
 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援新制度に係る 

電子システム関連基礎データ等調査 

調査結果報告書（未就学児調査） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 3 月 

小田原市 



 

 



 

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 ....................................................... 3 

１ 回答者属性 ..................................................................... 3 

２ 子どもの育ちをめぐる環境について ............................................... 5 

３ お子さんの保護者の就労状況について ............................................. 7 

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 ....................... 13 

５ お子さんの地域の子育て支援の利用状況について................................... 28 

６ 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 ........... 34 

７ お子さんの病気の際の対応について（平日の教育・保育を利用している方のみ） ....... 37 

８ 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 ................... 43 

９ お子さんが５歳以上である方に、小学校就学後の放課後の過ごし方について ........... 50 

10 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について ......................... 58 

11 子育て全般について ............................................................ 67 

Ⅲ 調査結果のまとめ .............................................. 71 

１ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について ................................. 71 

２ 子どもの地域の子育て支援事業の利用状況について ................................. 72 

３ 子どもの病気の際の対応について ................................................ 72 

４ 子どもの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かりなどの利用について ......... 72 

５ 放課後の過ごし方について ...................................................... 73 

６ 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について ......................... 73 

７ 子育て全般について ............................................................ 73 

Ⅳ 自由意見のまとめ .............................................. 74 

Ⅴ 資料 .......................................................... 78 

調査票 ............................................................................ 78 

 



1 

 

Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

現在の我が国における急速な少子化の進行、家庭及び地域を取り巻く環境の変化を踏まえ、全

ての子どもが健やかに成長できる社会を実現していくため、子ども・子育て支援新制度が施行さ

れます。市町村は、制度の施行にあたり、その事務処理を行うための電子システムを構築する必

要があります。 

この調査は、電子システムを構築するうえで必要となるシステムの規模・仕様の確定のため、

子育て中の家庭の基礎データの把握、および住民の教育・保育等に関する利用意向等のニーズの

状況を把握することを目的に実施するものです。 

 

２ 調査対象 

平成 25年 11月 1日現在で、小田原市在住の未就学児童の保護者 

 

３ 調査期間 

平成 25年 11月 20日から平成 25年 12月 6日 

 

４ 調査方法 

郵送配布及び回収 

 

５ 回収状況 

区分 配 布 数 有効回収数 有効回収率 

  0歳児 ※ 1,659通 1,023通 61.7％ 

1歳児 1,106通 630通 57.0％ 

2歳児 1,054通 565通 53.6％ 

3歳児 1,149通 624通 54.3％ 

4歳児 1,232通 613通 49.8％ 

5歳児 1,211通 627通 51.8％ 

年齢回答なし 38通 - 

合計 7,411通 4,120通 55.6％ 

   ※年齢区分は学年で区切っている。11 月の発送のため、0 歳児は 1 年 7 ヶ月分

の児童が対象となっており、配布数が多くなっている。 
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６ 調査結果の表示方法 

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

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

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

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

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

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

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

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

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

かけをしています。（無回答を除く） 

・回答者数が少ない設問については、図表と回答比率の表示はせず、回答件数を表示していま

す。 
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Ⅱ 調査結果 

１ 回答者属性 

問１ お住まいの地区の郵便番号を記入してください。 

「川西南部」の割合が 32.9％と最も高く、

次いで「川東南部」の割合が 30.0％、「川

西北部」の割合が 22.3％となっています。 

 

 

  

区域わけ 地区 

川西北部 
蓮正寺、中曽根、飯田岡、堀之内、柳新田、小台、新屋、府川、北ノ窪、清水新田、穴部、穴部新田、

曽比、栢山 

川東北部 
飯泉、成田、桑原、別堀、高田、千代、永塚、東大友、西大友、延清、曽我原、曽我谷津、曽我別所、

曽我岸、上曽我、下大井、鬼柳、曽我大沢、曽我光海 

川西南部 
緑、城山、扇町、十字、荻窪、谷津、池上、井細田、多古、久野、板橋、南板橋、風祭、入生田、水

之尾、早川、石橋、米神、根府川、江之浦、栄町、中町、浜町、本町、城内、南町、寿町、東町 

川東南部 
下堀、中里、矢作、鴨宮、上新田、中新田、下新田、国府津、田島、酒匂、小八幡、南鴨宮、西酒匂、

東ケ丘、前川、羽根尾、中村原、上町、小船、山西、沼代、小竹 

 

問２ あて名のお子さんの生年月を記入してください。 

お子さんの年齢 

「０歳」の割合が 24.9％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 15.3％、「５歳」の

割合が 15.2％となっています。 

  「０歳」の割合が高いのは、年齢別の配布

数の違いによるものと考えられます。 

 

 

 

問３ あて名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。あて名のお子さんを含めた人

数を記入してください。また、お２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、末子の方の生

年月を記入してください。 

（１）きょうだい数 

「２人」の割合が 39.8％と最も高く、次

いで「１人」の割合が 36.4％、「３人」の

割合が 13.9％となっています。 

 

 

N = 4120 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

24.9

15.3

13.7

15.1

14.9

15.2

0.9

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

川西北部

川東北部

川西南部

川東南部

無回答

22.3

13.7

32.9

30.0

1.1

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

36.4

39.8

13.9

2.3

0.5

7.1

0 20 40 60 80 100
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（２）末子の年齢 

「０歳」の割合が 26.3％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 14.3％、「２歳」の

割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問４ この調査票に回答いただく方はどなたですか。あて名のお子さんからみた関係でお答えく

ださい。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「母親」の割合が 90.7％、「父親」の割

合が 8.9％となっています。 

 

 

 

 

 

問５ この調査票に回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。当てはまる番号

１つに○をつけてください。 

「配偶者がいる」の割合が 93.0％、「配

偶者はいない」の割合が 6.2％となってい

ます。 

 

 

 

問６ あて名のお子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。お子さんからみた関係で

当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「主に母親」の割合が 52.8％と最も高く、

次いで「父母ともに」の割合が 44.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

44.9

52.8

0.2

1.0

0.7

0.4

0 20 40 60 80 100

N = 2329 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

26.3

14.3

12.8

11.6

12.1

10.7

12.2

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

母親

父親

その他

無回答

90.7

8.9

0.3

0.1

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

93.0

6.2

0.8

0 20 40 60 80 100
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２ 子どもの育ちをめぐる環境について 

問７ 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

「緊急時や用事の際には祖父母等の親族

にみてもらえる」の割合が 60.7％と最も高

く、次いで「日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる」の割合が 30.4％、「緊急時や

用事の際には子どもをみてもらえる友

人・知人がいる」の割合が 14.9％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

問７-1 問７で「1.」または「2.」に○をつけた方にうかがいます。祖父母等にお子さんをみて

もらうことについて、どのように感じていますか。当てはまる番号すべてに○をつけてく

ださい。 

「祖父母等には、特に心配することなく、

安心して子どもをみてもらえる」の割合が

52.7％と最も高く、次いで「祖父母等の身

体的負担が大きく心配である」の割合が

22.6％、「負担をかけていることが心苦し

い」の割合が 21.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

日常的に祖父母等の親族に
みてもらえる

緊急時や用事の際には祖父
母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえ
る友人・知人がいる

緊急時や用事の際には子ど
もをみてもらえる友人・知人
がいる

いずれもいない

無回答

30.4

60.7

2.3

14.9

12.6

1.9

0 20 40 60 80 100

N = 3343 ％

祖父母等には、特に心配す
ることなく、安心して子どもを
みてもらえる

祖父母等の身体的負担が大
きく心配である

祖父母等の時間的制約や精
神的な負担が大きく心配であ
る

負担をかけていることが心苦
しい

子どもの教育や発達にとって
ふさわしい環境であるか、少
し不安がある

その他

無回答

52.7

22.6

17.0

21.8

8.9

3.5

0.4

0 20 40 60 80 100
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問７-2 問７で「3.」または「4.」に○をつけた方にうかがいます。友人・知人にお子さんをみ

てもらうことについて、どのように感じていますか。当てはまる番号すべてに○をつけて

ください。 

「友人・知人には、特に心配することな

く、安心して子どもをみてもらえる」の割

合が 46.2％と最も高く、次いで「負担をか

けていることが心苦しい」の割合が 33.7％、

「友人・知人の時間的制約や精神的な負担

が大きく心配である」の割合が 20.0％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

問８ あて名のお子さんの子育てをする上で、気軽に相談できる人はいますか。また、相談でき

る場所はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「いる／ある」の割合が 93.7％、「いな

い／ない」の割合が 5.2％となっています。 

 

 

 

問８-1 問８で「1.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。お子さんの子育てに関して、

気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「祖父母等の親族」の割合が 82.9％と最

も高く、次いで「友人や知人」の割合が

80.2％、「保育士」の割合が 20.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

いる／ある

いない／ない

無回答

93.7

5.2

1.1

0 20 40 60 80 100

N = 649 ％

友人・知人には、特に心配す
ることなく、安心して子どもを
みてもらえる

友人・知人の身体的負担が
大きく心配である

友人・知人の時間的制約や
精神的な負担が大きく心配で
ある

負担をかけていることが心苦
しい

子どもの教育や発育にとって
ふさわしい環境であるか、少
し不安がある

その他

無回答

46.2

6.6

20.0

33.7

2.8

2.8

5.2

0 20 40 60 80 100

N = 3857 ％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援センター、地域子
育てひろば

保健センター

保育士

幼稚園教諭

民生委員・主任児童委員

かかりつけの医師

市の子育て関連窓口や相談
機関

インターネットを通じたつなが
り

その他

無回答

82.9

80.2

15.1

12.7

7.4

20.7

11.3

0.8

18.2

1.8

2.7

2.9

0.0

0 20 40 60 80 100
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問８-2 問８で「2.いない／ない」に○をつけた方にうかがいます。気軽に相談できる人がいな

い（場所がない）のはどうしてですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「近所に知り合いがいない」の割合が

47.7％と最も高く、次いで「相談すること

に抵抗感がある」の割合が 38.0％、「相談

できる施設や人がわからない」の割合が

24.1％となっています。 

 

 

 

 

３ お子さんの保護者の就労状況について 

問９ あて名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。 

（１）母親 

「以前は就労していたが、現在は就労し

ていない」の割合が 43.8％と最も高く、次

いで「パート・アルバイト等で就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない」の

割合が 21.9％、「フルタイムで就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない」の

割合が 19.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

① １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 63.2％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 17.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

N = 4111 ％

フルタイムで就労しており、産
休・育休・介護休業中ではな
い

フルタイムで就労している
が、産休・育休・介護休業中
である

パート・アルバイト等で就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない

パート・アルバイト等で就労し
ているが、産休・育休・介護
休業中である

以前は就労していたが、現在
は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

19.1

7.5

21.9

1.8

43.8

5.0

0.9

0 20 40 60 80 100

N = 216 ％

近所に知り合いがいない

相談することに抵抗感がある

相談できる施設や人がわか
らない

その他

無回答

47.7

38.0

24.1

20.8

2.3

0 20 40 60 80 100

N = 2069 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.6

3.4

6.6

17.4

63.2

6.7

0.6

0.5

0 20 40 60 80 100
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② １日当たり就労時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 32.3％

と最も高く、次いで「５時間未満」の割合

が 15.3％、「６時間～７時間未満」の割合

が 14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 家を出る時刻 

「８時台」の割合が 41.5％と最も高く、

次いで「７時台」の割合が 25.7％、「９時

台」の割合が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

④ 帰宅時刻 

「18 時前」の割合が 42.2％と最も高く、

次いで「18時台」の割合が 29.6％、「19時

台」の割合が 14.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

N = 2069 ％

18時前

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

25時以降

無回答

42.2

29.6

14.2

3.4

1.5

0.8

0.6

0.4

0.9

6.4

0 20 40 60 80 100

N = 2069 ％

５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

15.3

12.6

14.6

12.3

32.3

5.6

4.4

0.4

1.3

1.2

0 20 40 60 80 100

N = 2069 ％

６時前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

0.4

2.0

25.7

41.5

16.3

7.7

6.4

0 20 40 60 80 100
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（２）父親 

「フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない」の割合が 93.2％

と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 65.4％と最も高く、次

いで「６日」の割合が 28.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

② １日当たり就労時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 25.8％

と最も高く、次いで「12時間以上」の割合

が 23.7％、「10時間～11時間未満」の割合

が 22.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 3880 ％

フルタイムで就労しており、産
休・育休・介護休業中ではな
い

フルタイムで就労している
が、産休・育休・介護休業中
である

パート・アルバイト等で就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない

パート・アルバイト等で就労し
ているが、産休・育休・介護
休業中である

以前は就労していたが、現在
は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

93.2

0.2

0.4

0.0

0.8

0.1

5.3

0 20 40 60 80 100

N = 3640 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.1

0.2

0.8

0.9

65.4

28.3

2.0

2.3

0 20 40 60 80 100

N = 3640 ％

５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.4

0.2

0.3

1.6

25.8

13.1

22.7

7.4

23.7

4.8

0 20 40 60 80 100



10 

③ 家を出る時刻 

「７時台」の割合が 39.0％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 24.2％、「６時

台」の割合が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

④ 帰宅時刻 

「19 時台」の割合が 17.2％と最も高く、

次いで「20時台」の割合が 16.4％、「21時

台」の割合が 15.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 問９の（１）または（２）で「3.」「4.」（パート・アルバイト等で就労）に○をつけた方

にうかがいます。（該当しない方は、問 11へお進みください。）フルタイムへの転換希望は

ありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）母親 

「パート・アルバイト等の就労を続ける

ことを希望」の割合が 47.1％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 23.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 3640 ％

18時前

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

25時以降

無回答

6.1

12.1

17.2

16.4

15.9

11.2

5.7

3.0

2.4

10.0

0 20 40 60 80 100

N = 3640 ％

６時前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時以降

無回答

4.5

15.0

39.0

24.2

3.9

4.2

9.2

0 20 40 60 80 100

N = 975 ％

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・アルバイト等の就労を
続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて
子育てや家事に専念したい

無回答

7.5

23.9

47.1

4.0

17.5

0 20 40 60 80 100
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（２）父親 

「フルタイムへの転換希望はあるが、実

現できる見込みはない」の割合が 52.9％と

最も高く、次いで「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・アルバイト等の就労を続けることを

希望」の割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

問 11 問９の（１）または（２）で「5.」「6.」（就労していない）に○をつけた方にうかがいま

す。就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけて

ください。 

（１）母親 

「1 年より先の時期に、一番下の子ども

が□□歳になったころに就労したい」の割

合が 40.2％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 19.1％、「子育てや家事などに専念し

たい（就労の予定はない）」の割合が 18.8％

となっています。 

 

 

 

 

① 「１年より先の時期に、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい」子どもの年

齢 

「６歳～７歳」の割合が 30.0％と最も高

く、次いで「２歳～３歳」の割合が 28.6％、

「４歳～５歳」の割合が 21.3％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

N = 807 ％

０歳～１歳

２歳～３歳

４歳～５歳

６歳～７歳

８歳～９歳

10歳～11歳

12歳～13歳

14歳～15歳

16歳～17歳

18歳以上

無回答

2.7

28.6

21.3

30.0

7.3

6.4

1.9

0.0

0.1

0.0

1.7

0 20 40 60 80 100

N = 2003 ％

子育てや家事などに専念した
い（就労の予定はない）

1 年より先の時期に、一番下
の子どもが□□歳になったこ
ろに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内
に就労したい

無回答

18.8

40.2

19.1

21.9

0 20 40 60 80 100

N = 17 ％

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・アルバイト等の就労を
続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて
子育てや家事に専念したい

無回答

11.8

52.9

11.8

0.0

23.5

0 20 40 60 80 100
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② 「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」人の希望する就労形態 

「パートタイム、アルバイト等」の割合

が 82.5％、「フルタイム（１週５日程度・

１日８時間程度の就労）」の割合が 16.5％

となっています。 

 

 

 

ア １週当たり日数 

「４日」の割合が 37.8％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 34.3％、「５日」の

割合が 18.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

イ １日当たり時間 

「５時間」の割合が 37.4％と最も高く、

次いで「４時間」の割合が 32.7％、「６時

間」の割合が 17.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）父親 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労

したい」の割合が 50.0％と最も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

N = 315 ％

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

無回答

0.0

0.3

7.6

32.7

37.4

17.5

1.6

1.3

1.6

0 20 40 60 80 100

N = 382 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）

パートタイム、アルバイト等

無回答

16.5

82.5

1.0

0 20 40 60 80 100

N = 315 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.0

6.0

34.3

37.8

18.7

0.3

0.0

1.9

0 20 40 60 80 100

N = 34 ％

子育てや家事などに専念した
い（就労の予定はない）

1 年より先の時期に、一番下
の子どもが　　　歳になったこ
ろに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内
に就労したい

無回答

5.9

0.0

50.0

44.1

0 20 40 60 80 100
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① 「１年より先の時期に、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい」子どもの年

齢 

有効回答はありません。 

 

 

② 「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」人の希望する就労形態 

「フルタイム（１週５日程度・１日８時

間程度の就労）」の割合が 76.5％、「パート

タイム、アルバイト等」の割合が 5.9％と

なっています。 

 

 

ア １週当たり日数 

有効回答はありません。 

 

イ １日当たり時間 

有効回答はありません。 

 

 

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 12 あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利用さ

れていますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「利用している」の割合が 56.7％、「利

用していない」の割合が 43.2％となってい

ます。 

 

N = 4120 ％

利用している

利用していない

無回答

56.7

43.2

0.1

0 20 40 60 80 100

N = 17 ％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）

パートタイム、アルバイト等

無回答

76.5

5.9

17.6

0 20 40 60 80 100
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問 12-１ 問 12-１～問 12-４は、問 12で「1.利用している」に○をつけた方にうかがいます。

あて名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じて

「定期的に」利用している事業として、当てはまる番号すべてに○をつけてください。" 

「認可保育所」の割合が 53.6％と最も高

く、次いで「幼稚園」の割合が 33.7％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 2337 ％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

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

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

33.7

3.1

53.6

3.0

0.3

1.7

3.8

2.4

0.1

0.9

2.2

0.3

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

定期的に利用している教育･保育事業を年齢別でみると、他の年齢に比べ、２歳以下で「認可

保育所」の割合が、４歳以上で「幼稚園」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

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 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

０歳 140  1.4  － 67.9  1.4  1.4  10.7  11.4  1.4  0.7  3.6  1.4  0.7  

１歳 205  0.5  1.0  79.0  0.5  0.5  4.4  6.8  2.9  － 1.5  4.9  － 

２歳 259  1.9  1.2  78.0  0.8  0.4  2.7  7.7  3.1  － 0.8  6.2  － 

３歳 486  33.7  1.9  54.9  4.1  － 1.2  2.9  2.5  － 0.4  1.9  0.4  

４歳 608  50.2  4.9  40.8  4.1  0.3  0.2  2.1  2.1  － 0.7  1.2  0.3  

５歳 622  48.6  4.7  43.7  3.4  － 0.3  1.8  2.1  0.2  1.0  1.1  0.5  

 

【教育･保育事業の利用場所別】 

定期的に利用している教育･保育事業を利用場所別でみると、他に比べ、二宮町で「幼稚園」

の割合が、中井町で「認可保育所」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

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 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

小田原市 2185  33.7  3.1  54.6  2.8  0.2  1.4  3.8  2.1  0.1  1.0  2.2  0.3  

南足柄市 44  54.5  6.8  25.0  4.5  2.3  2.3  2.3  9.1  － － 2.3  － 

開成町 3  － － 33.3  － － － － 66.7  － － － － 

大井町 7  － － 85.7  － － － － － － － 14.3  － 

中井町 23  － － 91.3  － － 4.3  4.3  － － － － － 

二宮町 24  83.3  12.5  16.7  － － － － － － － － － 

箱根町 9  － － 11.1  77.8  － － － － － － － 11.1  

その他 25  12.0  － 32.0  － － 32.0  12.0  8.0  － － 4.0  － 
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問 12-2 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、どのくらい利用していますか。

また、希望としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり何日、１日当たり何時間（何

時から何時まで）かを、具体的な数字で記入してください 

（１）現在 

① １週当たり日数 

「５日」の割合が 93.0％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

② １日当たり時間 

「５時間～６時間未満」の割合が 23.4％

と最も高く、次いで「８時間～９時間」の

割合が 16.0％、「10 時間以上」の割合が

15.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

③ 開始時間 

「９時台」の割合が 53.7％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 32.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

N = 2337 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

1.6

0.7

0.9

2.1

93.0

1.7

0 20 40 60 80 100

N = 2337 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間

７時間～８時間

８時間～９時間

９時間～10時間

10時間以上

無回答

2.0

2.9

23.4

10.2

14.3

16.0

13.5

15.2

2.5

0 20 40 60 80 100

N = 2337 ％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.0

7.5

32.0

53.7

3.3

0.0

0.0

0.5

3.0

0 20 40 60 80 100
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④ 終了時間 

「14 時台」の割合が 26.8％と最も高く、

次いで「16時台」の割合が 20.4％、「17時

台」の割合が 19.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）希望 

① １週当たり日数 

「５日」の割合が 80.4％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

② １日当たり時間 

「10時間以上」の割合が 17.1％と最も高

く、次いで「８時間～９時間」の割合が

16.9％、「７時間～８時間」の割合が 16.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

③ 開始時間 

「９時台」の割合が 43.1％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 28.8％となって

います。 

 

 

 

 

N = 2337 ％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.3

7.8

28.8

43.1

2.1

0.0

0.0

0.3

17.6

0 20 40 60 80 100

N = 2337 ％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間

７時間～８時間

８時間～９時間

９時間～10時間

10時間以上

無回答

0.8

0.9

6.1

13.6

16.3

16.9

10.4

17.1

17.9

0 20 40 60 80 100

N = 2337 ％

13時前

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

1.3

1.2

26.8

10.9

20.4

19.2

15.7

1.5

0.1

0.0

3.0

0 20 40 60 80 100

N = 2337 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

0.6

0.7

0.9

1.4

80.4

16.0

0 20 40 60 80 100
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④ 終了時間 

「16時台」の割合が 21.3％と最も高く、

次いで「15時台」の割合が 17.5％、「17時

台」の割合が 17.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12-3 現在、利用している教育・保育事業の実施場所についてうかがいます。いずれかに○を

つけてください  。 

「小田原市」の割合が 93.5％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 12-4 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由についてうかがいます。主な理

由として当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもの教育・発達に良い影響をあた

えたいので」の割合が 65.5％と最も高く、

次いで「子育てをしている方が現在就労し

ている」の割合が 57.9％、「就学に向けて

の準備として」の割合が 44.5％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 2337 ％

13時前

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

0.5

0.3

5.7

17.5

21.3

17.3

13.4

4.7

1.4

0.2

17.7

0 20 40 60 80 100

N = 2337 ％

小田原市

南足柄市

開成町

大井町

中井町

二宮町

箱根町

その他

無回答

93.5

1.9

0.1

0.3

1.0

1.0

0.4

1.1

0.7

0 20 40 60 80 100

N = 2337 ％

子どもの教育・発達に良い影
響をあたえたいので

近所に子どもが少ないので

子どもをみることに負担感が
あるため

就学に向けての準備として

家事や用事をすませるため

近隣に同年代・同学年の子ど
もがいないため

子育てをしている方が現在就
労している

子育てをしている方が就労予
定がある／求職中である

子育てをしている方が家族・
親族などを介護している

子育てをしている方が病気や
障害がある

子育てをしている方が学生で
ある

その他

無回答

65.5

13.8

8.8

44.5

15.7

9.8

57.9

2.7

1.3

1.1

0.3

2.4

1.0

0 20 40 60 80 100
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問 12-5 問 12で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。利用していない理由

は何ですか。理由としてもっとも当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもがまだ小さいため（□□歳くら

いになったら利用しようと考えている）」

の割合が 56.3％と最も高く、次いで「（子

どもの教育や発達のため、父母が就労して

いないなどの理由で）利用する必要がな

い」の割合が 38.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1780 ％

（子どもの教育や発達のた
め、父母が就労していないな
どの理由で）利用する必要が
ない

子どもの祖父母や親戚の人
がみている

近所の人や父母の友人・知
人がみている

利用したいが、保育・教育の
事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由
で事業を利用できない

使用したいが、延長・夜間等
の時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質につ
いて、納得できる事業がない

利用したいが、場所が遠いな
ど地理的な条件が合わない

子どもがまだ小さいため（□
□歳くらいになったら利用し
ようと考えている）

その他

無回答

38.3

9.6

0.3

9.0

9.6

1.4

1.1

1.7

56.3

11.7

1.4

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

利用していない理由を年齢別でみると、他の年齢に比べ、２歳以下で「子どもがまだ小さいた

め（□□歳くらいになったら利用しようと考えている）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

（
子
ど
も
の
教
育
や
発
達
の
た
め
、
父

母
が
就
労
し
て
い
な
い
な
ど
の
理
由

で
）
利
用
す
る
必
要
が
な
い 

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親
戚
の
人
が
み
て

い
る 

近
所
の
人
や
父
母
の
友
人
・
知
人
が
み

て
い
る 

利
用
し
た
い
が
、
保
育
・
教
育
の
事
業

に
空
き
が
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
経
済
的
な
理
由
で
事

業
を
利
用
で
き
な
い 

使
用
し
た
い
が
、
延
長
・
夜
間
等
の
時

間
帯
の
条
件
が
合
わ
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
事
業
の
質
に
つ
い
て
、

納
得
で
き
る
事
業
が
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
場
所
が
遠
い
な
ど
地

理
的
な
条
件
が
合
わ
な
い 

子
ど
も
が
ま
だ
小
さ
い
た
め
（
□
□
歳

く
ら
い
に
な
っ
た
ら
利
用
し
よ
う
と
考

え
て
い
る
） 

そ
の
他 

無
回
答 

０歳 883  37.6  9.5  0.3  8.4  7.8  1.8  0.9  1.2  63.6  9.5  0.6  

１歳 425  37.6  10.8  0.5  10.1  8.7  0.7  0.7  2.1  58.8  7.3  1.6  

２歳 303  40.9  8.6  0.3  7.9  12.2  0.7  1.7  2.3  48.5  15.5  3.0  

３歳 138  42.8  6.5  － 5.1  16.7  1.4  2.2  1.4  26.8  29.0  1.4  

４歳 5  － 20.0  － 80.0  20.0  － － － － 20.0  － 

５歳 5  － － － 20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  － 40.0  20.0  

 

（１）「子どもがまだ小さいため（□□歳くらいになったら利用しようと考えている）」子どもの年

齢 

「３歳」の割合が 44.9％と最も高く、次

いで「４歳」の割合が 29.8％、「１歳」の

割合が 12.7％となっています。 

 

 

 

 

N = 1003 ％

１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳

無回答

0.4

12.7

7.1

44.9

29.8

5.2

0 20 40 60 80 100
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問 13 現在、利用している、利用していないにかかわらず、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について、当てはまる番号すべて

に○をつけてください。また、お子さんが何歳から利用したいかを□内に記入してください。 

（１）利用したい事業 

「幼稚園」の割合が 57.1％と最も高く、

次いで「認可保育所」の割合が 53.9％、「幼

稚園の預かり保育」の割合が 23.5％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

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

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

57.1

23.5

53.9

20.0

10.6

5.0

11.1

8.1

4.2

5.2

10.0

0.8

3.8

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

利用したい教育・保育事業を年齢別でみると、他の年齢に比べ、年齢が上がるにつれ「認可保

育所」の割合が低くなる傾向がみられます。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

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 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

０歳 1023  56.3  19.4  60.7  18.8  13.3  4.1  11.9  8.4  2.6  4.0  10.2  0.4  2.0  

１歳 630  60.0  20.5  58.1  22.9  10.5  4.1  9.4  8.3  5.1  4.6  8.7  0.3  2.7  

２歳 565  56.8  21.2  53.1  20.4  10.3  4.8  10.4  9.4  5.5  5.8  8.5  1.4  3.0  

３歳 624  56.6  28.4  50.2  18.8  9.9  5.4  10.9  7.1  4.3  5.4  11.1  1.0  4.2  

４歳 613  57.4  29.2  48.3  20.9  7.5  5.2  11.7  7.2  3.4  5.4  10.6  0.5  5.5  

５歳 627  55.8  25.2  49.0  19.5  10.4  7.0  11.3  8.3  5.3  6.9  10.4  1.9  6.9  

 

【母親の就労状況別】 

利用したい教育・保育事業を母親の就労状況別でみると、「フルタイム」、「パート・アルバイ

ト等」で「認可保育所」の割合が、「就労していない」で「幼稚園」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

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 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

フルタイム 1094  24.4  14.6  82.6  22.9  13.8  6.0  18.4  10.2  5.2  7.4  14.6  0.8  3.9  

パート・アル
バイト等 975  44.2  22.5  66.4  20.2  9.7  5.9  10.1  8.6  3.5  5.2  8.7  1.3  5.2  

就 労 し てい
ない 

2003  81.4  28.9  32.4  18.5  9.3  4.0  7.7  6.5  3.9  4.0  7.9  0.6  2.8  
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【母親の就労希望別】 

利用したい教育・保育事業を母親の就労希望別でみると、全体に「幼稚園」の割合が高くなっ

ていますが、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」で「認可保育所」の割合も高くな

っています。 

 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない） 

376  86.4  19.9  15.7  10.9  5.3  1.1  

１年より先の時期に、一番下の
子どもが□□歳になったころに
就労したい 

807  86.4  34.2  30.9  20.2  8.6  4.3  

すぐにでも、もしくは１年以内に
就労したい 

382  63.6  30.1  55.2  24.1  13.1  4.2  

 

区分 

事
業
所
内
保
育
施
設 

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 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない） 3.2  2.9  2.9  2.9  5.1  0.5  5.1  

１年より先の時期に、一番下の
子どもが□□歳になったころに
就労したい 

8.6  6.7  4.0  4.3  8.9  0.5  1.7  

すぐにでも、もしくは１年以内に
就労したい 8.4  9.4  3.1  2.6  9.9  0.3  3.4  
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【教育・保育事業の利用有無別】 

利用したい教育・保育事業を保育事業の利用有無別でみると、「利用していない」で「幼稚園」

の割合が高く、「利用している」で「認可保育所」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

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 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

利用している 2337  47.5  23.9  58.5  20.6  10.4  5.9  12.9  8.6  4.7  6.5  11.5  1.2  5.3  

利 用 し て い
ない 

1780  69.8  23.0  47.9  19.2  10.9  3.9  8.8  7.4  3.4  3.5  8.0  0.4  1.7  

 

（２）利用したい事業別子どもの年齢 

① 幼稚園 

「３歳」の割合が 56.8％と最も高く、次

いで「４歳」の割合が 30.2％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

② 幼稚園の預かり保育 

「３歳」の割合が 56.7％と最も高く、次

いで「４歳」の割合が 21.2％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

N = 2354 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

1.5

1.1

3.7

56.8

30.2

4.0

2.7

0 20 40 60 80 100

N = 968 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

5.2

4.1

6.1

56.7

21.2

3.3

3.4

0 20 40 60 80 100
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③ 認可保育所 

「０歳」の割合が 29.0％と最も高く、次

いで「３歳」の割合が 25.6％、「１歳」の

割合が 22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

④ 認定こども園 

「３歳」の割合が 36.5％と最も高く、次

いで「０歳」の割合が 23.2％、「１歳」の

割合が 15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 小規模保育施設 

「０歳」の割合が 37.0％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 21.3％、「３歳」の

割合が 19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 家庭的保育 

「０歳」の割合が 41.3％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 21.2％、「３歳」の

割合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 436 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

37.0

21.3

14.0

19.0

3.9

0.7

4.1

0 20 40 60 80 100

N = 823 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

23.2

15.4

12.9

36.5

6.6

1.5

3.9

0 20 40 60 80 100

N = 2219 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

29.0

22.9

10.5

25.6

6.4

0.7

4.9

0 20 40 60 80 100

N = 208 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

41.3

21.2

11.5

13.5

5.8

2.9

3.8

0 20 40 60 80 100
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⑦ 事業所内保育施設 

「０歳」の割合が 48.0％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 27.1％、「３歳」の

割合が 10.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

⑧ 認定保育施設 

「０歳」の割合が 39.7％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 20.4％、「３歳」の

割合が 19.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

⑨ その他の認可外の保育施設 

「０歳」の割合が 47.7％と最も高く、次

いで「３歳」の割合が 16.3％、「１歳」の

割合が 15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

⑩ 居宅訪問型保育 

「０歳」の割合が 68.0％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 13.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

N = 216 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

68.0

13.0

6.0

7.4

1.4

1.9

2.3

0 20 40 60 80 100

N = 333 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

39.7

20.4

11.1

19.8

4.8

1.2

3.0

0 20 40 60 80 100

N = 457 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

48.0

27.1

7.9

10.9

2.2

1.1

2.8

0 20 40 60 80 100

N = 172 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

47.7

15.1

8.7

16.3

5.8

3.5

2.9

0 20 40 60 80 100
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⑪ ファミリー・サポート・センター 

「０歳」の割合が 28.5％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 14.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

問 13-1 教育・保育事業を利用したい場所についてうかがいます。いずれかに○をつけてくださ

い。 

「小田原市」の割合が 91.2％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13-2 教育・保育事業の事業内容について、特に何を望みますか。当てはまる番号２つまでに

○をつけてください。 

「社会性の育成（友達づくり、集団のル

ール習得等）」の割合が 66.8％と最も高く、

次いで「豊かな感性、好奇心、探究心など

が養われる体験」の割合が 33.5％、「愛着

形成や情緒の安定など人間形成の基礎を

培う」の割合が 27.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 411 ％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

28.5

14.1

4.6

7.1

2.7

4.4

38.6

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

小田原市

南足柄市

開成町

大井町

中井町

二宮町

箱根町

その他

無回答

91.2

0.7

0.2

0.2

0.4

0.6

0.1

1.0

5.6

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

愛着形成や情緒の安定など
人間形成の基礎を培う

社会性の育成（友達づくり、
集団のルール習得等）

基本的な生活習慣の確立

豊かな感性、好奇心、探究心
などが養われる体験

運動能力や体力の向上

小学校との連携

障害児等特別な支援が必要
な子どもの受け入れ

親の悩みや負担についての
相談機能

幼児期に見合った学力の習
得

自発的な活動を促し、主体性
を育む教育・保育環境

その他

無回答

27.0

66.8

24.1

33.5

7.5

2.1

1.7

1.3

8.3

6.1

0.9

9.0

0 20 40 60 80 100



28 

５ お子さんの地域の子育て支援の利用状況について 

問 14 あて名のお子さんは、現在、子育て支援センターや地域子育てひろばを利用していますか。

次の中から、利用されているものすべてに○をつけてください。また、おおよその利用回数

（頻度）を□内に記入してください。 

「利用していない」の割合が 63.8％と最

も高く、次いで「子育て支援センター」の

割合が 32.1％、「地域子育てひろば」の割

合が 10.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

子育て支援の利用状況を年齢別でみると、他の年齢に比べ、２歳以下で「子育て支援センター」

の割合が高く、３歳以上で「利用していない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

地
域
子
育
て
ひ
ろ
ば 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

０歳 1023  41.4  11.7  55.2  1.1  

１歳 630  46.2  18.1  48.6  1.4  

２歳 565  38.2  16.3  56.1  1.8  

３歳 624  22.8  8.0  72.6  1.4  

４歳 613  19.2  3.1  76.8  3.3  

５歳 627  19.3  2.7  78.0  2.1  

 

 

N = 4120 ％

子育て支援センター

地域子育てひろば

利用していない

無回答

32.1

10.1

63.8

1.7

0 20 40 60 80 100
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（１）利用している事業別回数 

① 子育て支援センター 

ア １週当たり回数 

「１回」の割合が 11.7％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ １か月当たり回数 

「１回」の割合が 47.5％と最も高く、次

いで「２回」の割合が 20.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1324 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

11.7

3.5

2.8

0.5

0.2

0.0

0.0

81.3

0 20 40 60 80 100

N = 1324 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

47.5

20.5

8.7

1.9

1.1

0.4

0.9

19.0

0 20 40 60 80 100



30 

② 地域子育てひろば 

ア １か月当たり回数 

「１回」の割合が 52.8％と最も高く、次

いで「２回」の割合が 17.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

問 15 子育て支援センターや地域子育てひろばの今後の利用希望について、当てはまる番号一つ

に○をつけて、おおよその利用希望回数（頻度）を□内に記入してください。（開所日や、

交通手段の理由から現在利用していない方も、利用可能な状況になった際にはどの程度利用

したいか希望をお書きください。） 

「新たに利用したり、利用日数を増やし

たいとは思わない」の割合が 50.9％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 26.7％、「すでに利用

しているが、今後利用日数を増やしたい」

の割合が 18.3％となっています。 

 

 

 

（１）「利用していないが、今後利用したい」人の利用希望回数 

① １週当たり回数 

「１回」の割合が 25.4％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

N = 1098 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

25.4

5.7

2.0

0.0

0.5

0.1

0.0

66.3

0 20 40 60 80 100

N = 417 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

52.8

17.5

4.8

6.0

1.4

0.5

0.7

16.3

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

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

26.7

18.3

50.9

4.1

0 20 40 60 80 100
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② １か月当たり回数 

「１回」の割合が 37.4％と最も高く、次

いで「２回」の割合が 24.8％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」人の利用希望回数 

① １週当たり更に増やす回数 

「１回」の割合が 27.9％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

② １か月当たり更に増やす回数 

「２回」の割合が 27.2％と最も高く、次

いで「１回」の割合が 15.1％、「３回」の

割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 756 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

27.9

7.7

2.2

0.7

0.1

0.1

0.0

61.3

0 20 40 60 80 100

N = 1098 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

37.4

24.8

7.8

4.6

0.9

0.5

2.5

21.5

0 20 40 60 80 100

N = 756 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

15.1

27.2

11.8

9.3

2.1

0.9

2.8

30.8

0 20 40 60 80 100
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問 16 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したい

と思うものをお答えください。①～⑥の事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「い

いえ」のいずれかに○をつけてください。 

（１）認知度 

③母子健康教育事業（ママパパ学級など）、⑥子育てマップ（ぴんたっこ）発行事業で「はい

（認知している）」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）これまでに利用したことがある  

⑥子育てマップ（ぴんたっこ）発行事業で「はい（これまでに利用したことがある）」の割合

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④地域育児センター事業( 保
育園で実施)

N = 4120

⑤こんにちは赤ちゃん事業

⑥子育てマップ（ぴんたっ
こ）発行事業

①ママパパ子育て知恵袋メー
ル配信事業

②育児相談事業

③母子健康教育事業（ママパ
パ学級など）

28.3

19.5

31.7

12.2

25.4

46.8

62.2

69.7

58.7

76.5

63.4

43.5

9.5

10.8

9.6

11.3

11.2

9.7

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

④地域育児センター事業( 保
育園で実施)

N = 4120

⑤こんにちは赤ちゃん事業

⑥子育てマップ（ぴんたっ
こ）発行事業

①ママパパ子育て知恵袋メー
ル配信事業

②育児相談事業

③母子健康教育事業（ママパ
パ学級など）

64.9

65.7

78.6

40.5

45.1

71.8

32.2

30.6

17.9

55.7

51.3

24.9

3.7

3.8

3.6

3.5

3.3

2.9

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

64.9 32.2 2.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

64.9 32.2 2.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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（３）今後利用したい（満足している） 

⑥子育てマップ（ぴんたっこ）発行事業で「はい（今後利用したい）」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④地域育児センター事業( 保
育園で実施)

N = 4120

⑤こんにちは赤ちゃん事業

⑥子育てマップ（ぴんたっ
こ）発行事業

①ママパパ子育て知恵袋メー
ル配信事業

②育児相談事業

③母子健康教育事業（ママパ
パ学級など）

32.2

40.9

33.7

35.8

32.3

55.5

55.1

46.1

53.2

51.1

54.3

32.4

12.7

13.0

13.1

13.1

13.4

12.1

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

64.9 32.2 2.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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６ 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 17 あて名のお子さんについて、土曜日あるいは日曜日・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□内に記入してください。 

（１）土曜日 

「利用する必要はない」の割合が 67.1％

と最も高く、次いで「月に１～２回は利用

したい」の割合が 21.6％となっています。 

 

 

 

① 利用したい時間帯 

ア 開始時刻 

「９時台」の割合が 40.5％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 33.8％、「７時

台」の割合が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 終了時刻 

「17 時台」の割合が 23.4％と最も高く、

次いで「18時台」の割合が 20.8％、「16時

台」の割合が 17.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

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

67.1

9.3

21.6

2.0

0 20 40 60 80 100

N = 1271 ％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.3

10.8

33.8

40.5

8.8

0.8

0.6

1.6

2.8

0 20 40 60 80 100

N = 1271 ％

13時前

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

7.0

2.6

5.5

13.9

17.5

23.4

20.8

4.5

1.2

0.3

3.2

0 20 40 60 80 100
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（２）日曜・祝日 

「利用する必要はない」の割合が 79.2％

と最も高く、次いで「月に１～２回は利用

したい」の割合が 15.1％となっています。 

 

 

 

 

① 利用したい時間帯  

ア 開始時刻 

「９時台」の割合が 36.7％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 33.4％、「７時

台」の割合が 12.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 終了時刻 

「18 時台」の割合が 25.1％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 24.3％、「16時

台」の割合が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

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

79.2

3.2

15.1

2.5

0 20 40 60 80 100

N = 752 ％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.3

12.2

33.4

36.7

9.0

1.5

1.5

1.7

3.7

0 20 40 60 80 100

N = 752 ％

13時前

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

5.9

1.6

4.0

12.2

14.4

24.3

25.1

6.4

1.7

0.5

3.9

0 20 40 60 80 100
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問 17-1 問 17の（１）もしくは（２）で、「3.」（月に１～２回利用したい）に○をつけた方に

うかがいます。毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

「月に数回仕事が入るため」の割合が

63.0％と最も高く、次いで「平日に出来な

い用事をまとめて済ませるため」の割合が

31.6％、「息抜きのため」の割合が 25.7％

となっています。 

 

 

 

 

問 18 「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。あて名のお子さんについて、夏休み・冬

休みなど長期の休暇期間中に、お子さんをお預かりする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、□□内に記入してください。 

「休みの期間中、週に数日利用したい」

の割合が 48.5％と最も高く、次いで「利用

する必要はない」の割合が 40.6％となって

います。 

 

 

 

 

（１）利用したい時間帯 

① 開始時刻 

「９時台」の割合が 72.5％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 17.4％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

N = 1073 ％

月に数回仕事が入るため

平日に出来ない用事をまとめ
て済ませるため

家族・親族の介護・看護や手
伝いが必要なため

息抜きのため

その他

無回答

63.0

31.6

2.1

25.7

12.8

1.2

0 20 40 60 80 100

N = 793 ％

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

40.6

6.6

48.5

4.3

0 20 40 60 80 100

N = 437 ％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.2

0.5

17.4

72.5

7.1

0.0

0.2

0.5

1.6

0 20 40 60 80 100
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② 終了時刻 

「15 時台」の割合が 40.3％と最も高く、

次いで「16時台」の割合が 22.0％、「14時

台」の割合が 20.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18-1 問 18で、「3.週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。毎日ではなく、た

まに利用したい理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「息抜きのため」の割合が 36.6％と最も

高く、次いで「平日に出来ない用事をまと

めて済ませるため」、「近くに遊ぶ場所が少

ない、もしくは近くに友人がいないため。」

の割合が 34.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ お子さんの病気の際の対応について（平日の教育・保育を利用している方のみ） 

問 19 この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガを理由として通常の教育・保育の事業が利

用できなかった（幼稚園・保育園を休んだ）ことはありますか。 

「あった」の割合が 80.3％、「なかった」

の割合が 17.2％となっています。 

 

 

 

 

N = 437 ％

13時前

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

2.3

2.1

20.1

40.3

22.0

8.0

2.7

0.5

0.2

0.0

1.8

0 20 40 60 80 100

N = 385 ％

月に数回仕事が入るため

平日に出来ない用事をまとめ
て済ませるため

家族・親族の介護・看護や手
伝いが必要なため

息抜きのため

近くに遊ぶ場所が少ない、も
しくは近くに友人がいないた
め。

その他

無回答

30.9

34.0

1.8

36.6

34.0

19.5

1.8

0 20 40 60 80 100

N = 2337 ％

あった

なかった

無回答

80.3

17.2

2.5

0 20 40 60 80 100
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問 19-1 その際に、この１年間に行った対応方法として当てはまる番号すべてに○をつけ、それ

ぞれの日数を□内に数字で記入してください。（半日程度の対応の場合も１日として記入

してください。） 

（１）１年間の対処方法 

「母親が休んだ」の割合が 64.0％と最も

高く、次いで「父親又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

31.0％、「（同居者を含む）親族・知人に子

どもをみてもらった」の割合が 30.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）１年間の対処方法日数 

① 父親が休んだ日数 

「２～３日」の割合が 41.7％と最も高く、

次いで「１日」の割合が 23.1％、「４～５

日」の割合が 18.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 母親が休んだ 

「２～３日」の割合が 25.7％と最も高く、

次いで「10～19日」の割合が 21.5％、「４

～５日」の割合が 20.8％となっています。 

 

 

 

 

 

N = 1877 ％

父親が休んだ

母親が休んだ

父親又は母親のうち就労して
いない方が子どもをみた

（同居者を含む）親族・知人に
子どもをみてもらった

病児・病後児の保育を利用し
た（保育園で実施のサービス
を含む）

ベビーシッターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番
をさせた

その他

無回答

20.3

64.0

31.0

30.6

3.2

0.3

0.6

2.1

0.7

0 20 40 60 80 100

N = 381 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

23.1

41.7

18.6

3.4

7.9

0.8

4.5

0 20 40 60 80 100

N = 1201 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

9.8

25.7

20.8

9.1

21.5

7.6

5.5

0 20 40 60 80 100
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③ 父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 

「２～３日」の割合が 24.3％と最も高く、

次いで「10～19日」の割合が 21.9％、「４

～５日」の割合が 17.9％となっています。 

 

 

 

 

 

④ （同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 

「２～３日」の割合が 30.3％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 17.9％、「10

～19日」の割合が 17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

⑤ 病児・病後児の保育を利用した（保育園で実施のサービスを含む） 

「２～３日」の割合が 42.6％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 21.3％、「10

～19日」の割合が 13.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

⑥ ベビーシッターを利用した 

「１日」、「４～５日」、「６～９日」、「10～19日」が 1件となっています。 

 

⑦ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

「２～３日」の割合が 41.7％と最も高く、

次いで「１日」の割合が 33.3％、「６～９

日」の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

N = 581 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

11.2

24.3

17.9

8.8

21.9

5.9

10.0

0 20 40 60 80 100

N = 575 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

15.0

30.3

17.9

5.9

17.7

6.6

6.6

0 20 40 60 80 100

N = 61 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

11.5

42.6

21.3

3.3

13.1

0.0

8.2

0 20 40 60 80 100

N = 12 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

33.3

41.7

0.0

16.7

0.0

0.0

8.3

0 20 40 60 80 100
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⑧ その他 

「２～３日」、「10～19 日」の割合が

17.5％と最も高く、次いで、「４～５日」

の割合が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

問 19-2 問 19-1で「1.」「2.」に○をつけた方にうかがいます。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。当てはまる番号１つに○をつけ、

日数についても□内に記入してください。（病児・病後児のための保育施設等の利用には、

一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医の受診が必要となります。） 

「利用したいとは思わない」の割合が

65.8％と最も高く、次いで「できれば病後

児保育施設等を利用したい」の割合が

17.4％、「できれば病児保育施設等を利用

したい」の割合が 14.7％となっています。 

 

 

【母親の就労状況別】 

病児・病後児のための保育施設等の利用希望について母親の就労状況別でみると、他に比べ、

「就労していない」層で「利用したいとは思わない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 
N =

フルタイム 624

パート・アルバイト等 549

就労していない 54 9.3

13.8

21.5

5.6

11.7

17.9

81.4

72.3

58.7

3.7

2.2

1.9

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

N = 40 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

5.0

17.5

12.5

7.5

17.5

5.0

35.0

0 20 40 60 80 100

N = 1240 ％

できれば病後児保育施設等
を利用したい

できれば病児保育施設等を
利用したい

利用したいとは思わない

無回答

17.4

14.7

65.8

2.1

0 20 40 60 80 100

21.513.89.3 17.911.75.6 58.772.381.5 1.92.23.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

できれば病後児保育施設等を利用したい

できれば病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
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（１）できれば病後児保育施設等を利用したい日数 

「２～３日」の割合が 38.4％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 21.8％、「10

～19日」の割合が 14.8％となっています。 

 

 

 

 

 

（２）できれば病児保育施設等を利用したい日数 

「２～３日」の割合が 31.0％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 24.7％、「10

～19日」の割合が 12.6％となっています。 

 

 

 

 

 

N = 182 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

7.1

31.0

24.7

9.3

12.6

2.7

12.6

0 20 40 60 80 100

N = 216 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

7.4

38.4

21.8

2.8

14.8

2.3

12.5

0 20 40 60 80 100
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問 19-3 問 19-2で「1.」あるいは「2.」に○をつけた方にうかがいます。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。当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

「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 67.1％と最も高く、次

いで「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」

の割合が 66.8％となっています。 

 

 

 

 

 

問 19-4 問 19-2で「3.」に○をつけた方にうかがいます。「利用したいとは思わない」理由につ

いて、当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「親が仕事を休んで対応する」の割合が

53.8％と最も高く、次いで「病児・病後児

を他人に看てもらうのは不安」の割合が

45.6％、「利用料がかかる・高い日数など）

がよくない」の割合が 30.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

問 19-5 問 19-1で「4.」～「8.」に○をつけた方にうかがいます。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。当てはまる番号１つに○をつけ、問 19-1

で記入した日数のうち、仕事を休んで看たかった日数についても記入してください。 

「できれば仕事を休んで看たい」の割合

が 56.0％、「休んで看ることは非常に難し

い」の割合が 29.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 667 ％

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

56.0

29.8

14.2

0 20 40 60 80 100

N = 398 ％

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

小児科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

その他

無回答

66.8

67.1

5.5

0.8

3.0

0 20 40 60 80 100

N = 816 ％

病児・病後児を他人に看ても
らうのは不安

事業の質に不安がある

事業の利便性（立地や利用
可能時間

利用料がかかる・高い日数な
ど）がよくない

事業内容や利用料、利用手
続きがわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

無回答

45.6

7.6

20.7

30.0

17.2

53.8

14.5

4.4

0 20 40 60 80 100
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（１）できれば仕事を休んで看たい日数 

「２～３日」の割合が 37.8％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 17.7％、「10

～19日」の割合が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 19-6 問 19-5で「2．」に○をつけた方にうかがいます。「休んで看ることは非常に難しい」と

思われる理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもの看護を理由に休みがとれな

い」の割合が 36.7％と最も高く、次いで「休

暇日数が足りないので休めない」の割合が

22.1％、「自営業なので休めない」の割合

が 11.1％となっています。 

 

 

 

 

８ 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 20 あて名のお子さんについて、日中の定期的な保育以外に、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。ある場合は、当てはまる番号すべてに

○をつけ、１年間のおおよその利用日数を□内に記入してください。 

「利用していない」の割合が 87.5％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 199 ％

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

休暇日数が足りないので休
めない

その他

無回答

36.7

11.1

22.1

45.7

1.0

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

一時預かり（認可保育所で一
時的に子どもを保育する事
業）

幼稚園の預かり保育（通常の
就園時間を延長し在園児を
預かる事業）

ファミリー・サポート・センター
（地域住民が子どもを預かる
事業）

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

2.9

4.5

1.9

0.3

0.9

87.5

3.2

0 20 40 60 80 100

N = 373 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

13.4

37.8

17.7

4.6

15.0

2.7

8.8

0 20 40 60 80 100



44 

（１）利用している事業別年間日数 

① 一時預かり 

「10～19日」の割合が 21.4％と最も高く、

次いで「20日以上」の割合が 18.6％、「１

日」、「２～３日」の割合が 16.9％となって

います。 

 

 

 

 

 

② 幼稚園の預かり保育 

「２～３日」の割合が 24.9％と最も高く、

次いで「20日以上」の割合が 22.7％、「10

～19日」の割合が 14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

③ ファミリー・サポート・センター 

「20日以上」の割合が 20.5％と最も高く、

次いで「２～３日」の割合が 16.7％、「10

～19日」の割合が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

④ ベビーシッター 

「１日」の割合が 23.1％と最も高く、次

いで「２～３日」、「10～19 日」、「20 日以

上」の割合が 15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 13 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

23.1

15.4

0.0

7.7

15.4

15.4

23.0

0 20 40 60 80 100

N = 118 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

16.9

16.9

12.7

5.9

21.4

18.6

7.6

0 20 40 60 80 100

N = 185 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

9.2

24.9

13.5

9.2

14.6

22.7

5.9

0 20 40 60 80 100

N = 78 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

12.8

16.7

12.8

10.3

14.1

20.5

12.8

0 20 40 60 80 100
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⑤ その他 

「20日以上」の割合が 22.2％と最も高く、

次いで「１日」、「２～３日」の割合が 11.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

問 20-1 問 20で「6.」に○をつけた方にうかがいます。現在利用していない理由は何ですか。

当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「特に利用する必要がない」の割合が

77.8％と最も高く、次いで「利用料がかか

る・高い」の割合が 20.1％、「事業の利用

方法（手続き等）がわからない」の割合が

14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 すべての方にうかがいます。あて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、今後、年間何日くらい事業を利用する必要があると思いますか。利用希望の有

無について当てはまる番号・記号すべてに○をつけ、必要な日数を□内に記入してください

（利用したい日数の合計と、目的別の内訳の日数を記入してください。） 

「利用したい」の割合が 38.3％、「利用

する必要はない」の割合が 57.9％となって

います。 

 

 

 

 

N = 36 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

11.1

11.1

8.3

2.8

5.6

22.2

38.9

0 20 40 60 80 100

N = 3606 ％

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にな
い

事業の質に不安がある

事業の利便性（立地や利用
可能時間・日数など）がよくな
い

利用料がかかる・高い

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

事業の利用方法（手続き等）
がわからない

その他

無回答

77.8

2.7

5.0

6.5

20.1

9.1

7.9

14.1

5.7

1.4

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

利用したい

利用する必要はない

無回答

38.3

57.9

3.8

0 20 40 60 80 100
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（１）利用したい目的 

「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉

妹を含む）や親の通院等」の割合が 61.3％

と最も高く、次いで「私用（買物、きょう

だいや親の習い事等）、リフレッシュ目的」

の割合が 60.2％、「不定期の就労」の割合

が 34.0％となっています。 

 

 

 

 

 

（２）利用したい年間合計日数 

「20日以上」の割合が 24.5％と最も高く、

次いで「10～19 日」の割合が 22.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

（３）利用したい目的別年間合計日数 

① 私用 

「10～19日」の割合が 32.9％と最も高く、

次いで「２～３日」の割合が 18.2％、「４

～５日」の割合が 17.1％となっています。 

 

 

 

 

② 冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等 

「10～19日」の割合が 27.0％と最も高く、

次いで「２～３日」の割合が 23.5％、「４

～５日」の割合が 20.0％となっています。 

 

 

 

 

N = 1577 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

1.0

6.6

8.4

5.8

22.4

24.5

31.3

0 20 40 60 80 100

N = 1577 ％

私用（買物、きょうだいや親
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

60.2

61.3

34.0

6.8

4.1

0 20 40 60 80 100

N = 949 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

5.9

18.2

17.1

6.8

32.9

13.6

5.5

0 20 40 60 80 100

N = 967 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

7.1

23.5

20.0

9.9

27.0

7.2

5.3

0 20 40 60 80 100



47 

③ 不定期の就労 

「20日以上」の割合が 29.9％と最も高く、

次いで「10～19日」の割合が 24.6％、「４

～５日」の割合が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

④ その他 

「20日以上」の割合が 22.2％と最も高く、

次いで「10～19日」の割合が 13.0％、「２

～３日」、「４～５日」の割合が 12.0％とな

っています。 

 

 

 

 

問 21-1 問 21で「1.利用したい」に○をつけた方にうかがいます。私用、親の通院、不定期就

労等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。

当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「大規模施設で子どもを保育する事業

（例：幼稚園・保育所等）」の割合が 68.4％

と最も高く、次いで「小規模施設で子ども

を保育する事業（例：子育て支援センター

等）」の割合が 51.4％、「地域住民等が子育

て家庭等の近くの場所で保育する事業」の

割合が 26.1％となっています。 

 

 

 

問 22 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、あて名のお

子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか（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、この１年間の対処方法として当てはま

る番号すべてに○をつけ、それぞれの日数も□内に数字で記入してください。 

「あった」の割合が 18.3％、「なかった」

の割合が 78.5％となっています。 

 

 

N = 108 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

2.8

12.0

12.0

5.6

13.0

22.2

32.4

0 20 40 60 80 100

N = 1577 ％

大規模施設で子どもを保育
する事業（例：幼稚園・保育所
等）

小規模施設で子どもを保育
する事業（例：子育て支援セ
ンター等）

地域住民等が子育て家庭等
の近くの場所で保育する事業

その他

無回答

68.4

51.4

26.1

2.2

2.3

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

あった

なかった

無回答

18.3

78.5

3.2

0 20 40 60 80 100

N = 536 ％

１日

２～３日

４～５日

６～９日

10～19日

20日以上

無回答

3.7

11.0

14.4

5.0

24.6

29.9

11.4

0 20 40 60 80 100
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（１）１年間の対処方法 

「（同居者を含む）親族・知人にみてもら

った」の割合が 88.8％と最も高く、次いで

「仕方なく子どもを同行させた」の割合が

14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）１年間の対処方法別日数 

① （同居者を含む）親族・知人にみてもらった 

「１泊」の割合が 34.1％と最も高く、次

いで「２泊～３泊」の割合が 22.4％、「４

泊～５泊」の割合が 12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

② 保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した 

「１泊」の割合が 14.3％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

③ 仕方なく子どもを同行させた 

「１泊」の割合が 37.3％と最も高く、次

いで「２泊～３泊」の割合が 35.5％となっ

ています。 

 

 

 

 

N = 14 ％

１泊

２泊～３泊

４泊～５泊

６泊～９泊

10泊～19泊

20泊以上

無回答

14.3

7.1

7.1

0.0

7.1

0.0

64.4

0 20 40 60 80 100

N = 753 ％

（同居者を含む）親族・知人に
みてもらった

保育事業（認可外保育施設、
ベビーシッター等）を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番
をさせた

その他

無回答

88.8

1.9

14.6

0.4

1.3

0.9

0 20 40 60 80 100

N = 669 ％

１泊

２泊～３泊

４泊～５泊

６泊～９泊

10泊～19泊

20泊以上

無回答

34.1

22.4

12.0

8.1

7.0

3.6

12.9

0 20 40 60 80 100

N = 110 ％

１泊

２泊～３泊

４泊～５泊

６泊～９泊

10泊～19泊

20泊以上

無回答

37.3

35.5

9.1

2.7

1.8

1.8

11.8

0 20 40 60 80 100
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④ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

「１泊」が 2件、「２泊～３泊」が 1件となっています。 

 

⑤ その他 

「２泊～３泊」の割合が 40.0％と最も高

く、次いで「６泊～９泊」の割合が 20.0％、

「４泊～５泊」、「10 泊～19 泊」、「20 泊以

上」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

問 22-1 問 22で「1.（あった） ア．（親族・知人にみてもらった）」を答えた方にうかがいま

す。その場合の困難度はどの程度でしたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「特に困難ではない」の割合が 45.6％と

最も高く、次いで「どちらかというと困難」

の割合が 35.4％、「非常に困難」の割合が

13.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 10 ％

１泊

２泊～３泊

４泊～５泊

６泊～９泊

10泊～19泊

20泊以上

無回答

0.0

40.0

10.0

20.0

10.0

10.0

10.0

0 20 40 60 80 100

N = 669 ％

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

13.6

35.4

45.6

5.4

0 20 40 60 80 100



50 

９ お子さんが５歳以上である方に、小学校就学後の放課後の過ごし方につ

いて 

問 23 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と思いますか。当てはまる番号すべてに

○をつけ、それぞれ希望する週当たりの日数を数字で記入してください。また、「放課後児

童クラブ」の場合には、利用を希望する時間も記入してください。 

「自宅」の割合が 63.2％と最も高く、次

いで「習い事 （ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）」の割合が 49.0％、「放

課後児童クラブ（または放課後子ども教

室）」の割合が 38.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）放課後の過ごさせたい場所別週当たり日数 

① 自宅 

「５日」の割合が 26.7％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 25.3％、「３日」の

割合が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

② 祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 44.0％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 25.2％、「５日」の

割合が 12.3％となっています。 

 

 

 

 

N = 163 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

44.0

25.2

7.4

3.7

12.3

7.4

0 20 40 60 80 100

N = 396 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

10.1

25.3

18.9

10.4

26.7

8.6

0 20 40 60 80 100

N = 627 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事　（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後児童クラブ（または放
課後子ども教室）

ファミリー・サポート・センター

地域活動　（子ども会やス
クールコミュニティ事業など）

民間事業者での預かり

その他　（公民館、公園など）

無回答

63.2

26.0

49.0

38.6

0.8

3.2

0.6

14.4

5.4

0 20 40 60 80 100
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③ 習い事 （ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

「２日」の割合が 40.7％と最も高く、次

いで「１日」の割合が 38.8％、「３日」の

割合が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

④ 放課後児童クラブ（または放課後子ども教室） 

「５日」の割合が 57.5％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 15.3％、「３日」の

割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

④－１ 利用を希望する時間 

「18時以降」の割合が 47.1％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 28.1％、「16時

台」の割合が 13.6％となっています。 

 

 

 

 

⑤ ファミリー・サポート・センター 

「１日」、「５日」が 2件、「２日」が 1件となっています。 

 

⑥ 地域活動 （子ども会やスクールコミュニティ事業など） 

「１日」の割合が 65.0％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 10.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

N = 242 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

3.7

6.2

13.2

15.3

57.5

4.1

0 20 40 60 80 100

N = 307 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

38.8

40.7

15.0

1.6

1.3

2.6

0 20 40 60 80 100

N = 242 ％

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

3.3

13.6

28.1

47.1

7.9

0 20 40 60 80 100

N = 20 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

65.0

10.0

5.0

0.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100
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⑦ 民間事業者での預かり 

「１日」が 2件となっています。 

 

⑧ その他 （公民館、公園など） 

「１日」の割合が 37.8％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 28.9％、「３日」の

割合が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

問 24 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と思いますか。当てはまる番号すべて

に○をつけ、それぞれの週当たりの日数を数字で記入してください。また、「放課後児童ク

ラブ」の場合には利用を希望する時間も記入してください。（※だいぶ先のことになります

が、現在お持ちのイメージでお答えください。） 

「自宅」の割合が 71.6％と最も高く、次

いで「習い事 （ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）」の割合が 64.6％、「祖

父母宅や友人・知人宅」の割合が 27.9％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 90 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

37.8

28.9

17.8

4.4

6.7

4.4

0 20 40 60 80 100

N = 627 ％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事　（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後児童クラブ（または放
課後子ども教室）

ファミリー・サポート・センター

地域活動　（子ども会やス
クールコミュニティ事業など）

民間事業者での預かり

その他　（公民館、公園など）

無回答

71.6

27.9

64.6

25.0

0.8

4.5

0.6

18.5

6.2

0 20 40 60 80 100
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（１）放課後の過ごさせたい場所別週当たり日数 

① 自宅 

「２日」の割合が 25.8％と最も高く、次

いで「５日」の割合が 25.4％、「３日」の

割合が 17.4％となっています。 

 

 

 

 

 

② 祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 41.2％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 29.1％、「５日」の

割合が 12.6％となっています。 

 

 

 

 

 

③ 習い事 （ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

「２日」の割合が 43.2％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 28.1％、「１日」の

割合が 17.3％となっています。 

 

 

 

 

 

④ 放課後児童クラブ（または放課後子ども教室） 

「５日」の割合が 43.3％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 18.5％、「２日」の

割合が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 175 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

41.2

29.1

8.0

1.1

12.6

8.0

0 20 40 60 80 100

N = 157 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

8.3

17.8

18.5

7.6

43.3

4.5

0 20 40 60 80 100

N = 449 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

15.8

25.8

17.4

7.6

25.4

8.0

0 20 40 60 80 100

N = 405 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

17.3

43.2

28.1

5.4

2.5

3.5

0 20 40 60 80 100
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④－１ 利用を希望する時間 

「18時以降」の割合が 54.8％と最も高く、

次いで「17 時台」の割合が 26.1％となっ

ています。 

 

 

 

 

⑤ ファミリー・サポート・センター 

「４日」、「５日」が 1件となっています。 

 

⑥ 地域活動 （子ども会やスクールコミュニティ事業など） 

「１日」の割合が 57.0％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 17.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

⑦ 民間事業者での預かり 

「５日」が 2件、「１日」が 1件となっています。 

 

⑧ その他 （公民館、公園など） 

「１日」の割合が 35.3％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 30.2％、「３日」の

割合が 18.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 28 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

57.0

17.9

3.6

3.6

3.6

14.3

0 20 40 60 80 100

N = 157

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

0.6

7.0

26.1

54.8

11.5

0 20 40 60 80 100

N = 116 ％

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

35.3

30.2

18.1

2.6

7.8

6.0

0 20 40 60 80 100
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問 25 問 23または問 24で「４．放課後児童クラブ（または放課後子ども教室）」に○をつけた

方にうかがいます。あて名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラ

ブの利用希望はありますか。（１）（２）それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけ

てください。また利用したい時間帯を、□内に記入してください。 

（１）土曜日 

「利用する必要はない」の割合が 47.1％

と最も高く、次いで「高学年（４～６年生）

になっても利用したい」の割合が 22.3％、

「低学年（１～３年生）の間は利用したい」

の割合が 18.5％となっています。 

 

 

 

① 利用したい時間帯 

ア 開始時刻 

「８時台」の割合が 43.4％と最も高く、

次いで「９時台」の割合が 30.6％、「７時

台」の割合が 10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

イ 終了時刻 

「18 時台」の割合が 38.8％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 25.0％、「16時

台」、「19 時台」の割合が 10.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

N = 108 ％

13時前

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

1.9

0.9

2.8

6.5

10.2

25.0

38.8

10.2

0.0

0.0

3.7

0 20 40 60 80 100

N = 108 ％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.0

10.2

43.4

30.6

3.7

0.0

0.0

5.6

6.5

0 20 40 60 80 100

N = 265 ％

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

18.5

22.3

47.1

12.1

0 20 40 60 80 100
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（２）日曜・祝日 

「利用する必要はない」の割合が 64.9％

と最も高く、次いで「高学年（４～６年生）

になっても利用したい」の割合が 12.5％と

なっています。 

 

 

 

 

① 利用したい時間帯 

ア 開始時刻 

「８時台」の割合が 40.7％と最も高く、

次いで「９時台」の割合が 30.5％、「７時

台」の割合が 20.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 終了時刻 

「18 時台」の割合が 42.3％と最も高く、

次いで「19時台」の割合が 16.9％、「16時

台」の割合が 15.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 59 ％

13時前

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

3.4

0.0

1.7

5.1

15.3

11.9

42.3

16.9

0.0

0.0

3.4

0 20 40 60 80 100

N = 265 ％

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

9.8

12.5

64.9

12.8

0 20 40 60 80 100

N = 59 ％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.0

20.3

40.7

30.5

3.4

0.0

0.0

1.7

3.4

0 20 40 60 80 100
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問 26 あて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放課後

児童クラブの利用希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。また利用

したい時間帯を、□内に記入してください。 

「利用する必要はない」の割合が 36.4％

と最も高く、次いで「高学年（４～６年生）

になっても利用したい」の割合が 23.1％、

「低学年（１～３年生）の間は利用したい」

の割合が 22.3％となっています。 

 

 

 

（１）利用したい時間帯  

① 開始時刻 

「８時台」の割合が 51.3％と最も高く、

次いで「９時台」の割合が 30.5％、「７時

台」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 終了時刻 

「18 時台」の割合が 31.5％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 24.2％、「15時

台」の割合が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

N = 285 ％

13時前

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

1.4

0.7

3.2

14.4

13.7

24.2

31.5

8.1

0.7

0.0

2.1

0 20 40 60 80 100

N = 285 ％

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

0.0

10.5

51.3

30.5

4.2

0.0

0.0

0.7

2.8

0 20 40 60 80 100

N = 627 ％

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

22.3

23.1

36.4

18.2

0 20 40 60 80 100
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10 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

問 27 子どもが原則１歳（※1）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期間（※2）について健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除に

なる仕組みがありますが、そのことをご存じでしたか。当てはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

「育児休業給付、保険料免除のいずれも

知らなかった」の割合が 35.8％と最も高く、

次いで「育児休業給付、保険料免除のいず

れも知っていた」の割合が 30.0％、「育児

休業給付のみ知っていた」の割合が 29.9％

となっています。 

 

 

 

問 28 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、当てはまる番号１つに○をつけ、該当する□内に数字を

記入してください。また、取得していない方はその理由を記入してください。 

（１）母親 

「働いていなかった」の割合が 57.0％と

最も高く、次いで「取得した（取得中であ

る）」の割合が 26.0％、「取得していない」

の割合が 15.6％となっています。 

 

 

 

N = 4120 ％

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

57.0

26.0

15.6

1.4

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

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

30.0

29.9

2.6

35.8

1.7

0 20 40 60 80 100
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① 取得していない理由 

「子育てや家事に専念するため退職し

た」の割合が 33.1％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 18.3％、「職

場に育児休業を取りにくい雰囲気があっ

た」の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 641 ％

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰し
たかった

仕事に戻るのが難しそうだっ
た

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦しく
なる

保育所（園）などに預けること
ができた

配偶者が育児休業制度を利
用した

配偶者が無職、祖父母等の
親族にみてもらえるなど、制
度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めがな
かった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを
知らなかった

産前産後の休暇（産前６週
間、産後８週間）を取得できる
ことを知らず、退職した

その他

無回答

12.8

10.6

6.4

10.9

0.5

9.2

5.1

0.3

6.1

33.1

18.3

6.4

2.5

3.1

16.2

16.4

0 20 40 60 80 100
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（２）父親 

「取得していない」の割合が 88.3％と最

も高くなっています。 

 

 

 

① 取得していない理由 

「配偶者が無職、祖父母等の親族にみて

もらえるなど、制度を利用する必要がなか

った」の割合が 34.3％と最も高く、次いで

「仕事が忙しかった」の割合が 32.1％、「職

場に育児休業を取りにくい雰囲気があっ

た」の割合が 26.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

0.8

2.9

88.3

8.0

0 20 40 60 80 100

N = 3641 ％

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰し
たかった

仕事に戻るのが難しそうだっ
た

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦しく
なる

保育所（園）などに預けること
ができた

配偶者が育児休業制度を利
用した

配偶者が無職、祖父母等の
親族にみてもらえるなど、制
度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めがな
かった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを
知らなかった

産前産後の休暇（産前６週
間、産後８週間）を取得できる
ことを知らず、退職した

その他

無回答

26.3

32.1

0.3

4.3

5.7

22.7

1.2

17.2

34.3

1.0

10.3

0.4

1.9

0.1

6.2

15.0

0 20 40 60 80 100
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問 28-1 問 28で「2．取得した（取得中である）」と回答した方にうかがいます。育児休業取得

後、職場に復帰しましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）母親 

「育児休業取得後、職場に復帰した ⇒ 

問 28-2 へ」の割合が 67.1％と最も高く、

次いで「現在も育児休業中である」の割合

が 24.2％となっています。 

 

 

 

 

（２）父親 

「育児休業取得後、職場に復帰した」の

割合が 90.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

問 28-2 問 28-1で「1．育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。育児

休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミングでしたか。ある

いはそれ以外でしたか。どちらか１つに○をつけてください。 

（１）母親 

「年度初めの入所に合わせたタイミング

だった」の割合が 54.3％、「それ以外だっ

た」の割合が 45.3％となっています。 

 

 

 

 

（２）父親 

「年度初めの入所に合わせたタイミン

グだった」の割合が 3.7％、「それ以外だっ

た」の割合が 50.5％となっています。 

 

 

 

 

N = 719 ％

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

54.3

45.3

0.4

0 20 40 60 80 100

N = 1071 ％

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

67.1

24.2

7.0

1.7

0 20 40 60 80 100

N = 118 ％

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

90.7

1.7

1.7

5.9

0 20 40 60 80 100

N = 107 ％

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

3.7

50.5

45.8

0 20 40 60 80 100
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問 28-3 問 28-1で「1．育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。育児

休業からは、「実際」にお子さんが何歳何か月のときに職場復帰しましたか。また、お勤め

先の育児休業の制度の期間内で、何歳何か月のときまで取りたかったですか。□内に記入し

てください。 

（１）母親 

① 実際の取得期間 

「７か月～12か月」の割合が 56.1％と最

も高く、次いで「１歳１か月～１歳６か月」

の割合が 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

② 希望の取得期間 

「７か月～12か月」の割合が 41.5％と最

も高く、次いで「１歳１か月～１歳６か月」

の割合が 18.2％、「２歳１か月以上」の割

合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

（２）父親 

① 実際の取得期間 

「１か月～６か月」の割合が 21.5％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

② 希望の取得期間 

「１か月～６か月」の割合が 18.7％と最

も高く、次いで「７か月～12か月」の割合

が 11.2％となっています。 

 

 

 

 

N = 107 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

21.5

1.9

4.7

0.0

1.9

70.0

0 20 40 60 80 100

N = 719 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

2.9

41.5

18.2

11.7

16.1

9.6

0 20 40 60 80 100

N = 719 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

9.6

56.1

21.6

5.8

4.5

2.4

0 20 40 60 80 100

N = 107 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

18.7

11.2

2.8

0.0

1.9

65.4

0 20 40 60 80 100
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問 28-4 問 28-1で「1．育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。お勤

め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」としてはお子

さんが何歳何か月のときまで取りたかったですか。□内に記入してください。 

（１）母親 

「２歳７か月～３歳」の割合が 40.0％と

最も高く、次いで「７か月～12か月」の割

合が 21.8％、「１歳７か月～２歳」の割合

が 15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

（２）父親 

「７か月～12か月」の割合が 15.9％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

問 28-5 問 28-3で育児休業の実際の取得期間と希望が異なった方にうかがいます。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）「希望」より早く復帰した方 

① 母親 

「希望する保育所に入るため」の割合が

44.4％と最も高く、次いで「人事異動や業

務の節目の時期に合わせるため」の割合が

27.2％、「経済的な理由で早く復帰する必

要があった」の割合が 26.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

N = 719 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

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

無回答

0.7

21.8

10.8

15.7

3.2

40.0

7.8

0 20 40 60 80 100

N = 107 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

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

無回答

9.3

15.9

3.7

1.9

0.0

4.7

64.5

0 20 40 60 80 100

N = 412 ％

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があっ
たため

経済的な理由で早く復帰する
必要があった

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

その他

無回答

44.4

1.9

26.0

27.2

18.0

10.7

0 20 40 60 80 100
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② 父親 

「経済的な理由で早く復帰する必要があ

った」の割合が 34.8％と最も高く、次いで

「人事異動や業務の節目の時期に合わせ

るため」の割合が 26.1％となっています。 

 

 

 

 

 

（２）「希望」より遅く復帰した方 

① 母親 

「希望する保育所に入れなかったため」

の割合が 66.0％と最も高く、次いで「子ど

もをみてくれる人がいなかったため」の割

合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 父親 

有効回答はありません。 

 

問 28-6 問 28-1で「1．育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。育児

休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。当てはまる番号 1つに○を

つけてください。 

（１）母親 

「利用した」の割合が 46.8％と最も高く、

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）」の割合が 29.5％、

「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 21.8％となっています。 

 

 

 

 

N = 719 ％

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

21.8

46.8

29.5

1.9

0 20 40 60 80 100

N = 23 ％

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があっ
たため

経済的な理由で早く復帰する
必要があった

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

その他

無回答

0.0

4.3

34.8

26.1

8.7

34.8

0 20 40 60 80 100

N = 47 ％

希望する保育所に入れな
かったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があっ
たため

職場の受け入れ態勢が整っ
ていなかったため

子どもをみてくれる人がいな
かったため

その他

無回答

66.0

4.3

2.1

4.3

12.8

8.5

23.4

0 20 40 60 80 100
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（２）父親 

「利用する必要がなかった（フルタイム

で働きたかった、もともと短時間勤務だっ

た）」の割合が 35.5％と最も高く、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）」の割合が 11.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

問 28-7 問 28-6で「3．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と回答した

方にうかがいます。短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか。

当てはまる理由をすべてに○をつけてください。 

（１）母親 

「職場に短時間勤務制度を取りにくい

雰囲気があった」の割合が 59.0％と最も高

く、次いで「短時間勤務にすると給与が減

額される」の割合が 39.6％、「仕事が忙し

かった」の割合が 36.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 107 ％

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

35.5

3.7

11.2

49.6

0 20 40 60 80 100

N = 212 ％

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

配偶者が育児休業制度や短
時間勤務制度を利用した

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

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に短時間勤務制度がな
かった（就業規則に定めがな
かった）

短時間勤務制度を利用でき
ることを知らなかった

その他

無回答

59.0

36.8

39.6

0.0

6.6

0.0

26.4

13.2

10.8

2.4

0 20 40 60 80 100
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（２）父親 

「仕事が忙しかった」の割合が 75.0％と

最も高く、次いで「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

41.7％、「短時間勤務にすると給与が減額

される」の割合が 33.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 28-8 問 28-1で「2．現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。あて名のお子

さんの育児休業が終了する時点で必ず利用できる事業があれば、育児休業期間の終了まで取

得しますか。または、預けられる事業があっても育児休業期間の終了前に復帰しますか。当

てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）母親 

「育児休業期間の終了まで取得したい」

の割合が 68.7％、「育児休業期間の終了前

に復帰したい」の割合が 25.1％となってい

ます。 

 

 

 

（２）父親 

「育児休業期間の終了まで取得したい」、「育児休業期間の終了前に復帰したい」が 1件となっ

ています。 

 

N = 12 ％

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

配偶者が育児休業制度や短
時間勤務制度を利用した

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

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に短時間勤務制度がな
かった（就業規則に定めがな
かった）

短時間勤務制度を利用でき
ることを知らなかった

その他

無回答

41.7

75.0

33.3

16.7

16.7

0.0

8.3

16.7

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

N = 259 ％

育児休業期間の終了まで取
得したい

育児休業期間の終了前に復
帰したい

無回答

68.7

25.1

6.2

0 20 40 60 80 100
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11 子育て全般について 

問 29 妊娠中や出産後に、どのようなサービスなどが必要だと思いますか。当てはまる番号３つ

までに○をつけてください。 

「経済的な支援」の割合が 36.4％と最も

高く、次いで「赤ちゃんやきょうだいの一

時的な預かり」の割合が 33.7％、「母親の

体調や不安感の相談」の割合が 31.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

母親の体調や不安感の相談

育児の方法を習得できる講
座

助産師、保健師等による家庭
訪問

父親の育児参加を促す講座
や機会の提供

家事や育児に対するヘル
パー等による支援

妊娠から出産にかけての総
合的な情報提供

赤ちゃんやきょうだいの一時
的な預かり

赤ちゃんの健康や育ちに関
する相談

出産経験者から話を聞く機会
の提供

経済的な支援

同時期に出産を迎える人同
士の交流の機会

その他

特にない

無回答

31.6

13.5

21.0

14.0

16.0

16.9

33.7

27.5

3.5

36.4

22.8

2.1

3.3

5.6

0 20 40 60 80 100
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問 30 子育てをしていくうえで、どのようなサービスなどが必要だと思いますか。当てはまる番

号３つまでに○をつけてください。 

「子どもを遊ばせる場や機会の提供」の

割合が 41.9％と最も高く、次いで「経済的

な支援」の割合が 38.9％、「教育・保育施

設の充実」の割合が 27.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

親の不安や悩みの相談

子育てに関する総合的な情
報提供

親同士の仲間づくりの場や機
会の提供

子育てについての講座

子どもを遊ばせる場や機会
の提供

親のリフレッシュの場や機会
の提供

父親の育児参加に関する意
識啓発

子どもの病気や障害につい
ての相談

教育・保育施設の充実

地域コミュニティでのつながり

経済的な支援

仕事と子育ての両立のため
の施策

養護施設の増設など社会的
養護に関する体制の充実

地域社会全体で子育てを支
えていこうとする意識の増大

ひとり親家庭に対する支援策
の充実

道路や交通機関など子育て
しやすい生活環境の整備

その他

特にない

無回答

16.7

14.2

13.5

3.7

41.9

18.4

7.3

6.5

27.7

5.0

38.9

23.9

1.2

8.9

4.1

22.8

1.9

1.0

6.7

0 20 40 60 80 100
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問 31 これまで、子育てをしてよかったこと、うれしかったことは何ですか。当てはまる番号３

つまでに○をつけてください。 

「子どもの成長」の割合が 78.8％と最も

高く、次いで「子どもを持つ喜びが実感で

きたこと」の割合が 64.2％、「子育てを通

じて自分も成長できたこと」の割合が

38.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 32 普段、近所の人とどのようなつきあい方をしていますか。当てはまる番号１つに○をつけ

てください。 

「会えばあいさつぐらいはする」の割合

が 37.1％と最も高く、次いで「たまに立ち

話くらいはする」の割合が 29.4％、「気の

合う人と親しくしている」の割合が 16.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

問 33 子どもを育てている現在の生活に満足していますか。当てはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

「4」の割合が 37.9％と最も高く、次い

で「3」の割合が 26.7％、「5」の割合が 23.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

1

2

3

4

5

無回答

2.1

9.1

26.7

37.9

23.7

0.5

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

困ったときに相談したり、助け
合ったりする

気の合う人と親しくしている

たまに立ち話くらいはする

会えばあいさつぐらいはする

顔も良く知らない

無回答

11.6

16.5

29.4

37.1

3.1

2.3

0 20 40 60 80 100

N = 4120 ％

子どもを持つ喜びが実感でき
たこと

子どもの成長

子育てを通じて自分も成長で
きたこと

配偶者との関係がよくなった
こと

家族間の会話が増えたこと

家庭が明るくなったこと

子育てを通じて友人が増えた
こと

自分の親への感謝の念が生
まれたこと

その他

特にない

無回答

64.2

78.8

38.9

1.3

6.0

21.1

23.3

35.0

1.2

0.5

4.2

0 20 40 60 80 100

（満足度が高い） 

（満足度が低い） 
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問 34 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について当てはまる番号１つに

○をつけてください。 

「3」の割合が 41.7％と最も高く、次い

で「2」の割合が 22.7％、「4」の割合が 20.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 4120 ％

1

2

3

4

5

無回答

9.9

22.7

41.7

20.3

4.7

0.7

0 20 40 60 80 100

（満足度が高い） 

（満足度が低い） 
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Ⅲ 調査結果のまとめ 

 

１ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

① 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

幼稚園や保育所（園）などの「定期的な教育・保育事業」の利用状況（問 12）は、「利用して

いる」の割合が 56.7％、「利用していない」の割合が 43.2％となっています。その利用先（問 12

－１）は、「認可保育所」の割合が 53.6％と最も高く、次いで「幼稚園」の割合が 33.7％となっ

ています。 

現在、利用している教育・保育事業の実施場所（問 12－３）については、「小田原市内」の割

合が 93.5％、“小田原市外”の割合が 5.8％となっています。利用している教育・保育事業を実

施場所別にみると、南足柄市、二宮町での「幼稚園」の利用割合が高くなっています。 

平日に定期的に教育・保育事業を利用している理由（問 12－４）については、「子どもの教育・

発達に良い影響をあたえたいので」の割合が 65.5％と最も高く、次いで「子育てをしている方が

現在就労している」の割合が 57.9％となっており、保護者の就労等による保育としての機能だけ

でなく、小学校就学に向けて、子どもの教育や発達に対する役割が期待されていることがわかり

ます。 

 

② 平日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

現在、利用している、利用していないにかかわらず、お子さんの平日の教育・保育事業として、

定期的に利用したいと考える事業（問 13）は、「幼稚園」の割合が 57.1％と最も高く、次いで「認

可保育所」の割合が 53.9％、「幼稚園の預かり保育」の割合が 23.5％となっています。 

定期的な教育・保育事業の利用の有無別にみると、現在事業を利用していない人で、「幼稚園」

を回答している割合が高くなっていることから、これから就園していく家庭において「幼稚園」

のニーズが高くなっていることがわかります。また、年齢別にみると、年齢が高くなるにつれて

「幼稚園」を希望する割合に対して「認可保育所」を希望する割合が低くなっています。 

一方で、母親の就労形態別にみると、フルタイムでは特に「認可保育所」が高く、次いで、「事

業所内保育施設」、「ファミリー・サポート・センター」が高くなっています。また、パート・ア

ルバイト等ではフルタイムに比べ「幼稚園」「幼稚園の預かり保育」の割合が高くなっています。

適正な教育・保育ニーズを見込むためには、就労状況に応じ家庭の類型化が重要になってくるこ

とがわかります。 

未就労の母親の就労希望別にみると、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」との希

望を持つ人で「認可保育所」を希望している人が 55.2％となっていることから、１年以内の保育

所等の利用につながる潜在的なニーズがあることがわかります。 
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２ 子どもの地域の子育て支援事業の利用状況について 

子育て支援センターや地域子育てひろばの利用状況（問 14）は、「子育て支援センター」の割

合が 32.1％、「地域子育てひろば」の割合が 10.1％、「利用していない」の割合が 63.8％となっ

ており、年齢別にみると、年齢が高くなるにつれて「利用していない」割合が高くなっています。 

今は利用していないが、できれば今後利用したい、または、利用日数を増やしたいと思うか（問

15）については、「利用していないが、今後利用したい」の割合が 26.7％と、潜在的なニーズが

あることがわかります。 

 

３ 子どもの病気の際の対応について 

この１年間に、お子さんが病気やけがで通常の事業が利用できなかったことはあるか（問 19）

について、「あった」の割合が 80.3％、「なかった」の割合が 17.2％となっており、 

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（問 19－１）は、「母親が休んだ」の割合が 64.0％と最も高く、次いで「母

親または父親のうち就労していない方が子どもをみた」の割合が 31.0％、「（同居者を含む）親族・

知人に子どもをみてもらった」の割合が 30.6％となっています。 

「母親が休んだ」または「父親が休んだ」のどちらかに○をつけた方で、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」と思ったか（問 19－２）について、「できれば

病児・病後児のための保育施設等を利用したい」の割合が 32.1％、「利用したいとは思わない」

の割合が 65.8％となっています。母親の就労状況別にみると、フルタイム就労者について「でき

れば病後児保育施設等を利用したい」の割合が 21.5％、「できれば病児保育施設等を利用したい」

の割合が 17.9％と高くなっており、ニーズが浮き彫りになっています。 

 

４ 子どもの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かりなどの利用に

ついて 

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るか（問 20）につ

いて、「利用していない」の割合が 87.5％と最も高くなっています。また、利用希望（問 21）に

ついては、「利用したい」の割合が 38.3％、「利用する必要はない」の割合が 57.9％となってい

ます。利用する目的については「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院な

ど」の割合が 61.3％と最も高く、次いで「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事

など、リフレッシュ目的）」の割合が 60.2％、「不定期の就労」の割合が 34.0％となっています。 

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）により、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ったか（問 22）については、「あった」の

割合が 18.3％で、その対処方法は「親族・知人にみてもらった」の割合が 88.8％と最も高くな

っていることから、公的な保育サービスに依存せず親族や知人に預けることで対応していること

がうかがわれます。 
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５ 放課後の過ごし方について 

① 小学校低学年（１～３年生）になったときの放課後の過ごし方 

小学校低学年（１～３年生）になったときの放課後の過ごし方について、どのような場所で過

ごさせたいと思うか（問 23）については、「自宅」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「習い事」

の割合が 49.0％、「放課後児童クラブ（または放課後子ども教室）」の割合が 38.6％となってい

ます。 

 

② 小学校高学年（４～６年生）になったときの放課後の過ごし方 

小学校高学年（４～６年生）になったときの放課後の過ごし方について、どのような場所で過

ごさせたいと思うか（問 24）については、「自宅」の割合が 71.6％と最も高く、次いで「習い事」

の割合が 64.6％、「祖父母宅や友人知人宅」の割合が 27.9％となっており、学年があがると、放

課後児童クラブの利用を希望する割合が小さくなっています。 

 

６ 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

子どもが原則１歳になるまで育児休業給付が支給される仕組みや、子どもが満３歳になるまで

の育児休業等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ること

を知っているか（問 27）について、「育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった」の割

合が 35.8％と最も高く、制度の一層の周知が必要であることがわかります。 

また、お子さんが生まれた時、育児休業を取得したか（問 28）については、母親で「取得した

（取得中である）」の割合が 26.0％となっており、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 33.1％と突出しています。 

一方で、父親は、「取得していない」の割合が 88.3％と最も高くなっており、取得していない

理由については、「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」「制度を

利用する必要がなかった」等様々な理由で取得できていないことからも、企業も含めた仕事と子

育ての両立支援の環境が必要であることがわかります。 

 

７ 子育て全般について 

子どもを育てている現在の生活の満足度（問 33）（１：満足度が低い、５：満足度が高い）に

ついては、「4」の割合が 37.9％と最も高く、次いで「3」の割合が 26.7％、「5」の割合が 23.7％

となっており、満足度が高い回答割合が高くなっています。一方、小田原市における子育ての環

境や支援への満足度（問 34）については、「3」の割合が 41.7％と最も高く、次いで「2」の割合

が 22.7％、「4」の割合が 20.3％となっており、平均的な回答が得られています。 
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Ⅳ 自由意見のまとめ（2229件） 
 

（１）子育て支援施設・子育て支援サービスについて（1010件） 

１ 保育園(287件) 

 待機児童がないよう施設を充実してほしい。 

 保育時間が短すぎる。 

 保育園の質全体を上げてほしい。 

 

２ 幼稚園(187件) 

 公立幼稚園を増やしてほしい。 

 公立幼稚園を３年保育にしてほしい。 

 公立幼稚園に入園できない。学区があるのがおかしい。 

 

３ 各種保育サービス(223件) 

 一時預かりの場所を増やしてほしい（子育て支援センターなど）。 

 一時保育や病児保育の手続き方法をもっと気軽に使えるよう分かりやすくしてほしい。 

 子育て支援センターを利用しているが、土日祝も子どもを遊ばせられる施設があればよ

いと思う。 

 

４ 学童保育（放課後児童クラブ）(71件) 

 放課後児童クラブの規模の拡大（受け入れ人数・場所など）。 

 放課後児童クラブの３年生から６年生へ伸ばしてほしい。高学年でも不安なこともある。 

 放課後児童クラブについては、民間業者による質の高いサポートを期待したい。 

 

５ 学校・教育(22件) 

 保育所や放課後の教室を利用した習い事の実施（通う時間短縮のため）。 

 子どもの数が少ないので小学校を合併するなど、少しでも多いお友だちができる環境が

必要と思う。 

 放課後子ども教室のような週末もしくは月２ぐらいのペースでよいので、子どもがスポ

ーツや文化活動、地域の人たちと交流できるような環境を望む。 

 

６ 子育てに関する情報(52件) 

 自治会に入っていないので、情報を得にくい。定期的に郵送でいろいろな制度、仕組み

に関することなどを送っていただきたい。 

 パパママ子育て知恵袋メールが２歳までだったが、幼稚園などに入る頃まで３歳もしく

は４歳くらいまであると助かる。 

 「事業内容と利用料」（調査票と一緒に送付したサービスの説明資料）を見て、初めて知

った制度なども多くある。子育てに関する情報がもっと集約されて、知らなかったから

ということのないようになるとよいと思う。 
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７ 子育てに関する相談等(56件) 

 育児相談は子どもの相談はもちろん、悩んで相談にきた母親のカウンセリングも兼ねて

ほしい。 

 父親の育児参加を強化してほしい。 

 子ども同士のいじめに関して、親を対象とした相談窓口があるとよい。 

 自分から相談に行くのは難しいので、定期的な訪問サービスや電話連絡などがあると助

かると思う。 

 

８ ひとり親家庭・障がいのある子どもへの支援等(33件) 

 母子家庭の人でも働きやすい職場などを紹介してくれる場所があるとよいと思う。 

 発達障害のある子が小学校前までしか充実したサポートが受けられない。小・中・高と

充実したサポートが受けられ、近くにあると安心できる。数を増やしてほしい。障害別

に対応できる施設を増やしてほしい。 

 言語聴覚士による訓練を週１で受けられる体制を整えてほしい。月に１回では就学前ま

でに治らないと思います。また、３歳児での内容はもっと早くに実施した方がよいと思

う（視力、聴力など）。 

 

９ その他子育て支援サービス(79件) 

 親が歯医者や美容院に行く時に子どもを一緒に連れて行ける（治療中見ていてもらえる）

環境があるとよい。 

 出産後、退院して育児に慣れるまでの間、育児・家事を手伝ってくれる人を派遣してく

れるようなシステムがほしい。 

 子どもの精神的なケアをしてくれる所があったらよいと思う。環境が不安定になった時

に必要に感じた。 

 

（２）子育て環境（765件） 

10 子どもの遊び場等(470件) 

 子どもらしくのびのびと遊べる所があるとよいと思う。 

 平塚総合公園のような小動物と触れ合えて駐車場が無料で自然が豊かで遊具のある公園

があったらよい。 

 マロニエのような室内ではなく屋外の公園がほしい。 

 

11 子育てに関するまちづくり(144件) 

 道路や交通機関など生活環境の整備をしてほしい。子どもが安全に暮らせるように。 

 保健センターや子育て支援センター行きのバスなどがあったらよいと思う。平日は主人

が車を利用するので。 

 個室の授乳室が増えると助かる。 
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12 子どもの安全(９件) 

 子どもを安心して学校に行かせられる環境。すべての子どもを事件・事故から守りたい。 

 自転車道路があると安心する。 

 街灯が増えてほしい。 

 小学生の通学、帰宅時間帯を含めた、道路の巡回を警察の方が幅広くしてくれると安心

する。 

 

13 地域とのつながり、協力等(38件) 

 働くお母さん達が過ごしやすい環境とサポートが増えるとよいと思う。親にゆとりがあ

れば子どももすくすくと育つと思う。 

 高齢者と子どもが仲よく安全に遊べる施設。母親が家事をしている間、高齢者と過ごし

て人生勉強もできる場所があればよいと思う。高齢者もよい刺激を受けて、健康でいら

れると思う。 

 大人の生活を見ていると、出してはいけない場所にゴミを出す人、子どもが外で遊んで

いるのにほったらかしにしていて面倒を見ない人、ルールを守れない大人が多すぎる。 

 

14 母子保健・小児医療(42件) 

 子どもたちのためのサポートも大事ですが、親の精神的なサポートはまだまだだと思う。 

 子どもの医療費の免除（予防接種など）。 

 24時間子どもを受け入れる病院が増えて欲しい。 

 

15 公共施設の整備等(62件) 

 授乳室やオムツ替えコーナーのある施設を増やしてほしい。保育園の乳児の受け入れ人

数を増やしてほしい。 

 市営プールをきれいに整備してほしい。児童公園の整備。 

 バスや電車など交通機関でのサポート。 

 

（３）子育てに関する親の状況(125件) 

16 子育てと仕事の両立 

 子どもに習い事をさせたいと思うが、共働きでフルタイムのため平日は難しい。土・日

にはなかなか希望の習い事が見つからず、共働きの家庭でも子どもにそういった選択肢

をもっと与えられるようになればよいと思う。 

 子育てと仕事の両立ができる環境づくりをしていただきたいと思う。 

 両親共働きや母子（父子）家庭で子どもを預け、安心して働ける環境を整えてほしい。 
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（４）行政について（280件） 

17 金銭的支援等(172件) 

 子ども手当てや小児医療費に所得制限をつけないでほしい。 

 年収により子どもの医療費負担が増加するのはおかしい。 

 妊婦健診費用の補助券があるように、例えば紙おむつ購入時など子育てで使える助成金

などが全家庭にあると嬉しい。 

 

18 その他子育てに関する要望(96件) 

 母子をしっかり守ってもらいたい。 

 どこに相談してよいのか分からない。 

 社会構造の築き直しとしての包括的なプランを呈示してほしい。 

 

19 その他子育て以外に関する要望等(12件) 

 不妊症の方のアドバイスや相談会をつくってほしい。子どもを育てられない人と不妊で

なやむ家庭をつなげる愛知県のような取り組みをしてほしい。特別養子縁組など。 

 英語での情報提供、インフォメーションがほしい。 

 

（５）その他（49件） 

20 アンケートの感想等(40件) 

21 不明(９件) 
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Ⅴ 資料 
 

調査票 
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