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64.8 7.7 25.6 1.9

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

全体

（n=968）

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 .

0.0
0.0

10.5
40.9

34.7
9.6

0.6
0.3
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.8

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

６時以前
６時台
７時台
８時台
９時台

10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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

全体（n=323）

0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.3

4.3
2.5

5.0
13.3

15.8
22.9

22.0
9.0

1.2
0.6

2.8

0％ 10％ 20％ 30％

６時以前
６時台
７時台
８時台
９時台

10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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

全体（n=323）

７ 休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望について 

（34）土曜日と日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

問20 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育事業の利用希

望はありますか（一時的な利用は除きます）。 

①土曜日 

土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望については、「利用する必要はない」の割合が

64.8％で最も高く、次いで「月に１～２回は利用したい」（25.6％）が続き、以下「ほぼ毎週利

用したい」（7.7％）の順となっています。 

希望する利用開始時刻は「８時台」の割合が40.9％、終了時刻は「17時台」の割合が22.9％

でそれぞれ最も高くなっています。 

 

土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する利用開始時刻 

 

 

 

希望する利用終了時刻 
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81.1

1.1

15.5 2.3

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

全体

（n=968）

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 .

0.0
0.0

12.4
43.5

32.3
6.2

0.6
1.2
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.1

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

６時以前
６時台
７時台
８時台
９時台

10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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

全体（n=161）

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
1.2
0.6

2.5
9.9

15.5
24.2

28.6
10.6

1.9
1.2

3.1

0％ 10％ 20％ 30％

６時以前
６時台
７時台
８時台
９時台

10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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

全体（n=161）

②日曜・祝日 

日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望については、「利用する必要はない」の割

合が81.1％で最も高く、次いで「月に１～２回は利用したい」（15.5％）が続き、以下「ほぼ毎

週利用したい」（1.1％）の順となっています。 

希望する利用開始時刻は「８時台」の割合が43.5％、終了時刻は「18時台」の割合が28.6％

でそれぞれ最も高くなっています。 

 

日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する利用開始時刻 

 

 

 

希望する利用終了時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



55 

53.8

44.8

41.0

3.1

12.8

1.7

0％ 20％ 40％ 60％

月に数回仕事が入るため

息抜きのため

平日に済ませられない用事を

まとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

その他

無回答

全体（n=290）

（35）土曜日と日曜日・祝日に定期的な教育・保育事業をたまに利用したい理由 

問20で「月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 
問20－１ 毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。【複数回答】 

 

土曜日と日曜日・祝日に定期的な教育・保育事業をたまに利用したい理由については、「月に

数回仕事が入るため」の割合が53.8％で最も高く、次いで「息抜きのため」（44.8％）が続き、

以下「平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため」（41.0％）などの順となっていま

す。 

 

土曜日と日曜日・祝日に子育て支援事業をたまに利用したい理由【複数回答】 
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32.7 17.5 48.4 1.5

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

全体

（n=275）

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

.

0.0
0.0

5.5
29.8

55.2
6.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8

0％ 20％ 40％ 60％

６時以前
６時台
７時台
８時台
９時台

10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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

全体（n=181）

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
1.1
1.1

12.7
34.8

20.4
14.9

8.8
2.2

0.6
0.0

2.8

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

６時以前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

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

全体（n=181）

（36）長期休暇中の幼稚園の利用希望 

幼稚園を利用されている方にうかがいます。 
問21 宛名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利

用を希望しますか。 

 

長期休暇中の幼稚園の利用希望については、「休みの期間中、週に数日利用したい」の割合が

48.4％で最も高く、次いで「利用する必要はない」（32.7％）が続き、以下「休みの期間中、ほ

ぼ毎日利用したい」（17.5％）となっています。 

希望する利用開始時刻は「９時台」が55.2％、終了時刻は「15時台」が34.8％でそれぞれ最

も高くなっています。 

 

長期休暇中の幼稚園の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する利用開始時刻 

 

希望する利用終了時刻 
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46.6

45.9

43.6

3.0

21.1

0.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

息抜きのため

週に数回仕事が入るため

買い物等の用事をまとめて

済ませるため

親族の介護や手伝いが

必要なため

その他

無回答

全体（n=133）

（37）長期休暇中幼稚園を毎日ではなくたまに利用したい理由 

問21で「週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 
問21－１ 毎日ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。【複数回答】 

 

長期休暇中幼稚園を毎日ではなくたまに利用したい理由については、「息抜きのため」の割合

が46.6％で最も高く、次いで「週に数回仕事が入るため」（45.9％）が続き、以下「買い物等の

用事をまとめて済ませるため」（43.6％）などの順となっています。 

 

長期休暇中幼稚園を毎日ではなくたまに利用したい理由【複数回答】 
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75.2 19.9 5 .0

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

全体

（n=705）

あった なかった 無回答 .

８ 病気の際の対応について 

 

 

 

 

（38）病気やケガで通常の事業が利用できなかった経験 

問22 この１年間に、宛名のお子さんが病気やけがで通常の教育・保育事業が利用できなかっ

たことはありますか。 

 

病気やけがで通常の事業が利用できなかった経験については、「あった」の割合が75.2％で、

「なかった」（19.9％）の割合を大きく上回ります。 

 

病気やケガで通常の事業が利用できなかった経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こちらの項目は、平日の定期的な教育・保育事業を利用していると答えた保護者の
方（問15で「利用している」に○をつけた方）にのみうかがいます。 
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72.3

30.0

29.8

25.3

0.9

0.9

0.2

0.0

3.4

2.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

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

父親が休んだ

父親・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

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

緊急サポートセンターによる

病児・病後児の預かりを利用した

ベビーシッターを利用した

その他

無回答

全体（n=530）

20.9

21.5

18.4

3.8

17.7

0.6

2.5

2.5

0.0

10.1

0.0

0.6

0.0

1.3

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=158）

5.0

5.2

7.3

3.7

12.8

2.3

10.4

1.3

1.0

17.8

9.1

14.1

7.3

2.6

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=383）

（39）子どもが病気の際の対処方法 

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

った場合に、この１年間に行った対処方法はどれになりますか。【複数回答】 

 

子どもが病気の際の対処方法については、「母親が休んだ」の割合が72.3％で最も高く、他を

引き離します。次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」（30.0％）が続

き、以下「父親が休んだ」（29.8％）などの順となっています。 

 

子どもが病気の際の対処方法【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対処した日数 

１．父親が休んだ 

 

２．母親が休んだ 
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13.2

16.4

15.1

3.8

17.0

2.5

1.9

1.3

0.0

18.2

3.1

3.1

2.5

1.9

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=159）

3.0

7.5

11.9

5.2

17.9

2.2

3.7

2.2

0.0

19.4

10.4

7.5

6.0

3.0

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=134）

ｎ（人）

２日／年 2

３日／年 1

５日／年 1

11～15日／年 1

カテゴリー名

ｎ（人）

１日／年 1

カテゴリー名 ｎ（人）

１日／年 1

２日／年 1

３日／年 2

５日／年 1

カテゴリー名

11.1

16.7

0.0

0.0

22.2

0.0

5.6

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

27.8

0％ 10％ 20％ 30％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=18）

３．親族・知人に子どもをみてもらった 

 

４．父母いずれか就労していない方がみた 

 

５．病児・病後児保育室を利用 

 

６. ベビーシッターを利用 

対象者なし 

 

７．緊急サポートセンターを利用 

 

 

８．子どもだけで留守番をさせた 

 

９．その他  
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34.4 65.6

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

全体

（n=393）

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

2.2

5.9

9.6

3.0

25.9

0.0

4.4

1.5

0.0

20.0

3.7

8.9

3.7

11.1

0％ 10％ 20％ 30％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=135）

（40）病児・病後児保育施設等の利用希望 

問22－１で「父親が休んだ」「母親が休んだ」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 
問22－２ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われまし

たか。 

 

病児・病後児保育施設等の利用希望については、「利用したいとは思わない」の割合が65.6％

で６割以上を占めます。一方、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」の割合は34.4％

でした。 

利用したかった日数については、「５日／年」の割合が25.9％で最も高くなっています。 

 

病児・病後児保育施設等の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用したかった日数 
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86.7

64.4

15.6

3.0

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

小児科に併設した施設で子どもを

保育する事業

他の施設（例：幼稚園・保育所等）に併設した

施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で

保育する事業（例：緊急サポートセンター等）

その他

無回答

全体（n=135）

（41）病児・病後児保育施設の望ましい事業形態 

問22－２で「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 
問22－３ 上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われ

ますか。【複数回答】 

 

病児・病後児保育施設の望ましい事業形態については、「小児科に併設した施設で子どもを保

育する事業」の割合が86.7％で最も高く、次いで「他の施設（例：幼稚園・保育園等）に併設

した施設で子どもを保育する事業」（64.4％）が続き、他を引き離します。以下「地域住民等が

子育て家庭等の身近な場所で保育する事業（例：緊急サポートセンター等）」（15.6％）などの

順となっています。 

 

病児・病後児保育施設の望ましい事業形態【複数回答】 
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61.2

56.2

38.4

15.9

14.7

11.6

15.1

1.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

病児・病後児を他人に

看てもらうのは不安

親が仕事を休んで対応する

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や

利用可能時間・日数など）がよくない

その他

無回答

全体（n=258）

（42）病児・病後児保育施設等を利用したくない理由 

問22－２で「利用したいと思わない」に○をつけた方にうかがいます。 
問22－４ そう思われる理由はなんですか。【複数回答】 

 

病児・病後児保育施設等を利用したくない理由については、「病児・病後児を他人に看てもら

うのは不安」の割合が61.2％で最も高く、次いで「親が仕事を休んで対応する」（56.2％）が続

き、以下「利用料がかかる・高い」（38.4％）などの順となっています。 

 

病児・病後児保育施設等を利用したくない理由【複数回答】 
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44.0 22.5 33.6

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

全体

（n=298）

できれば仕事を休んで看たい 休んで看ることは非常に難しい 無回答 .

2.3

13.7

16.0

4.6

17.6

0.0

3.8

2.3

1.5

13.7

1.5

4.6

1.5

16.8

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=131）

（43）子どもが病気の際に父母が仕事を休む希望 

問22－１で「父親が休んだ」「母親が休んだ」以外のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 
問22－５ その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか。 

 

父母のいずれかが仕事を休んで看たいと思ったかについては、「できれば仕事を休んで看た

い」の割合が44.0％で、「休んで看ることは非常に難しい」（22.5％）の割合を上回ります。 

仕事を休んで看たかった日数については、「５日／年」の割合が17.6％で最も高くなっていま

す。 

 

子どもが病気の際に父母が仕事を休む希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事を休んで看たかった日数 
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31.3

29.9

16.4

41.8

4.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

休暇日数が足りないので休めない

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

その他

無回答

全体（n=67）

（44）仕事を休んで看ることが難しい理由 

問22－5で「休んで看ることは非常に難しい」に○をつけた方にうかがいます。 
問22－６ そう思われる理由は何ですか。【複数回答】 

 

仕事を休んで看ることが難しい理由については、「休暇日数が足りないので休めない」の割合

が31.3％で最も高く、次いで「子どもの看護を理由に休みがとれない」（29.9％）が続き、以下

「自営業なので休めない」（16.4％）などの順となっています。 

 

仕事を休んで看ることが難しい理由【複数回答】 
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9.8

7.9

1.2

0.3

0.1

0.3

79.3

2.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

幼稚園の預かり保育

一時預かり

ファミリー・サポート・センター

ベビーシッター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

その他

利用していない

無回答

全体（n=968）

９ 不定期の事業・宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

（45）不定期に利用している教育・保育事業 

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

不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業はありますか。【複数回答】 

 

不定期な教育・保育事業の利用状況について、「幼稚園の預かり保育」の割合が9.8％で最も

高く、次いで「一時預かり」（7.9％）が続き、以下「ファミリー・サポート・センター」（1.2％）

などの順となっています。なお、「利用していない」は79.3％でした。 

 

不定期に利用している教育・保育事業【複数回答】 
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13.2

6.6

6.6

2.6

15.8

3.9

1.3

1.3

0.0

11.8

13.2

5.3

14.5

3.9

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=76）

6.3

10.5

18.9

2.1

12.6

1.1

2.1

2.1

0.0

18.9

6.3

6.3

11.6

1.1

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=95）

0.0

16.7

8.3

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

16.7

16.7

16.7

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=12） ｎ（人）

１日／年 1

カテゴリー名

ｎ（人）

５日／年 1

16～20日／年 2

カテゴリー名 ｎ（人）

１日／年 1

５日／年 1

11～15日／年 1

カテゴリー名

１年間の利用日数 

 

１．一時預かり 

 

２．幼稚園の預かり保育 

 

 

３．ファミリー・サポート・センター 

 

 

４．夜間養護等事業：トワイライトステイ 

 

５．ベビーシッター 

 

６．その他 
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72.1

23.4

19.7

10.5

7.9

6.8

6.6

3.8

8.1

0.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

特に利用する必要がない

利用料がかかる・高い

事業の利用方法（手続き等）がわからない

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうか

わからない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性

（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用したい事業が地域にない

その他

無回答

全体（n=768）

（46）不定期な教育・保育事業を利用しない理由 

問23で「利用していない」に○をつけた方にうかがいます。 
問23－１ 現在利用していない理由は何ですか。【複数回答】 

 

不定期な教育・保育事業を利用しない理由については、「特に利用する必要がない」の割合が

72.1％で最も高く、次いで「利用料がかかる・高い」（23.4％）が続き、以下「事業の利用方法

（手続き等）がわからない」（19.7％）、「利用料がわからない」（10.5％）などの順となってい

ます。 

 

不定期な教育・保育事業を利用しない理由【複数回答】 
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42.1 48.8 9.1

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

全体

（n=968）

利用したい 利用する必要はない 無回答 .

70.8

61.0

23.8

6.9

5.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や

親の習い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども

（兄弟姉妹を含む）や親の通院等

不定期の就労

その他

無回答

全体（n=408）

（47）不定期な教育・保育事業の利用希望 

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

事業を利用する必要があると思いますか。 

 

不定期な教育・保育事業の利用希望については、「利用する必要はない」の割合が48.8％で、

「利用したい」（42.1％）を上回ります。 

 

不定期な教育・保育事業の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

①利用したい目的 

利用したい目的については、「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リ

フレッシュ目的」の割合が70.8％で最も高く、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」（61.0％）が続き、以下「不定期の就労」（23.8％）などの順となっ

ています。 

１年間で利用したい日数については、全体では「21日以上／年」の割合が21.1％で最も高く

なっています。 

 

不定期な教育・保育事業を利用したい目的【複数回答】 
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1.0

3.2

3.2

2.5

4.7

2.7

2.2

1.2

0.7

12.0

13.0

6.9

21.1

25.7

0％ 10％ 20％ 30％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=408）

3.5

8.0

9.0

3.8

16.6

4.5

1.7

1.0

0.0

15.6

21.5

2.1

12.1

0.7

0％ 10％ 20％ 30％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=289）

6.4

12.4

11.2

2.4

26.5

4.4

2.8

0.4

0.0

17.7

8.8

2.4

3.2

1.2

0％ 10％ 20％ 30％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=249）

5.2

5.2

7.2

4.1

17.5

3.1

2.1

1.0

0.0

16.5

5.2

10.3

20.6

2.1

0％ 10％ 20％ 30％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=97）

0.0

10.7

3.6

3.6

7.1

0.0

3.6

0.0

0.0

32.1

7.1

0.0

21.4

10.7

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

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

11～15日／年

16～20日／年

21日以上／年

無回答

全体（n=28）

１年間で利用したい日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①私用、リフレッシュ目的 

 

②冠婚葬祭、学校行事、家族の通院 

 

③不定期の就労 

 

④その他 
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80.1

54.9

24.0

2.5

1.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

大規模施設で子どもを預かる事業

（例：幼稚園・保育所等）

小規模施設で子どもを預かる事業

地域住民等が子育て家庭等近くの場所で

保育する事業（例：ファミリー・サポート・センター等）

その他

無回答

全体（n=408）

（48）望ましい事業形態 

問24で「利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 
問24－１ 問24の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思わ

れますか。【複数回答】 

 

望ましい事業形態については、「大規模施設で子どもを預かる事業（例：幼稚園・保育所等）」

の割合が80.1％で最も高く、次いで「小規模施設で子どもを預かる事業」（54.9％）が続き、以

下「地域住民等が子育て家庭等近くの場所で保育する事業（例：ファミリー・サポート・セン

ター等）」（24.0％）などの順となっています。 

 

望ましい事業形態【複数回答】 
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15.4 79.3 5.3

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

全体

（n=968）

あった なかった 無回答 .

83.2

14.1

1.3

0.7

0.0

2.7

0.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

仕方なく子どもを同行させた

「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

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

短期入所生活援助事業（ショートステイ）

を利用した

その他

無回答

全体（n=149）

（49）泊りがけで家族以外に預けた経験 

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

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

先が見つからなかった場合も含みます）。 

 

泊りがけで家族以外に預けた経験については、「あった」が15.4％、「なかった」が79.3％と

なっています。 

泊りがけで預ける必要があった際の対処方法については、「（同居者を含む）親族・知人にみ

てもらった」の割合が83.2％で最も高く、他を大きく引き離します。次いで「仕方なく子ども

を同行させた」（14.1％）が続きます。 

 

泊りがけで家族以外に預けた経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊りがけで預ける必要があった際の対処方法【複数回答】 
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18.5

15.3

16.9

4.8

12.9

0.8

8.9

0.0

0.8

6.5

4.0

0.8

2.4

7.3

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

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

11～15泊／年

16～20泊／年

21泊以上／年

無回答

全体（n=124）

ｎ（人）

２泊／年 1

無回答 1

カテゴリー名

28.6

28.6

4.8

9.5

4.8

4.8

0.0

0.0

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

9.5

0％ 10％ 20％ 30％

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

11～15泊／年

16～20泊／年

21泊以上／年

無回答

全体（n=21）

ｎ（人）

１泊／年 1

カテゴリー名 ｎ（人）

１泊／年 2

２泊／年 1

無回答 1

カテゴリー名

対処した日数 

①親族・知人に預けた 

 

②ショートステイを利用 

該当者なし 

 

③ショートステイ以外を利用 

 

 

 

 

 

④子どもを同行させた 

 

 

 

 

 

⑤子どもだけで留守番をさせた 

 

 

 

 

⑥その他 

 

 

 

 

  



74 

21.0 33.1 42.7 3.2

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

全体

（n=124）

非常に困難 どちらかというと困難 特に困難ではない 無回答 .

（50）泊りがけで家族以外に預けた際の困難度 

問25で「あった ①（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」に○をつけた方にうかがいま
す。 

問25－１ その場合の困難度はどの程度でしたか。 

 

泊りがけで家族以外に預けた際の困難度については、「特に困難ではない」の割合が42.7％で

最も高く、次いで「どちらかというと困難」（33.1％）が続き、以下「非常に困難」（21.0％）

の順となっています。 

 

泊りがけで家族以外に預けた際の困難度 
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54.1

49.5

44.1

18.0

8.1

7.2

0.0

19.8

6.3

0％ 20％ 40％ 60％

自宅

塾や習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾など）

学童保育所

放課後子ども教室

祖父母宅や友人・知人宅

児童館

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

全体（n=111）

10 ５歳以上のお子さんの放課後の過ごし方の希望について 

（51）小学校１～３年生の間に放課後過ごさせたい場所 

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

校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。【複数回答】 

 

小学校１～３年生の間に放課後過ごさせたい場所については、「自宅」の割合が54.1％で最も

高く、次いで「塾や習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」（49.5％）が続き、

以下「学童保育所」（44.1）などの順となっています。 

 

小学校低学年のうちで放課後過ごさせたい場所【複数回答】 
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13.3

31.7

15.0

8.3

26.7

0.0

0.0

5.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=60） ｎ（人）

１日／週 5

２日／週 1

３日／週 1

４日／週 1

５日／週 1

カテゴリー名

43.6

29.1

21.8

1.8

3.6

0.0

0.0

0.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=55） ｎ（人）

１日／週 3

２日／週 3

３日／週 1

５日／週 1

カテゴリー名

35.0

30.0

15.0

5.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=20）

2.0

4.1

4.1

10.2

71.4

8.2

0.0

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=49）

１週間で利用する日数 

 

１．自宅 

 

２．祖父母宅や友人・知人宅 

 

３．塾や習い事 

 

 

 

 

４．児童館 

 

 

 

 

５．放課後子ども教室 

 

６．学童保育所 
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27.3

54.5

9.1

0.0

4.5

0.0

0.0

4.5

0％ 20％ 40％ 60％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=22）

2.0

0.0

0.0

2.0

4.1

22.4

28.6

36.7

2.0

0.0

2.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

12時台以前

13時台

14時台

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

全体（n=49）

７．ファミリー・サポート・センター 

該当者なし 

 

 

 

８．その他 

 

 

 

 

 

学童保育所の希望終了時刻 
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60.4

58.6

29.7

20.7

11.7

9.9

0.0

26.1

9.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

自宅

塾や習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾など）

学童保育所

放課後子ども教室

児童館

祖父母宅や友人・知人宅

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

全体（n=111）

（52）小学校４～６年生の間に放課後過ごさせたい場所 

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

学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。【複数回答】 

 

小学校４～６年生の間に放課後過ごさせたい場所については、「自宅」の割合が60.4％で最も

高く、次いで「塾や習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」（58.6％）が続き、

以下「学童保育所」（29.7％）、「放課後子ども教室」（20.7％）などの順となっています。 

 

小学校高学年になったら放課後過ごさせたい場所【複数回答】 
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22.4

26.9

17.9

6.0

16.4

1.5

0.0

9.0

0％ 10％ 20％ 30％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=67）

36.4

54.5

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0％ 20％ 40％ 60％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=11）

23.1

38.5

32.3

3.1

3.1

0.0

0.0

0.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=65）

38.5

23.1

15.4

7.7

7.7

0.0

0.0

7.7

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=13）

26.1

34.8

13.0

4.3

13.0

0.0

0.0

8.7

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=23）

6.1

15.2

21.2

6.1

45.5

3.0

0.0

3.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=33）

１週間で利用したい日数 

 

１．自宅 

 

２．祖父母宅や友人・知人宅 

 

 

３．塾や習い事 

 

 

４．児童館 

 

 

 

 

 

 

５．放課後子ども教室 

 

 

 

 

 

 

６．学童保育所 
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3.0

0.0

0.0

0.0

6.1

21.2

15.2

42.4

3.0

0.0

9.1

0％ 20％ 40％ 60％

12時台以前

13時台

14時台

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

全体（n=33）

31.0

34.5

13.8

6.9

3.4

0.0

3.4

6.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

１日／週

２日／週

３日／週

４日／週

５日／週

６日／週

７日／週

無回答

全体（n=29）

７．ファミリー・サポート・センター 

該当者なし 

８．その他 

 

学童保育所の希望終了時刻 
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19.6 19.6 52.9 7.8

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

全体

（n=51）

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

.

0.0
0.0

15.0
75.0

5.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

６時以前
６時台
７時台
８時台
９時台

10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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

全体（n=20）

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5.0
0.0

5.0
0.0
0.0

15.0
40.0

25.0
10.0

0.0
0.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

６時以前
６時台
７時台
８時台
９時台

10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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

全体（n=20）

（53）土曜日と日曜日・祝日の学童保育所利用希望 

問26または問27で「学童保育所」に○をつけた方にうかがいます。 
問28 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、学童保育所の利用希望はあります

か。 

①土曜日 

土曜日の学童保育所利用希望については、「利用する必要はない」の割合が52.9％で最も高

く、次いで「低学年（１～３年生）の間は利用したい」及び「高学年（４～６年生）になって

も利用したい」（同率19.6％）の順となっています。 

希望する利用開始時刻は「８時台」の割合が75.0％、終了時刻は「18時台」の割合が40.0％

でそれぞれ最も高くなっています。 

 

土曜日の学童保育所利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する利用開始時刻 

 

希望する利用終了時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

5.9 11.8 74.5 7.8

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

全体

（n=51）

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

.

ｎ

７時台 2

８時台 7

カテゴリー名 ｎ

14時台 1

18時台 3

19時台 3

20時台 2

カテゴリー名

②日曜・祝日 

日曜・祝日の学童保育所利用希望については、「利用する必要はない」の割合が74.5％で最も

高く、次いで「高学年（４～６年生）になっても利用したい」（11.8％）が続き、以下「低学年

（１～３年生）の間は利用したい」（5.9％）の順となっています。 

希望する利用開始時刻は「８時台」が７人、終了時刻は「18時台」及び「19時台」が３人で

それぞれ最も多くなっています。 

 

日曜・祝日の学童保育所利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する利用開始時刻 

 

希望する利用終了時刻 
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30.6 28.8 31.5 9.0

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

全体

（n=111）

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

.

0.0
0.0

13.6
62.1

16.7
4.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

６時以前
６時台
７時台
８時台
９時台

10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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

全体（n=66）

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5

13.6
9.1

19.7
22.7

27.3
3.0

0.0
3.0

0％ 10％ 20％ 30％

６時以前
６時台
７時台
８時台
９時台

10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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

全体（n=66）

（54）長期休暇期間中の学童保育所利用希望 

問29 宛名のお子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の学童保

育所の利用希望はありますか。 

 

長期休暇期間中の学童保育所利用希望については、「利用する必要はない」の割合が31.5％で

最も高く、次いで「低学年（１～３年生）の間は利用したい」（30.6％）が続き、以下「高学年

（４～６年生）になっても利用したい」（28.8％）の順となっています。 

希望する利用開始時刻は「８時台」の割合が62.1％、終了時刻は「19時台」が27.3％でそれ

ぞれ最も高くなっています。 

 

長期休暇期間中の学童保育所利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する利用開始時刻 

 

希望する利用終了時刻 
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33.9

14.7

8.3

8.3

8.3

7.3

4.6

4.6

2.8

2.8

1.8

0.9

0.9

0.9

16.5

22.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

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）

仕事が忙しかった

仕事に戻るのが難しそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

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

有期雇用のため育児休業の取得要件を

満たさなかった

保育所（園）などに預けることができた

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

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

昇給・昇格などが遅れそうだった

配偶者が育児休業制度を利用した

育児休業を取得できることを知らなかった

その他

無回答

全体（n=109）

45.7 40.3 11.3 2.8

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

全体

（n=968）

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答 .

11 職場の両立支援制度について 

（55）父母の育児休業の取得状況 

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

たか。 

①母親 

母親の育児休業の取得状況については、「働いていなかった」の割合が45.7％で最も高く、次

いで「取得した（取得中である）」（40.3％）が続き、以下「取得していない」（11.3％）の順と

なっています。 

育児休業を取得していない理由については、「子育てや家事に専念するため退職した」の割合

が33.9％で最も高く、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）」

（14.7％）が続き、以下「仕事が忙しかった」「仕事に戻るのが難しそうだった」「収入減とな

り、経済的に苦しくなる」（同率8.3％）などの順となっています。 

 

母親の育児休業の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

母親が育児休業を取得していない理由【複数回答】 
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0.7 3.6

83.8 11.9

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

全体

（n=968）

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答 .

37.2

32.4

25.9

25.5

25.2

13.8

6.0

3.5

1.4

1.2

0.5

0.4

0.2

0.0

6.5

18.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

仕事が忙しかった

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

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

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

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）

昇給・昇格などが遅れそうだった

仕事に戻るのが難しそうだった

育児休業を取得できることを知らなかった

保育所（園）などに預けることができた

有期雇用のため育児休業の取得要件を

満たさなかった

子育てや家事に専念するため退職した

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

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

全体（n=811）

②父親 

父親の育児休業の取得状況については、「取得していない」の割合が83.8％で最も高く、８割

以上を占めます。 

育児休業を取得していない理由については、「仕事が忙しかった」の割合が37.2％で最も高

く、次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」（32.4％）が続き、以下「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」（25.9％）、「収入

減となり、経済的に苦しくなる」（25.5％）、「配偶者が育児休業制度を利用した」（25.2％）な

どの順となっています。 

 

父親の育児休業の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

父親が育児休業を取得していない理由【複数回答】 
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41.8 24.3

1.7

28.3 3.9

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

全体

（n=968）

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった

無回答

77.2 11.5 9.2 2.1

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

全体

（n=390）

育児休業取得後、職場に復帰した 現在も育児休業中である

育児休業中に離職した 無回答

.

（56）育児休業給付、保険料免除の仕組みの認知度 

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

たす場合は１歳６ヶ月）になるまで育児休業給付が支給される仕組み、子どもが満

３歳になるまでの育児休業等（法定の育児休業及び企業が法定を上回る期間設けた

育児休業に準ずる措置）期間について健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除に

なる仕組みがありますが、そのことをご存知でしたか。 

 

育児休業給付、保険料免除の仕組みの認知度については、「育児休業給付、保険料免除のいず

れも知っていた」の割合が41.8％で最も高く、次いで「育児休業給付、保険料免除のいずれも

知らなかった」（28.3％）が続き、以下「育児休業給付のみ知っていた」（24.3％）などの順と

なっています。 

 

育児休業給付、保険料免除の仕組みの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（57）育児休業取得後の職場復帰状況 

問30で「取得した（取得中である）」に○をつけた方にうかがいます。 

問30－２ 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。 

①母親 

母親の育児休業取得後の職場復帰状況については、「育児休業取得後、職場に復帰した」の割

合が77.2％で７割以上を占めます。 

 

母親の育児休業取得後の職場復帰状況 
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77.1 22.9

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

全体

（n=35）

育児休業取得後、職場に復帰した 現在も育児休業中である

育児休業中に仕事を離職した 無回答

.

73.8 24.9 1.3

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

全体

（n=301）

年度初めの入所に合わせたタイミングだった それ以外だった 無回答 .

92.6 7.4

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

全体

（n=27）

年度初めの入所に合わせたタイミングだった それ以外だった 無回答 .

②父親 

父親の育児休業取得後の職場復帰状況については、「育児休業取得後、職場に復帰した」の割

合が77.1％で最も高くなっています。 

 

父親の育児休業取得後の職場復帰状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（58）育児休業から職場復帰したタイミング 

問30－２で「育児休業取得後、職場に復帰した」に○をつけた方にうかがいます。 
問30－３ 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミング

でしたか。あるいはそれ以外でしたか。 

①母親 

母親が育児休業から職場復帰したタイミングについては、「年度初めの入所に合わせたタイ

ミングだった」の割合が73.8％、「それ以外だった」の割合が24.9％となっています。 

 

母親が育児休業から職場復帰したタイミング 

 

 

 

 

 

 

 

②父親 

父親が育児休業から職場復帰したタイミングについては、「それ（年度初めの入所に合わせたタ

イミング）以外だった」の割合が92.6％で９割以上を占めます。 

 

父親が育児休業から職場復帰したタイミング 
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0.0

1.3

7.0

13.0

35.9

12.6

18.9

7.0

3.7

0.7

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

０ヶ月

１～３ヶ月

４～６ヶ月

７～９ヶ月

10～12ヶ月

13～15ヶ月

16～18ヶ月

19～30ヶ月

31ヶ月以上

無回答

全体（n=301）

0.0

0.7

1.3

1.0

30.6

3.7

25.2

16.3

14.0

7.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

０ヶ月

１～３ヶ月

４～６ヶ月

７～９ヶ月

10～12ヶ月

13～15ヶ月

16～18ヶ月

19～30ヶ月

31ヶ月以上

無回答

全体（n=301）

14.8

37.0

7.4

3.7

7.4

3.7

0.0

0.0

0.0

25.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

０ヶ月

１～３ヶ月

４～６ヶ月

７～９ヶ月

10～12ヶ月

13～15ヶ月

16～18ヶ月

19～30ヶ月

31ヶ月以上

無回答

全体（n=27）

7.4

25.9

7.4

0.0

14.8

0.0

3.7

3.7

3.7

33.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

０ヶ月

１～３ヶ月

４～６ヶ月

７～９ヶ月

10～12ヶ月

13～15ヶ月

16～18ヶ月

19～30ヶ月

31ヶ月以上

無回答

全体（n=27）

（59）実際に育児休業から職場復帰した際の子どもの年齢 

問30－２で「育児休業取得後、職場に復帰した」に○をつけた方にうかがいます。 
問30－４ 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しましたか。

また、お勤め先の育児休業制度の期間内で、何歳何ヶ月のときまで取りたかったで

すか。 

①母親 

母親が実際に育児休業から職場復帰した際の子どもの年齢については、実際の取得期間、希

望の取得期間ともに「10～12ヶ月」の割合が最も高くなっています。実際の取得期間では９ヶ

月未満の割合が希望の取得期間の同年齢層に比べて高くなっています。 

 

母親が育児休業から職場復帰した際の子どもの年齢 

実際の取得期間 

 

希望の取得期間 

 

 

 

②父親 

父親が実際に育児休業から職場復帰した際の子どもの年齢については、実際の取得期間、希望

の取得期間ともに「１～３ヶ月」の割合が最も高くなっています。 

 

父親が育児休業から職場復帰した際の子どもの年齢 

実際の取得期間 

 

希望の取得期間 
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0.0

0.3

1.3

0.3

16.9

1.3

13.3

19.3

41.2

6.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

０ヶ月

１～３ヶ月

４～６ヶ月

７～９ヶ月

10～12ヶ月

13～15ヶ月

16～18ヶ月

19～30ヶ月

31ヶ月以上

無回答

全体（n=301）

0.0

14.8

7.4

0.0

18.5

0.0

3.7

3.7

22.2

29.6

0％ 10％ 20％ 30％

０ヶ月

１～３ヶ月

４～６ヶ月

７～９ヶ月

10～12ヶ月

13～15ヶ月

16～18ヶ月

19～30ヶ月

31ヶ月以上

無回答

全体（n=27）

65.7

23.7

15.7

1.5

18.2

7.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

希望する保育所に入るため

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

配偶者や家族の希望があったため

その他

無回答

全体（n=198）

（60）３歳まで育児休業を取得できる制度があった場合希望する期間 

問30－２で「育児休業取得後、職場に復帰した」に○をつけた方にうかがいます。 
問30－５ お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」

としてはお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。 

 

３歳まで育児休業を取得できる制度があった場合の子どもの年齢については、父母ともに

「31ヶ月以上」の割合が最も高く、母親は41.2％、父親は22.2％となっています。 

 

３歳まで育児休業を取得できる制度があった場合希望する期間 

母親 

 

父親 

 

 

 

（61）希望の時期に職場復帰しなかった理由 

問30-4で実際と希望が異なる方にうかがいます。 
問30－６ 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。 

①母親 

母親で「希望」より早く復帰した方の理由については、「希望する保育所に入るため」の割合

が65.7％で最も高く、次いで「経済的な理由で早く復帰する必要があった」（23.7％）が続き、

以下「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」（15.7％）などの順となっています。 

一方、「希望」より遅く復帰した方の理由については、「希望する保育園等に入れなかったた

め」の割合が80.8％で最も高く、他を引き離します。 

 

「希望」より早く復帰した母親の理由 
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16.3 65.1 17.3 1.3

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

全体

（n=301）

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

80.8

15.4

3.8

0.0

0.0

3.8

15.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

希望する保育所に入れなかったため

子どもをみてくれる人がいなかったため

配偶者や家族の希望があったため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

その他

無回答

全体（n=26）

ｎ（人）

経済的な理由で早く復帰する必要があった 4

配偶者や家族の希望があったため 2

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 2

その他 1

無回答 1

カテゴリー名

「希望」より遅く復帰した母親の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②父親 

父親で「希望」より早く復帰した方の理由については、「経済的な理由で早く復帰する必要が

あった」が４人で最も多くなっています。 

 

「希望」より早く復帰した父親の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「希望」より遅く復帰した父親の理由…該当者なし 

 

（62）短時間勤務制度の利用について 

問30-２で「育児休業取得後、職場に復帰した」に○をつけた方にうかがいます。 
問30－７ 育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。 

①母親 

母親の短時間勤務制度の利用については、「利用した」の割合が65.1％で最も高く、次いで

「利用したかったが利用しなかった（利用できなかった）」（17.3％）が続きます。 

 

母親の短時間勤務制度の利用について 
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59.3 18.5 22.2

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

全体

（n=27）

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

.

53.8

46.2

40.4

30.8

11.5

7.7

5.8

0.0

0.0

15.4

1.9

0％ 20％ 40％ 60％

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

短時間勤務にすると給与が減額される

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる

職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった）

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

子どもをみてくれる人がいた

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

子育てや家事に専念するため退職した

その他

無回答

全体（n=52）

②父親 

父親の短時間勤務制度の利用については、「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）」の割合が59.3％で最も高く、次いで「利用したかったが利

用しなかった（利用できなかった）」（18.5％）が続きます。 

 

父親の短時間勤務制度の利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（63）短時間勤務制度を利用しなかった理由 

問30-7で「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」に○をつけた方にう
かがいます。 

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

【複数回答】 

①母親 

母親が短時間勤務制度を利用しなかった理由については、「職場に短時間勤務制度を取りに

くい雰囲気があった」の割合が53.8％で最も高く、次いで「短時間勤務にすると給与が減額さ

れる」（46.2％）が続き、以下「仕事が忙しかった」（40.4％）などの順となっています。 

 

母親が短時間勤務制度を利用しなかった理由【複数回答】 
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ｎ（人）

1

4

4

1

1
配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、
子どもをみてくれる人がいた

カテゴリー名

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が
下がる

84.4

2.2

13.3

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

全体

（n=45）

１歳になるまで育児休業を取得したい １歳になる前に復帰したい 無回答 .

②父親 

父親が短時間勤務制度を利用しなかった理由については、「仕事が忙しかった」及び「短時間

勤務にすると給与が減額される」がそれぞれ４人で最も多くなっています。 

 

父親が短時間勤務制度を利用しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（64）子どもが１歳になったとき必ず預けられる事業があった場合 

問30-２で「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30－９ 宛名のお子さんが１歳になったときに必ず預けられる事業があれば、１歳になる

まで育児休業を取得しますか。または、預けられる事業があっても１歳になる前に

復帰しますか。 

①母親 

子どもが１歳になったとき必ず預けられる事業があった場合、母親については、「１歳になる

まで育児休業を取得したい」の割合が84.4％で８割以上を占めます。 

 

子どもが１歳になったとき必ず預けられる事業があった場合の母親について 

 

 

 

 

 

 

 

②父親 

父親については、該当者がいませんでした。 
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56.7

52.9

48.8

45.7

27.2

17.0

13.5

7.6

2.8

2.8

1.2

0.8

1.8

0％ 20％ 40％ 60％

インターネット

隣近所の人 知人 友人

親族（親 兄弟姉妹等）

保育園 幼稚園 学校

テレビ ラジオ 新聞

子育て雑誌 育児書

市の広報やパンフレット

市役所等の行政機関

子育てサークルの仲間

コミュニティー誌

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

無回答

全体（n=968）

12 子育て全般のことについて 

（65）子育てに関する情報の入手先 

問31 子育てに関する情報を主にどこ（だれ）から入手していますか。【複数回答】 

 

子育てに関する情報の入手先については、「インターネット」の割合が56.7％で最も高く、次

いで「隣近所の人 知人 友人」（52.9％）が続き、以下「親族（親 兄弟姉妹等）」（48.8％）、

「保育園 幼稚園 学校」（45.7％）などの順となっています。 

 

子育てに関する情報の入手先【複数回答】 
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43.9

26.4

24.6

15.6

14.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

活動場所の提供（場所貸しなど）

活動資金助成

活動時間中の保育サービス支援

情報発信等の支援（掲示板の開放など）

無回答

全体（n=968）

（66）子育てサークルの自主活動において市に望む支援 

問32 子育てに関するサークルを自主活動をしていくにあたって、市にどのような支援を行

ってほしいですか。【複数回答】 

 

子育てサークルの自主活動で市に望む支援については、「活動場所の提供（場所貸しなど）」

の割合が43.9％で最も高く、次いで「活動資金助成」（26.4％）が続き、以下「活動時間中の保

育サービス支援」（24.6％）などの順となっています。 

 

子育てサークルの自主活動において市に望む支援【複数回答】 
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51.8

36.3

22.7

19.4

13.8

12.1

8.1

6.6

4.4

1.4

2.3

0％ 20％ 40％ 60％

子連れでも出かけやすく楽しめる場所

を増やしてほしい

無償化による教育・保育費の支援だけ

ではなく、その他の費用負担も

軽減してほしい

児童館など、親子が安心して集まれる

身近な場を増やしてほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる

体制を整備してほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できる

ＮＰＯ等による保育サービスがほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進等、

企業に職場環境の改善を働きかけてほしい

子育てに困ったときに相談したり情報

が得られる場を作ってほしい

子育てについて学べる機会を

作ってほしい

多子世帯の優先入居や広い部屋の

割り当てなど、住宅面の配慮がほしい

特にない

無回答

全体（n=968）

（67）市に図ってほしい子育て支援の充実 

問33 市に対してどのような子育て支援の充実を図ってほしいと思いますか。【複数回答】 

 

市に図ってほしい子育て支援の充実については、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を

増やしてほしい」の割合が51.8％で最も高く、次いで「無償化による教育・保育費の支援だけ

ではなく、その他の費用負担も軽減してほしい」（36.3％）が続き、以下「児童館など、親子が

安心して集まれる身近な場を増やしてほしい」（22.7％）、「安心して子どもが医療機関にかかれ

る体制を整備してほしい」（19.4％）などの順となっています。 

 

市に図ってほしい子育て支援の充実【複数回答】 
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86.2

74.7

76.7

7.2

16.3

15.1

2.8

5.1

4.4

3.8

3.9

3.8

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

１．基本型

２．母子保健型

３．子育て世代

包括支援センター

知らない 聞いたことがある 知っている 無回答 .全体（n=968）

2.4

2.1

3.3

31.4

30.9

31.7

66.2

67.0

65.0

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

１．基本型

２．母子保健型

３．子育て世代

包括支援センター

利用したことがある 今後利用する 無回答 .全体（n=968）

（68）利用者支援事業について 

問34 子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・

福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等

必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う

「利用者支援事業」がありますが、この事業を知っていますか。また、利用したことは

ありますか。 

 

利用者支援事業の認知状況について「知らない」の割合をみると、『１．基本型』が86.2％で

最も高くなっています。 

利用意向について「利用したことがある」の割合をみると、すべての事業で１割未満となっ

ています。 

 

利用者支援事業について／認知状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者支援事業について／利用意向 
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42.8

39.6

33.5

27.8

25.1

23.8

18.1

13.7

13.4

13.0

11.4

9.1

5.6

4.8

1.3

3.9

4.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

子どものしつけに不安がある

子育てにかかる経済的な負担が大きい

子どもの教育に不安がある

子どもの食事や栄養に不安がある

子どもの将来の進路について不安がある

子どもの友だちづきあいに不安がある

子どもの発育・発達に不安がある

地域の子育て支援サービスの内容や

利用・申込方法がよくわからない

配偶者以外に子育てを

手伝ってくれる人がいない

配偶者の協力が少ない

子どもの健康に不安がある

不安や負担などは感じない

配偶者と子育ての意見が合わない

子育ての大変さを身近な人が

理解してくれない

相談相手がいない

その他

無回答

全体（n=968）

（69）子育てに関して不安や負担を感じることはあるか 

問35 子育てに関して、不安や負担などを感じることはありますか。【複数回答】 

 

子育てに関して不安や負担を感じることはあるかについては、「子どものしつけに不安があ

る」の割合が42.8％で最も高く、次いで「子育てにかかる経済的な負担が大きい」（39.6％）が

続き、以下「子どもの教育に不安がある 」（33.5％）、「子どもの食事や栄養に不安がある 」

（27.8％）、「子どもの将来の進路について不安がある」（25.1％）などの順となっています。 

 

子育てに関して不安や負担を感じることはあるか【複数回答】 
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15.0 27.4 42.3 12.1

1.1

2.2

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

全体

（n=968）

満足度が低い 満足度がやや低い ふつう 満足度がやや高い

満足度が高い 無回答 .

（70）子育ての環境や支援への満足度 

問36 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度をお答えください。 

 

子育ての環境や支援への満足度については、「ふつう」の割合が42.3％で最も高く、次いで

「満足度がやや低い」（27.4％）が続き、これに「満足度が低い」（15.0％）を合わせた“不満

足である”が42.4％となっています。一方、“満足である”（「満足度がやや高い」12.1％と「満

足度が高い」1.1％の合計）の割合は13.2％で、“不満足である”が“満足である”を上回りま

す。 

 

子育ての環境や支援への満足度 
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13 自由記述  

問37 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございました

ら、ご自由にご記入ください。 

 

ご記入いただいた主なご意見としては、次のようなものがありました。 

 

  【主な意見】 

  ・病児病後児保育の施設をつくってほしい 

  ・学童保育所を増やしてほしい 

  ・保育所を増やしてほしい 

  ・子育てに必要なサービス等について、もっと PRしてほしい 

  ・学童保育所の開始時間を早くしてほしい 

  ・保育所の開始時間を早くしてほしい 

  ・保育所の終了時間を遅くしてほしい 

  ・保育所への送迎サービスを拡大してほしい 

  ・公園の遊具等を充実してほしい 

  ・歩道を整備・拡幅してほしい 

  ・駅周辺に図書館を整備してほしい 

  ・小児科・産婦人科を充実してほしい 

 

  


