割合が 93.0％となっています。 

 

 

 

 

 

利用目的 

「一時預かり」の割合が 57.3％と最も高く、次

いで「幼稚園の預かり保育」の割合が 29.3％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．一時預かり 利用日数（年間） 

「１日～５日」の割合が 44.7％と最も高く、次

いで「16日以上」の割合が 23.4％、「６日～10日」

の割合が 19.1％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１日～５日」

の割合が増加しています。一方、「16 日以上」の

割合が減少しています。 

 

 

  

回答者数 = 1,568 ％

利用している

利用していない

無回答

5.2

93.0

1.7

0 20 40 60 80 100

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

44.7

19.1

10.6

23.4

2.1

36.3

17.8

5.7

29.3

10.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 47）

平成30年度調査

（回答者数 = 157）

回答者数 = 82 ％

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・
センター

夜間養護等事業

ベビーシッター

その他

無回答

57.3

29.3

4.9

1.2

4.9

7.3

1.2

0 20 40 60 80 100
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イ．幼稚園の預かり保育 利用日数（年間） 

「16 日以上」の割合が 41.7％と最も高く、次

いで「１日～５日」の割合が 37.5％、「６日～10

日」の割合が 16.7％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「16日以上」の

割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．ファミリー・サポート・センター 利用日数（年間） 

「１日～５日」が 4件となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１日～５日」

の割合が増加しています。一方、「６日～10 日」

「11 日～15 日」「16日以上」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ．夜間養護等事業 利用日数（年間） 

「16日以上」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

37.5

16.7

4.2

41.7

0.0

34.6

17.7

7.0

32.4

8.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 24）

平成30年度調査

（回答者数 = 327）

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29.4

5.9

5.9

29.4

29.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 4）

平成30年度調査

（回答者数 = 17）

回答者数 = 1 ％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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オ．ベビーシッター 利用日数（年間） 

「６日～10日」が 2件となっています。「１日

～５日」、「16 日以上」が 1件となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１日～５日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ．その他 利用日数（年間） 

「１日～５日」が 5件となっています。「16日

以上」が 1 件となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１日～５日」

の割合が増加しています。一方、「16 日以上」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

83.3

0.0

0.0

16.7

0.0

53.7

14.6

0.0

7.3

24.4

0 20 40 60 80 100

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

25.0

50.0

0.0

25.0

0.0

66.7

0.0

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 4）

平成30年度調査

（回答者数 = 6）

令和５年度調査

（回答者数 = 6）

平成30年度調査

（回答者数 = 25）



 

 38 

問 22 封筒のあて名のお子さんについて、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病

気等）等で、年間何日くらい教育・保育事業等を利用したいですか。必要な日数を

お答えください。なお、これらの事業の利用にあたっては、一定の利用料が発生す

る可能性があります。 

（番号の〇はひとつだけ。記号の〇はいくつでも。（  ）内に数字を記入。） 

「利用したい」の割合が 42.2％、「利用する必

要はない」の割合が 55.9％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

利用目的  

「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親

の習い事等、リフレッシュ目的）」の割合が 76.4％

と最も高く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子ど

も（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」の割合が

70.0％、「不定期の就労」の割合が 21.9％となっ

ています。 

平成 30年度調査と比較すると、「不定期の就労」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

ア．私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、リフレッシュ目的） 利用日数（年間） 

「１日～５日」の割合が 29.1％と最も高く、次

いで「６日～10日」の割合が 24.2％、「11 日～15

日」の割合が 19.4％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１日～５日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

42.2

55.9

2.0

41.0

54.5

4.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）

％

私用（買物、子ども（兄弟
姉妹を含む）や親の習い事
等、リフレッシュ目的）

冠婚葬祭、学校行事、子ど
も（兄弟姉妹を含む）や親
の通院等

不定期の就労

その他

無回答

76.4

70.0

21.9

3.8

0.6

74.4

67.8

27.1

4.7

2.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 661）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,430）

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

29.1

24.2

19.4

18.6

8.7

35.6

24.2

17.7

16.2

6.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 505）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,064）
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イ．冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等 利用日数（年間） 

「１日～５日」の割合が 46.2％と最も高く、次

いで「６日～10 日」の割合が 22.9％となってい

ます。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１日～５日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

ウ．不定期の就労 利用日数（年間） 

「１日～５日」、「16 日以上」の割合が 27.6％

と最も高く、次いで「６日～10 日」の割合が

19.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

エ．その他 利用日数（年間） 

「１日～５日」の割合が 52.0％と最も高く、次

いで「６日～10 日」の割合が 28.0％となってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「６日～10日」

の割合が増加しています。 

 

 

 

  

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

46.2

22.9

9.9

7.3

13.6

54.1

23.0

8.2

5.7

9.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 463）

平成30年度調査

（回答者数 = 970）

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

27.6

19.3

9.0

27.6

16.6

30.0

16.0

7.2

31.5

15.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 145）

平成30年度調査

（回答者数 = 387）

％

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日以上

無回答

52.0

28.0

4.0

4.0

12.0

37.3

10.4

4.5

22.4

25.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 25）

平成30年度調査

（回答者数 = 67）
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問 23 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気等）等で、封筒の

あて名のお子さんを泊りがけで家族以外にみてもらうことはありましたか（預け先

が見つからなかった場合も含みます）。あった場合は、対処方法をお答えください。

（番号の〇はひとつだけ。記号の〇はいくつでも。（  ）内に数字を記入。） 

「あった」の割合が 11.2％、「なかった」の割

合が 87.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「なかった」の

割合が増加し、「あった」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

対処方法 

「親族・知人（同居者を含む）にみてもらった」

の割合が 87.4％と最も高く、次いで「やむをえず

子どもを同行させた」の割合が 17.1％となってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「親族・知人（同

居者を含む）にみてもらった」の割合が増加し、

「やむをえず子どもだけで留守番をさせた」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．親族・知人（同居者を含む）にみてもらった 日数（年間） 

「１泊～５泊」の割合が 64.1％と最も高く、次

いで「６泊～10 泊」の割合が 17.0％となってい

ます。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１泊～５泊」

の割合が減少しています。 

 

  

％

１泊～５泊

６泊～10泊

11泊～15泊

16泊以上

無回答

64.1

17.0

5.2

5.9

7.8

73.7

15.2

1.5

4.6

5.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 153）

平成30年度調査

（回答者数 = 585）

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）

％

あった

なかった

無回答

11.2

87.4

1.4

20.3

76.8

3.0

0 20 40 60 80 100

％

親族・知人（同居者を含
む）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

「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

やむをえず子どもを同行
させた

やむをえず子どもだけで
留守番をさせた

その他

無回答

87.4

1.7

0.0

17.1

1.7

1.7

0.0

82.7

1.6

0.7

20.7

1.7

1.8

0.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 175）

平成30年度調査

（回答者数 = 707）
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イ．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 日数（年間） 

「１泊～５泊」が 2件となっています。「16泊

以上」が 1 件となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１泊～５泊」

「16 泊以上」の割合が増加しています。一方、「６

泊～10泊」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．「イ．」以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した 日数（年間） 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

エ．やむをえず子どもを同行させた 日数（年間） 

「１泊～５泊」の割合が 70.0％と最も高くなっ

ています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

  

％

１泊～５泊

６泊～10泊

11泊～15泊

16泊以上

無回答

66.7

0.0

0.0

33.3

0.0

36.4

9.1

0.0

9.1

45.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 3）

平成30年度調査

（回答者数 = 11）

％

１泊～５泊

６泊～10泊

11泊～15泊

16泊以上

無回答

70.0

6.7

0.0

3.3

20.0

71.9

8.2

1.4

2.1

16.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 30）

平成30年度調査

（回答者数 = 146）
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オ．やむをえず子どもだけで留守番をさせた 日数（年間） 

「１泊～５泊」、「11 泊～15 泊」が 1 件となっ

ています。 

平成 30年度調査と比較すると、「11泊～15泊」

の割合が増加し、「１泊～５泊」「６泊～10泊」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ．その他 日数（年間） 

「１泊～５泊」が 2件となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「１泊～５泊」

の割合が増加しています。一方、「６泊～10 泊」

「16 泊以上」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１泊～５泊

６泊～10泊

11泊～15泊

16泊以上

無回答

66.7

0.0

0.0

0.0

33.3

46.2

15.4

0.0

7.7

30.8

0 20 40 60 80 100

％

１泊～５泊

６泊～10泊

11泊～15泊

16泊以上

無回答

33.3

0.0

33.3

0.0

33.3

58.3

8.3

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 3）

平成30年度調査

（回答者数 = 12）

令和５年度調査

（回答者数 = 3）

平成30年度調査

（回答者数 = 13）
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（９）お子さんが小学校就学後の放課後の過ごし方について 

問 24 封筒のあて名のお子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課

後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいですか。また、

希望する週あたりの日数をお答えください。「３.」を選択された場合は、利用を希

望する時間もお答えください。 

（○はいくつでも。（  ）内に数字を記入。時間は 24時間制。） 

「放課後児童室（学童保育）」の割合が 58.4％

と最も高く、次いで「自宅」の割合が 47.3％、「習

い事 （ピアノ教室、学習塾等）」の割合が 40.2％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「習い事 （ピ

アノ教室、学習塾等）」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自宅 １週あたりの希望利用日数 

「５日」の割合が 26.0％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 18.4％、「２日」の割合が 16.5％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１日」「２日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

自宅

祖父母の家や友人・知人の
家

放課後児童室（学童保育）

習い事　（ピアノ教室、学
習塾等）

青少年会館

放課後子ども教室等地域の
取り組み

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

47.3

18.0

58.4

40.2

2.0

6.6

4.8

1.0

9.0

3.8

45.7

16.2

56.8

48.6

1.8

8.4

3.0

0.2

14.9

4.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 597）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

8.1

16.5

18.4

6.2

26.0

3.1

21.7

17.6

22.3

15.0

7.0

26.4

2.2

9.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 741）

平成30年度調査

（回答者数 = 273）
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２．祖父母の家や友人・知人の家 １週あたりの希望利用日数 

「１日」の割合が 34.8％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 19.1％、「５日」の割合が 17.0％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

３．放課後児童室（学童保育） １週あたりの希望利用日数 

「５日」の割合が 57.8％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 11.5％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童室（学童保育） 下校時からの希望利用終了時間 

「18 時台」の割合が 37.9％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 33.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「18時台」の割

合が増加しています。一方、「17時台」の割合が

減少しています。 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

34.8

19.1

7.1

0.7

17.0

1.4

19.9

44.3

20.6

7.2

2.1

12.4

0.0

13.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 282）

平成30年度調査

（回答者数 = 97）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

1.7

6.4

11.5

8.8

57.8

5.1

8.6

2.4

8.8

11.5

10.3

54.6

9.1

3.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 916）

平成30年度調査

（回答者数 = 339）

％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

4.4

5.1

33.4

37.9

9.1

10.2

3.8

9.1

45.4

31.9

5.6

4.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 916）

平成30年度調査

（回答者数 = 339）
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４．習い事 （ピアノ教室、学習塾等） １週あたりの希望利用日数 

「２日」の割合が 40.5％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 30.5％、「３日」の割合が 14.4％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

５．青少年会館 １週あたりの希望利用日数 

「１日」の割合が 41.9％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 29.0％、「２日」の割合が 12.9％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５日」の割合

が増加しています。一方、「４日」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

６．放課後子ども教室等地域の取り組み １週あたりの希望利用日数 

「１日」の割合が 30.8％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 27.9％、「２日」の割合が 16.3％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５日」の割合

が増加しています。一方、「１日」「３日」の割合

が減少しています。 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

30.5

40.5

14.4

1.3

1.3

0.2

11.9

36.9

35.9

17.6

4.8

1.4

0.0

3.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 630）

平成30年度調査

（回答者数 = 290）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

41.9

12.9

3.2

0.0

29.0

3.2

9.7

45.5

9.1

0.0

27.3

9.1

0.0

9.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 31）

平成30年度調査

（回答者数 = 11）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

30.8

16.3

4.8

6.7

27.9

1.9

11.5

46.0

16.0

10.0

4.0

12.0

0.0

12.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 104）

平成30年度調査

（回答者数 = 50）
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７．放課後等デイサービス １週あたりの希望利用日数 

「５日」の割合が 37.3％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 18.7％、「１日」、「３日」の割

合が 12.0％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「４日」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．ファミリー・サポート・センター １週あたりの希望利用日数 

「１日」の割合が 43.8％と最も高く、次いで

「５日」の割合が 18.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他 １週あたりの希望利用日数 

「２日」の割合が 34.8％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 19.9％、「３日」の割合が 14.2％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２日」の割合

が増加しています。一方、「１日」の割合が減少し

ています。 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

12.0

18.7

12.0

5.3

37.3

4.0

10.7

11.1

16.7

16.7

0.0

38.9

5.6

11.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 75）

平成30年度調査

（回答者数 = 18）

回答者数 = 16 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

43.8

6.3

6.3

6.3

18.8

6.3

12.5

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

19.9

34.8

14.2

2.8

11.3

1.4

15.6

34.8

23.6

18.0

2.2

11.2

0.0

10.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 141）

平成30年度調査

（回答者数 = 89）
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問 25 封筒のあて名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放

課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいですか。ま

た、希望する週あたりの日数をお答えください。「３.」を選択された場合は、利用

を希望する時間もお答えください。 

（○はいくつでも。（  ）内に数字を記入。時間は 24時間制。） 

「自宅」の割合が 65.4％と最も高く、次いで

「習い事 （ピアノ教室、学習塾等）」の割合が

52.9％、「放課後児童室（学童保育）」の割合が

35.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「習い事 （ピ

アノ教室、学習塾等）」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自宅 １週あたりの希望利用日数 

「５日」の割合が 29.8％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 17.6％、「２日」の割合が 16.1％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５日」の割合

が増加しています。一方、「１日」「２日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

自宅

祖父母の家や友人・知人の
家

放課後児童室（学童保育）

習い事　（ピアノ教室、学
習塾等）

青少年会館

放課後子ども教室等地域の
取り組み

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

65.4

20.9

35.4

52.9

1.3

5.4

3.5

0.3

13.1

4.7

61.0

21.3

35.3

66.2

2.0

8.2

2.3

0.2

19.4

4.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 597）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

9.1

16.1

17.6

5.3

29.8

3.4

18.8

19.5

23.6

15.1

4.7

22.8

1.4

12.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,025）

平成30年度調査

（回答者数 = 364）
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２．祖父母の家や友人・知人の家 １週あたりの希望利用日数 

「１日」の割合が 31.1％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 22.3％、「５日」の割合が 15.5％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．放課後児童室（学童保育） １週あたりの希望利用日数 

「５日」の割合が 42.9％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 18.4％、「２日」の割合が 12.1％

となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童室（学童保育） 下校時からの希望利用終了時間 

「18 時台」の割合が 39.3％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 31.2％、「19時以降」の割

合が 10.8％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「18時台」「19

時以降」の割合が増加しています。一方、「17時

台」の割合が減少しています。 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

31.1

22.3

8.8

1.2

15.5

1.8

19.2

39.4

22.8

8.7

3.1

12.6

3.1

10.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 328）

平成30年度調査

（回答者数 = 127）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

4.9

12.1

18.4

7.0

42.9

3.4

11.4

4.7

15.2

16.6

8.1

38.9

8.5

8.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 555）

平成30年度調査

（回答者数 = 211）

％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

3.6

3.6

31.2

39.3

10.8

11.5

2.8

4.3

44.5

31.8

5.7

10.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 555）

平成30年度調査

（回答者数 = 211）
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４．習い事 （ピアノ教室、学習塾等） １週あたりの希望利用日数 

「２日」の割合が 43.1％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 18.7％、「３日」の割合が 18.2％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２日」の割合

が増加しています。一方、「３日」「４日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

５．青少年会館 １週あたりの希望利用日数 

「１日」の割合が 42.9％と最も高く、次いで

「２日」、「５日」の割合が 14.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「２日」「５日」

の割合が増加しています。一方、「３日」「４日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．放課後子ども教室等地域の取り組み １週あたりの希望利用日数 

「１日」の割合が 32.9％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 21.2％、「５日」の割合が 20.0％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「５日」の割合

が増加しています。一方、「１日」の割合が減少し

ています。 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

18.7

43.1

18.2

3.4

2.9

0.2

13.5

19.2

34.9

25.6

8.4

3.8

0.3

7.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 830）

平成30年度調査

（回答者数 = 395）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

42.9

14.3

9.5

0.0

14.3

4.8

14.3

41.7

0.0

25.0

8.3

8.3

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 21）

平成30年度調査

（回答者数 = 12）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

32.9

21.2

7.1

4.7

20.0

0.0

14.1

57.1

18.4

10.2

4.1

2.0

0.0

8.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 85）

平成30年度調査

（回答者数 = 49）
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７．放課後等デイサービス １週あたりの希望利用日数 

「５日」の割合が 32.7％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 20.0％、「２日」の割合が 14.5％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「３日」の割合

が増加しています。一方、「５日」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

８．ファミリー・サポート・センター １週あたりの希望利用日数 

「１日」、「４日」が 2件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他 １週あたりの希望利用日数 

「２日」の割合が 30.1％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 21.8％、「３日」の割合が 18.4％

となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

  

回答者数 = 4 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

50.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

9.1

14.5

20.0

5.5

32.7

3.6

14.5

7.1

14.3

7.1

7.1

42.9

0.0

21.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 55）

平成30年度調査

（回答者数 = 14）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

21.8

30.1

18.4

1.9

12.1

1.0

14.6

30.2

25.9

19.0

3.4

9.5

0.9

11.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 206）

平成30年度調査

（回答者数 = 116）
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（10）育児休業の取得状況などについて 

問 26 封筒の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。また、取得し

ていない方はその理由をお答えください。 

（○はひとつだけ。理由番号はいくつでも。） 

母親（○はひとつだけ）【当時、父子家庭の場合は記入不要】 

「取得した（取得中である）」の割合が 57.0％

と最も高く、次いで「働いていなかった」の割合

が 29.7％、「取得していない」の割合が 11.4％と

なっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「取得した（取

得中である）」の割合が増加しています。一方、

「働いていなかった」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

  

％

取得した（取得中である）

取得していない

働いていなかった

無回答

57.0

11.4

29.7

1.9

35.5

15.9

46.4

2.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）
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取得していない理由（いくつでも） 

「子育てや家事に専念するため退職した」の割

合が 27.5％と最も高く、次いで「職場に育児休業

の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）」

の割合が 19.1％、「その他・わからない」の割合

が 17.4％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「子育てや家事

に専念するため退職した」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「認定こども園・保育所・幼稚園等に預けることができた」の選択肢は「認定こども園・保育所（園）

などに預けることができた」でした。 

  

％

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・昇格等が遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦
しくなる

認定こども園・保育所・幼
稚園等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等、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

制度を知らず、退職した

その他・わからない

無回答

10.1

11.8

6.2

7.9

0.6

8.4

2.8

0.6

2.8

27.5

19.1

7.9

0.6

17.4

9.6

11.4

7.0

4.9

12.1

0.5

5.8

4.7

0.2

4.5

33.2

15.9

6.1

1.8

12.6

22.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 178）

平成30年度調査

（回答者数 = 555）
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父親（○はひとつだけ）【当時、母子家庭の場合は記入不要】 

「取得していない」の割合が 78.8％と最も高

く、次いで「取得した（取得中である）」の割合が

12.6％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「取得した（取

得中である）」の割合が増加しています。一方、

「取得していない」の割合が減少しています。 

 

 

 

  

％

取得した（取得中である）

取得していない

働いていなかった

無回答

12.6

78.8

1.4

7.2

2.6

85.5

0.8

11.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,568）

平成30年度調査

（回答者数 = 3,489）
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取得していない理由（いくつでも） 

「仕事が忙しかった」の割合が 43.6％と最も高

く、次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気

があった」の割合が 39.6％、「収入減となり、経

済的に苦しくなる」の割合が 31.3％となっていま

す。 

平成 30年度調査と比較すると、「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」「収入減となり、経済的に苦しくなる」「配

偶者が育児休業制度を利用した」の割合が増加し

ています。一方、「配偶者が無職、祖父母等の親族

にみてもらえる等、制度を利用する必要がなかっ

た」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「認定こども園・保育所・幼稚園等に預けることができた」の選択肢は「認定こども園・保育所（園）

などに預けることができた」でした。 

  

％

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・昇格等が遅れそう
だった

収入減となり、経済的に
苦しくなる

認定こども園・保育所・
幼稚園等に預けることが
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
等、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

制度を知らず、退職した

その他・わからない

無回答

39.6

43.6

0.5

4.0

8.3

31.3

1.7

24.3

14.2

0.2

11.1

0.4

0.1

6.6

6.7

28.4

32.9

0.5

3.6

5.5

26.1

1.4

20.7

25.1

0.4

10.3

0.2

0.0

4.8

20.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1,235）

平成30年度調査

（回答者数 = 2,984）
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【封筒のあて名のお子さんについて、育休取得後、職場に復帰した方のみ。該当しない方は問 28に

お進みください】 

問 27 育児休業からは、お子さんが何歳のときに職場復帰しましたか。また、希望とし

ては、いつまで取りたかったですか。 

（１）母親【当時、父子家庭の場合は記入不要】（（  ）内に数字を記入） 

実際の取得期間 

「７か月～１歳」の割合が 24.5％と最も高く、

次いで「１歳１か月～１歳６か月」の割合が

18.6％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「６か月以下」

「７か月～１歳」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する期間 

「１歳７か月～２歳」の割合が 14.9％と最も高

く、次いで「２歳７か月～３歳」の割合が 13.2％、

「７か月～１歳」の割合が 12.0％となっていま

す。 

平成 30年度調査と比較すると、「７か月～１歳」

「１歳１か月～１歳６か月」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

％

６か月以下

７か月～１歳

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月～２歳６か月

２歳７か月～３歳

３歳１か月以上

無回答

5.9

24.5

18.6

9.1

2.2

1.0

0.9

37.8

12.0

35.5

21.1

5.8

1.2

1.1

0.6

22.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 894）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,237）

％

６か月以下

７か月～１歳

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月～２歳６か月

２歳７か月～３歳

３歳１か月以上

無回答

0.8

12.0

8.9

14.9

3.2

13.2

4.0

43.0

2.7

17.9

19.3

13.8

2.2

11.5

1.8

30.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 894）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,237）
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（２）父親【当時、母子家庭の場合は記入不要】（（  ）内に数字を記入） 

実際の取得期間 

「６か月以下」の割合が 54.5％と最も高くなっ

ています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「６か月以下」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する期間 

「６か月以下」の割合が 22.7％と最も高く、次

いで「７か月～１歳」の割合が 21.7％となってい

ます。 

平成 30年度調査と比較すると、「７か月～１歳」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６か月以下

７か月～１歳

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月～２歳６か月

２歳７か月～３歳

３歳１か月以上

無回答

54.5

4.0

2.0

0.5

0.0

0.5

1.0

37.4

40.2

2.2

3.3

1.1

1.1

1.1

0.0

51.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 198）

平成30年度調査

（回答者数 = 92）

％

６か月以下

７か月～１歳

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月～２歳６か月

２歳７か月～３歳

３歳１か月以上

無回答

22.7

21.7

2.5

3.0

1.5

1.0

0.5

47.0

25.0

8.7

2.2

1.1

0.0

1.1

1.1

60.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 198）

平成30年度調査

（回答者数 = 92）
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（11）その他こどもに関する制度について 

問 28 国が検討している「こども誰でも通園制度（仮称）」が創設された場合、利用し

たいと思いますか。また、利用を希望する場合、週あたりの日数と時間帯をお答え

ください。なお、サービスの利用にあたっては、一定の利用料が発生する可能性が

あります。（○はひとつだけ。（  ）内に数字を記入。時間は 24 時間制。） 

「利用したい」の割合が 61.5％、「利用したい

と思わない」の割合が 35.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【保育事業を利用していない人の子どもの年齢別】 

年齢別にみると、２歳児で「利用したいと思わない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た
い 

利
用
し
た
い
と 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 618 69.7  29.0  1.3  

０歳児 382 71.7  26.7  1.6  

１歳児 71 74.6  25.4  － 

２歳児 64 62.5  37.5  － 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,568 ％

利用したい

利用したいと思わない

無回答

61.5

35.8

2.7

0 20 40 60 80 100



 

 58 

 

１週あたりの希望利用日数 

「５日」の割合が 43.8％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 16.5％、「２日」の割合が 12.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

希望利用開始時間 

「９時台」の割合が 48.5％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 26.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

希望利用終了時間 

「17 時台」の割合が 28.1％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が 19.4％、「16時台」の割合

が 15.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 965 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

7.7

12.5

16.5

4.0

43.8

4.8

10.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 965 ％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.3

5.3

26.4

48.5

5.9

13.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 965 ％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

6.7

12.2

15.5

28.1

19.4

3.1

0.7

0.2

14.0

0 20 40 60 80 100
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問 29 子育てに関して、気になることはありますか。（１）、（２）それぞれお答えくだ

さい。 

（１）こどもに関すること（○はいくつでも） 

「こどもの教育・保育に関すること」の割合が

38.3％と最も高く、次いで「こどものしつけに関

すること」の割合が 36.0％、「食事や栄養に関す

ること」の割合が 34.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、０歳児で「食事や栄養に関すること」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

発
育
発
達
に
関
す
る
こ
と 

病
気
や
医
療
的
ケ
ア
に 

関
す
る
こ
と 

食
事
や
栄
養
に
関
す
る
こ
と 

こ
ど
も
の
し
つ
け
に 

関
す
る
こ
と 

こ
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が 

十
分
取
れ
な
い
こ
と 

こ
ど
も
の
教
育
・
保
育
に 

関
す
る
こ
と 

お
友
だ
ち
と
の
か
か
わ
り
に 

関
す
る
こ
と 

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の 

こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,568 31.6  20.0  34.2  36.0  19.1  38.3  26.0  16.8  23.6  1.2  1.8  

０歳児 482 38.4  28.4  43.8  35.3  13.5  44.2  23.9  25.1  19.3  1.0  2.1  

１歳児 196 30.6  15.8  41.8  36.2  20.4  33.7  21.4  12.2  25.0  0.5  1.5  

２歳児 206 23.3  16.5  28.6  32.0  24.8  35.0  25.2  13.6  30.1  0.5  2.9  

３歳児 224 32.6  19.2  29.5  41.5  19.2  39.7  29.0  12.9  23.2  0.9  0.9  

４歳児 208 27.9  12.5  25.5  34.6  19.7  34.6  26.9  10.1  23.6  1.4  0.5  

５歳児 207 26.6  15.5  25.1  37.7  25.1  35.7  31.9  14.5  28.0  3.4  2.9  

 

  

回答者数 = 1,568 ％

発育発達に関すること

病気や医療的ケアに関する
こと

食事や栄養に関すること

こどものしつけに関するこ
と

こどもと過ごす時間が十分
取れないこと

こどもの教育・保育に関す
ること

お友だちとのかかわりに関
すること

子育て支援サービスのこと

特にない

その他

無回答

31.6

20.0

34.2

36.0

19.1

38.3

26.0

16.8

23.6

1.2

1.8

0 20 40 60 80 100
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で働いてお

り、産休・育休・介護休業中ではないで「こどもと過ごす時間が十分取れないこと」の割合が高

くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

発
育
発
達
に
関
す
る

こ
と 

病
気
や
医
療
的
ケ
ア

に
関
す
る
こ
と 

食
事
や
栄
養
に
関
す

る
こ
と 

こ
ど
も
の
し
つ
け
に

関
す
る
こ
と 

こ
ど
も
と
過
ご
す
時

間
が
十
分
取
れ
な
い

こ
と 

全  体 1,567 31.5  19.9  34.2  35.9  19.1  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
428 25.9  16.6  29.4  37.6  40.7  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
336 39.0  26.8  44.9  35.4  14.9  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
339 31.0  19.5  31.3  36.6  15.6  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
66 22.7  15.2  24.2  22.7  10.6  

以前は働いていたが、現在は働いていない 361 33.5  18.8  34.9  38.0  3.6  

これまで働いたことがない 23 26.1  17.4  13.0  8.7  4.3  
 

区分 

こ
ど
も
の
教
育
・
保
育

に
関
す
る
こ
と 

お
友
だ
ち
と
の
か
か

わ
り
に
関
す
る
こ
と 

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 38.2  26.0  16.7  23.6  1.2  1.9  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
39.0  25.0  15.0  20.1  2.3  2.1  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
47.9  27.7  21.1  18.8  1.2  2.1  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
34.8  27.1  15.6  25.7  1.2  1.5  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
27.3  16.7  13.6  34.8  1.5  4.5  

以前は働いていたが、現在は働いていない 33.8  26.6  17.5  27.4  － 1.1  

これまで働いたことがない 26.1  17.4  － 43.5  － － 
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【父親の就労状況別】 

父親の就労状況別にみると、フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で働いてい

るが、産休・育休・介護休業中であるで「こどもの教育・保育に関すること」の割合が高くなっ

ています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

発
育
発
達
に
関
す
る

こ
と 

病
気
や
医
療
的
ケ
ア

に
関
す
る
こ
と 

食
事
や
栄
養
に
関
す

る
こ
と 

こ
ど
も
の
し
つ
け
に

関
す
る
こ
と 

こ
ど
も
と
過
ご
す
時

間
が
十
分
取
れ
な
い

こ
と 

全  体 1,500 31.3  19.9  34.3  35.7  18.8  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
1,186 31.1  20.2  33.6  36.3  20.3  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
22 59.1  31.8  54.5  36.4  4.5  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
8 62.5  50.0  62.5  50.0  25.0  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
4 25.0  － － － － 

以前は働いていたが、現在は働いていない 9 － 22.2  11.1  22.2  22.2  

これまで働いたことがない － － － － － － 
 

区分 

こ
ど
も
の
教
育
・
保
育

に
関
す
る
こ
と 

お
友
だ
ち
と
の
か
か

わ
り
に
関
す
る
こ
と 

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 38.7  26.4  16.8  24.0  1.3  1.8  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
39.3  26.8  16.8  23.9  1.1  1.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
59.1  31.8  22.7  18.2  4.5  － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 
50.0  50.0  62.5  － 12.5  － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で働いているが、産休・育休・介護休業中である 
－ － － 75.0  － － 

以前は働いていたが、現在は働いていない 11.1  22.2  － 33.3  － － 

これまで働いたことがない － － － － － － 
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【相談相手や相談先別】 

相談相手や相談先別にみると、こども総合支援センター（ほっぷ）の相談員で「発育発達に関

すること」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

発
育
発
達
に
関
す
る
こ
と 

病
気
や
医
療
的
ケ
ア
に 

関
す
る
こ
と 

食
事
や
栄
養
に
関
す
る
こ
と 

こ
ど
も
の
し
つ
け
に 

関
す
る
こ
と 

こ
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が 

十
分
取
れ
な
い
こ
と 

こ
ど
も
の
教
育
・
保
育
に 

関
す
る
こ
と 

お
友
だ
ち
と
の
か
か
わ
り
に 

関
す
る
こ
と 

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の 

こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,568 31.6  20.0  34.2  36.0  19.1  38.3  26.0  16.8  23.6  1.2  1.8  

配偶者（パートナーを含む） 1,255 31.7  20.3  34.1  36.4  18.2  40.2  26.4  17.8  24.6  1.3  1.0  

自分の親 1,076 31.8  19.7  35.5  36.2  17.2  38.9  25.5  16.7  24.9  0.8  1.1  

配偶者（パートナーを含む）の親 340 28.5  23.8  33.5  37.4  16.5  41.5  26.8  18.8  24.7  0.9  1.2  

きょうだい・その他親戚 478 27.8  19.0  31.0  36.2  16.9  38.7  23.6  16.5  29.7  1.5  0.8  

知人や友人 860 30.6  20.3  35.5  36.7  17.9  40.7  26.5  17.3  25.6  1.5  0.9  

職場関係者 274 33.9  24.5  39.1  42.7  27.4  43.4  31.0  20.4  20.1  2.2  0.4  

保健センターの保健師 76 53.9  28.9  52.6  43.4  17.1  44.7  31.6  26.3  11.8  － 2.6  

こども総合支援センター 

（ほっぷ）の相談員 
57 63.2  22.8  43.9  50.9  21.1  52.6  31.6  26.3  7.0  － － 

「保健センターの保健師」「こども

総合支援センター」以外の市役所
等の公的機関 

4 75.0  25.0  50.0  50.0  50.0  50.0  25.0  25.0  － － － 

認定こども園・保育所・幼稚園等

の職員 
282 39.4  19.9  38.7  41.5  25.5  40.8  36.2  19.1  22.3  1.1  － 

地域子育て支援拠点等のスタッフ 63 49.2  14.3  57.1  46.0  7.9  54.0  42.9  27.0  6.3  3.2  1.6  

地域の民生委員・児童委員 2 50.0  50.0  50.0  － － 50.0  － － － － － 

医療機関の医師や看護師 78 42.3  37.2  46.2  43.6  14.1  51.3  32.1  42.3  14.1  － － 

インターネットのサイトへの書き 

込み、ＳＮＳやＬＩＮＥによる相談 
90 38.9  18.9  53.3  56.7  21.1  52.2  40.0  25.6  6.7  － 2.2  

その他 18 55.6  16.7  38.9  55.6  27.8  55.6  33.3  38.9  5.6  27.8  － 

相談できる相手がいない 25 48.0  32.0  44.0  36.0  36.0  56.0  44.0  32.0  12.0  4.0  － 
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（２）ご自身に関すること（○はいくつでも） 

「こどもの教育にかかる経済的な不安が大き

いこと」の割合が 36.2％と最も高く、次いで「仕

事や趣味など自分の時間が十分取れないこと」の

割合が 33.1％、「特にない」の割合が 29.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,568 ％

子育てに関して配偶者
（パートナーを含む）の協
力が少ないこと

配偶者（パートナーを含
む）と子育てに関して意見
が合わないこと

子育てが大変なことを、身
近な人が理解してくれない
こと

自分の子育てについて、身
近な人の見る目が気になる
こと

子育てに関して話し相手や
相談相手がいないこと

仕事や趣味など自分の時間
が十分取れないこと

配偶者（パートナーを含
む）以外に子育てを手伝っ
てくれる人がいないこと

子育てのストレスなどから
子どもにきつくあたってし
まうこと

子育てによる身体の疲れが
大きいこと

こどもの教育にかかる経済
的な不安が大きいこと

特にない

その他

無回答

11.9

8.1

4.7

5.7

6.1

33.1

12.1

19.5

27.8

36.2

29.6

1.9

3.3

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、１歳児で「仕事や趣味など自分の時間が十分取れないこと」の割合が高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者 

（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）
の
協
力 

が
少
な
い
こ
と 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
） 

と
子
育
て
に
関
し
て
意
見
が 

合
わ
な
い
こ
と 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
、
身
近
な 

人
が
理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と 

自
分
の
子
育
て
に
つ
い
て
、
身
近
な 

人
の
見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
話
し
相
手
や 

相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

仕
事
や
趣
味
な
ど
自
分
の
時
間
が 

十
分
取
れ
な
い
こ
と 

全  体 1,568 11.9  8.1  4.7  5.7  6.1  33.1  

０歳児 482 10.4  6.8  6.0  6.0  6.4  35.1  

１歳児 196 11.2  4.1  4.1  6.1  8.2  38.8  

２歳児 206 12.1  12.1  5.3  8.7  3.9  36.9  

３歳児 224 13.4  8.5  4.5  6.3  9.8  33.5  

４歳児 208 13.9  10.1  4.8  3.4  3.4  25.5  

５歳児 207 12.6  9.7  1.9  3.9  4.3  29.5  
 

区分 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
） 

以
外
に
子
育
て
を
手
伝
っ
て 

く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら 

子
ど
も
に
き
つ
く
あ
た
っ
て 

し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が 

大
き
い
こ
と 

こ
ど
も
の
教
育
に
か
か
る 

経
済
的
な
不
安
が
大
き
い
こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 12.1  19.5  27.8  36.2  29.6  1.9  3.3  

０歳児 11.4  14.1  29.5  35.1  31.5  2.3  3.5  

１歳児 13.8  23.0  28.6  35.7  26.0  2.6  2.6  

２歳児 13.1  22.3  29.6  35.9  26.7  1.0  2.9  

３歳児 14.3  20.5  26.3  33.5  27.7  2.2  4.0  

４歳児 11.1  23.1  24.0  40.4  31.3  1.4  1.9  

５歳児 10.1  22.7  26.1  37.2  31.9  1.9  3.4  
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で働いており、

産休・育休・介護休業中ではないで「こどもの教育にかかる経済的な不安が大きいこと」の割合

が高くなっています。 

単位：％ 

区分 
 

回
答
者
数
（
件
） 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を

含
む
）
の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）
と
子
育
て
に

関
し
て
意
見
が
合
わ
な
い
こ
と 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
、
身
近
な
人
が
理

解
し
て
く
れ
な
い
こ
と 

自
分
の
子
育
て
に
つ
い
て
、
身
近
な
人
の
見

る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
話
し
相
手
や
相
談
相
手
が

い
な
い
こ
と 

仕
事
や
趣
味
な
ど
自
分
の
時
間
が
十
分
取
れ

な
い
こ
と 

全  体 1,567 11.9  8.1  4.6  5.7  6.1  33.1  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

428 7.9  8.2  4.2  6.1  4.9  38.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で働いているが、産休・育休・介護休業中である 

336 12.5  7.7  6.0  4.8  6.5  37.5  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

339 16.5  9.4  4.4  4.7  6.2  28.3  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で働いているが、産休・育休・介護休業中である 

66 4.5  3.0  1.5  6.1  1.5  27.3  

以前は働いていたが、現在は働いていない 361 13.0  8.6  4.2  7.5  6.9  29.4  

これまで働いたことがない 23 8.7  4.3  13.0  － 8.7  13.0  
 

区分 
 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）
以
外
に
子
育

て
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も
に
き

つ
く
あ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い
こ
と 

こ
ど
も
の
教
育
に
か
か
る
経
済
的
な
不
安
が

大
き
い
こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 12.1  19.5  27.8  36.1  29.6  1.9  3.3  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

12.4  19.6  26.9  32.9  29.9  1.2  2.8  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で働いているが、産休・育休・介護休業中である 

9.8  17.3  31.3  36.0  28.6  1.8  3.9  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

12.4  20.4  25.1  43.1  27.1  3.2  3.8  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で働いているが、産休・育休・介護休業中である 

13.6  13.6  18.2  25.8  39.4  3.0  6.1  

以前は働いていたが、現在は働いていない 13.0  21.6  29.4  36.0  29.1  1.7  2.2  

これまで働いたことがない 8.7  21.7  21.7  26.1  60.9  － － 
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【父親の就労状況別】 

父親の就労状況別にみると、フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で働いてい

るが、産休・育休・介護休業中であるで「こどもの教育にかかる経済的な不安が大きいこと」の

割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 
 

回
答
者
数
（
件
） 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を

含
む
）
の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）
と
子
育
て
に

関
し
て
意
見
が
合
わ
な
い
こ
と 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
、
身
近
な
人
が
理

解
し
て
く
れ
な
い
こ
と 

自
分
の
子
育
て
に
つ
い
て
、
身
近
な
人
の
見

る
目
が
気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
話
し
相
手
や
相
談
相
手
が

い
な
い
こ
と 

仕
事
や
趣
味
な
ど
自
分
の
時
間
が
十
分
取
れ

な
い
こ
と 

全  体 1,500 12.1  8.3  4.6  5.7  6.1  33.3  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

1,186 11.5  7.5  4.0  5.2  6.1  33.5  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で働いているが、産休・育休・介護休業中である 

22 － 9.1  9.1  9.1  － 45.5  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

8 25.0  12.5  25.0  12.5  12.5  37.5  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で働いているが、産休・育休・介護休業中である 

4 25.0  － － － － 25.0  

以前は働いていたが、現在は働いていない 9 22.2  11.1  － 11.1  11.1  11.1  

これまで働いたことがない － － － － － － － 
 

区分 
 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）
以
外
に
子
育

て
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も
に
き

つ
く
あ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い
こ
と 

こ
ど
も
の
教
育
に
か
か
る
経
済
的
な
不
安
が

大
き
い
こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 12.6  19.3  27.9  35.5  29.8  1.7  3.4  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

11.9  19.0  27.6  34.8  30.4  1.7  3.0  

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）
で働いているが、産休・育休・介護休業中である 

31.8  18.2  18.2  50.0  27.3  － 4.5  

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で働いており、産休・育休・介護休業中ではない 

50.0  － 25.0  25.0  － 12.5  － 

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）
で働いているが、産休・育休・介護休業中である 

25.0  － 25.0  50.0  － － － 

以前は働いていたが、現在は働いていない 22.2  33.3  22.2  55.6  11.1  － － 

これまで働いたことがない － － － － － － － 
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【相談相手や相談先別】 

相談相手や相談先別にみると、相談できる相手がいないで「子育てに関して配偶者（パートナ

ーを含む）の協力が少ないこと」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
） 

の
協
力
が
少
な
い
こ
と 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）
と
子
育
て
に 

関
し
て
意
見
が
合
わ
な
い
こ
と 

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
、
身
近
な
人
が
理
解
し
て 

く
れ
な
い
こ
と 

自
分
の
子
育
て
に
つ
い
て
、
身
近
な
人
の
見
る
目
が 

気
に
な
る
こ
と 

子
育
て
に
関
し
て
話
し
相
手
や
相
談
相
手
が 

い
な
い
こ
と 

仕
事
や
趣
味
な
ど
自
分
の
時
間
が
十
分
取
れ
な
い 

こ
と 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）
以
外
に
子
育
て
を 

手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と 

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も
に
き
つ
く 

あ
た
っ
て
し
ま
う
こ
と 

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い
こ
と 

こ
ど
も
の
教
育
に
か
か
る
経
済
的
な
不
安
が
大
き
い

こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,568 11.9  8.1  4.7  5.7  6.1  33.1  12.1  19.5  27.8  36.2  29.6  1.9  3.3  

配偶者（パートナーを含む） 1,255 7.6  5.4  3.7  5.4  5.1  32.3  12.0  18.8  27.0  35.5  32.4  1.6  2.6  

自分の親 1,076 11.8  7.6  3.9  5.5  4.1  31.7  6.9  18.2  26.4  35.9  32.6  1.5  2.5  

配偶者（パートナーを含む）の親 340 7.9  3.8  3.2  5.3  3.8  29.4  5.6  15.0  24.1  32.9  40.9  0.9  2.9  

きょうだい・その他親戚 478 10.3  7.1  3.8  4.2  3.1  31.0  9.0  16.7  24.5  32.8  38.7  1.5  2.7  

知人や友人 860 11.6  9.2  3.8  5.3  3.6  32.7  9.8  20.0  27.0  35.2  31.4  1.4  2.4  

職場関係者 274 10.2  9.5  1.8  5.8  2.9  38.0  9.9  18.6  29.2  35.8  29.9  1.8  1.8  

保健センターの保健師 76 6.6  9.2  2.6  13.2  5.3  35.5  17.1  26.3  39.5  51.3  23.7  － 2.6  

こども総合支援センター 
（ほっぷ）の相談員 

57 21.1  21.1  7.0  14.0  5.3  38.6  24.6  40.4  42.1  33.3  19.3  － 1.8  

「保健センターの保健師」 
「こども総合支援センター」
以外の市役所等の公的機関 

4 － 25.0  25.0  － 25.0  75.0  25.0  25.0  75.0  50.0  25.0  － － 

認定こども園・保育所・幼稚園
等の職員 

282 13.5  8.9  4.6  5.7  5.7  36.2  11.3  26.2  34.0  41.1  27.0  0.7  0.7  

地域子育て支援拠点等の 
スタッフ 

63 19.0  6.3  6.3  14.3  6.3  46.0  15.9  38.1  36.5  31.7  23.8  1.6  － 

地域の民生委員・児童委員 2 － － － － － － － 50.0  － 100.0  － － － 

医療機関の医師や看護師 78 11.5  10.3  3.8  7.7  6.4  34.6  14.1  10.3  39.7  42.3  32.1  3.8  1.3  

インターネットのサイトへの
書き込み、ＳＮＳやＬＩＮＥ
による相談 

90 14.4  5.6  10.0  7.8  13.3  52.2  20.0  34.4  42.2  50.0  10.0  2.2  2.2  

その他 18 11.1  11.1  16.7  5.6  11.1  61.1  33.3  44.4  55.6  33.3  5.6  11.1  － 

相談できる相手がいない 25 44.0  40.0  32.0  16.0  44.0  56.0  44.0  16.0  56.0  68.0  16.0  4.0  － 
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問 30 ご自身の子育てで気になることがあったときの相談相手や相談先はどこですか。

（○はいくつでも） 

「配偶者（パートナーを含む）」の割合が 80.0％

と最も高く、次いで「自分の親」の割合が 68.6％、

「知人や友人」の割合が 54.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「７．」は「保健センターの保健師」、「８．」は「こども総合支援センター（ほっぷ）の相談員」 

 

  

回答者数 = 1,568 ％

配偶者（パートナーを含
む）

自分の親

配偶者（パートナーを含
む）の親

きょうだい・その他親戚

知人や友人

職場関係者

保健センターの保健師

こども総合支援センター
（ほっぷ）の相談員

「７．」「８．」以外の市
役所等の公的機関

認定こども園・保育所・幼
稚園等の職員

地域子育て支援拠点等のス
タッフ

地域の民生委員・児童委員

医療機関の医師や看護師

インターネットのサイトへ
の書き込み、ＳＮＳやＬＩ
ＮＥによる相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

80.0

68.6

21.7

30.5

54.8

17.5

4.8

3.6

0.3

18.0

4.0

0.1

5.0

5.7

1.1

1.6

1.4

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、全体的に「配偶者（パートナーを含む）」の割合が高いですが、４歳児で「知

人や友人」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含

む
） 

自
分
の
親 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含

む
）
の
親 

き
ょ
う
だ
い
・
そ
の
他
親
戚 

知
人
や
友
人 

職
場
関
係
者 

保
健
セ
ン
タ
ー
の
保
健
師 

こ
ど
も
総
合
支
援
セ
ン
タ

ー
（
ほ
っ
ぷ
）
の
相
談
員 

全  体 1,568 80.0  68.6  21.7  30.5  54.8  17.5  4.8  3.6  

０歳児 482 84.0  76.1  23.9  32.6  54.1  15.8  8.7  3.9  

１歳児 196 79.1  68.9  20.4  27.6  49.5  17.3  3.1  3.1  

２歳児 206 77.7  66.0  28.6  27.7  53.4  20.4  2.9  5.8  

３歳児 224 75.9  65.2  19.2  31.7  52.2  17.4  3.6  3.6  

４歳児 208 78.4  69.7  17.3  32.7  63.9  17.3  2.9  2.4  

５歳児 207 80.7  58.5  16.9  30.0  57.0  18.8  1.9  2.9  
 

区分 

「
７
．
」
「
８
．
」
以
外
の

市
役
所
等
の
公
的
機
関 

認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
所
・

幼
稚
園
等
の
職
員 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等

の
ス
タ
ッ
フ 

地
域
の
民
生
委
員
・
児
童
委

員 医
療
機
関
の
医
師
や
看
護

師 イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ

ト
へ
の
書
き
込
み
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
相
談 

そ
の
他 

相
談
で
き
る
相
手
が
い
な

い 無
回
答 

全  体 0.3  18.0  4.0  0.1  5.0  5.7  1.1  1.6  1.4  

０歳児 0.2  10.6  6.8  0.2  7.5  7.5  0.8  1.9  0.8  

１歳児 － 22.4  4.1  － 5.1  6.6  1.5  1.0  1.5  

２歳児 － 18.4  4.9  － 1.5  5.8  0.5  1.5  1.5  

３歳児 0.4  19.6  0.9  － 2.2  2.7  1.3  2.2  2.2  

４歳児 1.0  26.4  1.4  － 3.8  5.8  1.4  1.0  1.0  

５歳児 － 21.3  1.9  0.5  6.3  2.4  1.9  1.9  1.4  

 

※「７．」は「保健センターの保健師」、「８．」は「こども総合支援センター（ほっぷ）の相談員」 
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、これまで働いたことがないで「きょうだい・その他親戚」の割合

が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含

む
） 

自
分
の
親 

配
偶
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含

む
）
の
親 

き
ょ
う
だ
い
・
そ
の
他
親
戚 

知
人
や
友
人 

職
場
関
係
者 

保
健
セ
ン
タ
ー
の
保
健
師 

こ
ど
も
総
合
支
援
セ
ン
タ

ー
（
ほ
っ
ぷ
）
の
相
談
員 

全  体 1,567 80.1  68.7  21.7  30.5  54.9  17.5  4.9  3.6  

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で働いており、産

休・育休・介護休業中ではない 

428 73.8  59.8  22.0  29.4  50.9  30.6  2.6  2.1  

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で働いているが、

産休・育休・介護休業中である 

336 87.2  79.2  21.1  31.3  59.2  15.5  6.3  4.5  

パート・アルバイト等（「フルタイ

ム」以外の就労）で働いており、産

休・育休・介護休業中ではない 

339 74.3  67.6  17.7  29.8  56.6  20.4  3.2  2.9  

パート・アルバイト等（「フルタイ

ム」以外の就労）で働いているが、

産休・育休・介護休業中である 

66 83.3  75.8  19.7  31.8  36.4  16.7  9.1  3.0  

以前は働いていたが、現在は働いて

いない 
361 85.6  68.4  25.5  31.3  57.9  2.5  6.1  5.5  

これまで働いたことがない 23 82.6  82.6  30.4  47.8  52.2  － 4.3  － 
 

区分 

「
７
．
」
「
８
．
」
以
外
の

市
役
所
等
の
公
的
機
関 

認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
所
・

幼
稚
園
等
の
職
員 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等

の
ス
タ
ッ
フ 

地
域
の
民
生
委
員
・
児
童
委

員 医
療
機
関
の
医
師
や
看
護

師 イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ

ト
へ
の
書
き
込
み
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
相
談 

そ
の
他 

相
談
で
き
る
相
手
が
い
な

い 無
回
答 

全  体 0.3  18.0  4.0  0.1  5.0  5.7  1.1  1.5  1.4  

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で働いており、産

休・育休・介護休業中ではない 

0.5  21.5  0.5  － 2.8  3.7  0.9  2.3  1.9  

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で働いているが、

産休・育休・介護休業中である 

－ 12.2  6.5  － 5.7  7.7  0.9  1.5  1.2  

パート・アルバイト等（「フルタイ

ム」以外の就労）で働いており、産

休・育休・介護休業中ではない 

0.3  25.4  1.5  0.3  3.5  4.7  2.4  1.8  1.8  

パート・アルバイト等（「フルタイ

ム」以外の就労）で働いているが、

産休・育休・介護休業中である 

－ 18.2  1.5  － 7.6  4.5  － － 3.0  

以前は働いていたが、現在は働いて

いない 
0.3  12.7  8.6  0.3  7.5  7.8  0.8  0.8  0.3  

これまで働いたことがない － 13.0  － － 4.3  4.3  － － － 
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問 31 こども基本法の精神の基盤になっている「子どもの権利条約」にある一般原則を

知っていますか。（○はひとつだけ） 

「知らない」の割合が 44.8％と最も高く、次い

で「聞いたことはあるが内容は知らない」の割合

が 39.2％、「原則も内容も知っている」の割合が

14.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 32 こども基本法では、こどもの意見表明や意見反映について規定されており、こど

もを権利の主体と位置付け、おとなと同じく、ひとりの人間としてもっている権利

を認めています。これを実現するために必要と思うものは何ですか。 

（○はいくつでも） 

「こどもの意見を聴く側のおとなが意識をも

つこと」の割合が 74.9％と最も高く、次いで「こ

どもが自由に意見を表明できる場所や機会をつ

くること」の割合が 64.2％、「こどもに自由な意

見が表明できる力をつけること」の割合が 60.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,568 ％

原則も内容も知っている

聞いたことはあるが内容は
知らない

知らない

無回答

14.0

39.2

44.8

2.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,568 ％

こどもに自由な意見が表明
できる力をつけること

こどもが自由に意見を表明
できる場所や機会をつくる
こと

こどもの意見を聴く側のお
となが意識をもつこと

こどもが出した意見を反映
する仕組みをつくること

こどもの意見を反映するた
めの予算を確保すること

その他

無回答

60.8

64.2

74.9

48.4

42.0

1.5

3.7

0 20 40 60 80 100
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Ⅲ 自由回答 

 

分類回答 件数 

１．幼稚園・保育園・認定こども園について 55 

２．小学校就学後の生活について 22 

３．子育て支援全般について 87 

４．子育て環境について 49 

５．その他 107 

 

 

【分類別の主な意見】 

１ 幼稚園・保育園・認定こども園について（55 件） 

 親が休みの日でも預かってもらえるようにして欲しい。【０歳児】 

 一時保育の予約がなかなかとれません。枠を増やして欲しい。【１歳児】 

 就労の有無、就労時間に関わらず保育所が利用できるようになれば助かる。【１歳児】 

 虐待を０（ゼロ）にして欲しい。【１歳児】 

 病児をある程度保育してもらいたい。【４歳児】 

 保育者の労働環境をよくして欲しい。【４歳児】 

 上の兄や姉の小学校行事とこども園のお迎えの時間がかぶることが多いのが悩み。【４歳児】 

 希望する保育園などに年度の途中でも受け入れてもらえるようにして欲しい。【４歳児】 

 今あるファミサポやベビーシッター、家庭的保育の拡充。【４歳児】 

 専業主婦のため、介護のための一時保育に預ける事ができなかった。【５歳児】 

 

２ 小学校就学後の生活について（22 件） 

 毎日宿題するのが非常に大変。下校後宿題をサポートしてもらえるような支援。【０歳児】 

 小学校での学級閉鎖になった時の支援。【０歳児】 

 学童に預けられない小４以降の子どもが１人留守番しなくても良いサポート。【１歳児】 

 子どもが小学校にあがった時、学童などに入る事ができるのか知りたい。【４歳児】 

 長期休み中の子供の居場所への取組がないように思う。【４歳児】 

 地域の登録などなく誰でもいつでも参加できるような学童保育などが欲しい。【４歳児】 

 学校の先生が、個々の生活面まで把握していないと感じる事がある。【４歳児】 

 学校に相談窓口があったら良い。【４歳児】 

 父親と二人暮らしなので、話し相手が欲しい時がある。【４歳児】 

 学童の職員の方への待遇を良くしてほしい。【５歳児】 
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３ 子育て支援全般について（87 件） 

 給食費無償化、保育料無償化。【０歳児】 

 一時預かりがもっと拡充すれば良いのにと思う。【０歳児】 

 ほっぷを利用する際の駐車料金を無料にすれば遠い家庭の子も利用しやすくなる。【０歳児】 

 多胎児の支援充実を求める。【４歳児】 

 教育・保育に関する予算をきちんと用意して欲しい。【４歳児】 

 習い事について兄弟が多いと金銭が足りない。支援があれば助かる。【４歳児】 

 インフルエンザのワクチン摂取の費用を安くできるようにして欲しい。【４歳児】 

 子どもの発達で悩んだ時、もうすこし専門的なこどもの施設があれば利用したい。【４歳児】 

 病気の際の預り先や支援先に困る。【５歳児】 

 １人親にもうすこし給付金をくばって欲しい。【５歳児】 

 

４ 子育て環境について（49件） 

 子供たちのあそべる場所を増やして欲しい。【０歳児】 

 ほっぷを日曜や祝日もやって欲しい。【０歳児】 

 “つどいの広場”を週末こそ開けて欲しい。【０歳児】 

 園や学校の放課後の空き教室を利用、習い事をさせられるような仕組みを作って欲しい。

【０歳児】 

 母会やＰＴＡの活動に関して、強制ではなく考えて欲しい。【０歳児】 

 ベビーカーや子どもを乗せて自転車移動するのに不安があるので、道を整備して欲しい。

【１歳児】 

 働く親がつかえるサービスがもっとあるといいと思う。【１歳児】 

 こども誰でも通園制度で１年中預りが充実する事を早急に強く希望。【２歳児】 

 困った時に相談する所が欲しい。【４歳児】 

 市のホームページにのっている待機児童の数と本来の数に差がありすぎ。【５歳児】 

 

５ その他（107 件） 

 ヤングケアラーについて理解を深め、適切な支援を行う。【４歳児】 

 虐待とかも含め、聞き取りや、玄関先の訪問だけでは真実がわからない。【４歳児】 

 もっと国や自治体が政策を考える。【４歳児】 

 高齢者はあまり機器に詳しくないので、簡単に誰でも操作出来るオンラインシステム。

【４歳児】 

 地域の自治会などで支援を必要としている家庭を把握して、役所の担当する部署へ連絡。

【４歳児】 

 弟が難聴者で、人工内耳をしていることを知らずに会話すると大変。【４歳児】 

 体臭がきついので体を洗わないといけない。【４歳児】 

 市役所職員の訪問、学校との連携を、向上させる。【４歳児】 

 障がい児や高齢者の世話・介護を行いやすい環境を作る。【４歳児】  
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