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【未就学児調査】 

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平成 27

年４月に施行されました。市町村は地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズを把握し、

５年間を計画期間とする｢市町村子ども･子育て支援事業計画｣を定めるものとされています。小

田原市においても、平戒 27年度を始期とする子ども･子育て支援事業計画を策定し、計画に基づ

いた対策を実施してきましたが、計画期間の終期が平成 31年度(2019年度)であることから、平

成 32年度(2020年度)を始期とする第二期子ども･子育て支援事業計画の策定をおこないます。こ

の調査は、第二期子ども･子育て支援事業計画を策定するうえで必要となる事業及びその規模の

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 30年 11月 1日現在で、小田原市在住の未就学児及び小学生の保護者 

 

３ 調査期間 

平成 30年 12月 8日から平成 30年 12月 27日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布及び回収 

 

５ 回収状況 

区分 配 布 数 有効回収数 有効回収率 

0歳児 715通 345通 48.3％ 

1歳児 620通 319通 51.5％ 

2歳児 636通 302通 47.5％ 

3歳児 656通 322通 49.1％ 

4歳児 652通 307通 47.1％ 

5歳児 721通 323通 44.8％ 

合計 4,000通 1,918通 48.0％ 

※年齢区分は学年で区切っています。12月の発送のため、0歳児は 1年 8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ます。 

「年齢回答なし・誤記入」が 14通ありましたが、上記有効回収数には含めず、

調査結果でも集計対象外としています。「年齢回答なし・誤記入」の 14通を

含めた総回収数は 1932通で、総回収率は 48.3％です。   
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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。 

・「無回答」については、単純集計のグラフには割合を表示していますが、「無回答」の割合に

ついては、コメントの対象外としいます。 

・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 お住まいの地域について 

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 34.5％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 21.3％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、酒勾、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、川勾 

 

２ お子さんとご家族の状況について 

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 18.0％と最も高く、次

いで「３歳」と「５歳」の割合が 16.8％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、末子のか

たの生年月を記入してください。 

（１）きょうだい数 

「１人」の割合が 59.2％と最も高く、次

いで「２人」の割合が 33.9％、「３人」の割

合が 4.1％となっています。 

 

 

59.2

33.9

4.1

0.6

0.1

2.0

0 20 40 60 80 100

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

N=1918

21.3

13.8

34.5

30.0

0.4

0 20 40 60 80 100

川西北部

川東北部

川西南部

川東南部

無回答

N=1918
％ 

18.0

16.6

15.7

16.8

16.0

16.8

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答

N=1918 ％ 

％ 
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（２）末子の年齢 

「０歳」の割合が 21.4％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 9.4％、「２歳」の割

合が 7.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問４ この調査票に回答いただくかたはどなたですか。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 91.0％、「父親」の割合

が 8.4％となっています。 

 

 

 

 

 

問５ この調査票に回答いただいているかた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 94.9％、「配

偶者はいない」の割合が 4.9％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 50.4％と最も高く、

次いで「父母ともに」の割合が 47.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

21.4

9.4

7.9

3.8

1.4

1.1

55.1

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答

N=1918
％ 

91.0

8.4

0.3

0.3

0 20 40 60 80 100

母親

父親

その他

無回答

N=1918 ％ 

94.9

4.9

0.2

0 20 40 60 80 100

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

N=1918
％ 

47.9

50.4

0.2

0.4

0.4

0.7

0 20 40 60 80 100

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父部

その他

無回答

N=1918 ％ 



5 

３ 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 58.8％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 25.6％、「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 9.4％となって

いますが、「いずれもいない」が 14.1％で

す。 

 

 

 

 

 

 

問７-1 問７で〔1.〕または〔2.〕に○をつけたかたにうかがいます。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

60.9％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

33.1％、「負担をかけていることが心苦し

い」の割合が 24.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

25.6

58.8

1.2

9.4

14.1

9.8

0 20 40 60 80 100

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

日常的にお子さんをみてもらえる友

人・知人がいる

緊急時や用事の際にはお子さんをみ

てもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

N=1918

60.9

33.1

22.4

24.6

10.1

5.0

0.2

0 20 40 60 80 100

祖父母等には、特に心配するこ

となく、安心してお子さんをみ

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

お子さん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

N=1421

％ 

％ 

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  

  
日常的にお子さんをみてもらえる友

人・知人がいる  

 

緊急時や用事の際にはお子さんを

みてもらえる友人・知人がいる  

 
 
いずれもいない  

 
 
無回答 

祖父母等には、特に心配することな

く、安心してお子さんをみてもらえる 

  

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  

 
 

お子さん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 
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問７-2 問７で〔3.〕または〔4.〕に○をつけたかたにうかがいます。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 60.1％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 33.0％、

「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 19.1％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 90.6％、「いな

い／ない」の割合が 5.4％となっています。 

 

 

 

問８-1 問８で〔1.いる／ある〕に○をつけたかたにうかがいます。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 83.1％と最

も高く、次いで「友人や知人」の割合が

76.1％、「保育士」の割合が 28.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.1

6.9

19.1

33.0

4.3

4.8

3.2

0 20 40 60 80 100

友人・知人には、特に心配すること

なく、安心してお子さんをみても…

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

お子さんの教育や発育にとってふ

さわしい環境であるか、少し不…

その他

無回答

N=188 ％ 

90.6

5.4

4.0

0 20 40 60 80 100

いる/ある

いない/ない

無回答

N=1918 ％ 

83.1

76.1

10.6

17.3

6.8

28.7

10.4

0.7

17.8

2.1

4.5

3.7

0.1

0 20 40 60 80 100

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

インターネットやSNSを通じたつな

がり

その他

無回答

N=1738 ％ 

友人・知人には、特に心配することな

く、安心してお子さんをみてもらえる  

 
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  

 
 

お子さん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 

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 

 
インターネットや SNS を通じたつ

ながり 

その他 

 

無回答 



7 

問８-２ 問８で〔2.いない／ない〕に○をつけたかたにうかがいます。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。 

「近所に親族や知り合いがいない」の割

合が 52.9％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 35.6％、「相

談できる施設や人がわからない」の割合が

20.2％となっています。 

 

 

 

 

４ 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 37.7％と最も高く、次

いで「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

27.2％、「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 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

【年齢別】                                    単位：％ 

  

有効回

答数

（件） 
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

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 517 13.2 27.0 30.3 31.8 29.3 32.8 

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 210 22.8 11.7 14.3 7.8 3.9 4.7 

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 338 9.1 14.0 13.7 20.9 26.6 23.1 

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 42 2.6 2.2 2.0 2.8 2.3 1.3 

以前は就労していたが、現在は就労していない 717 49.7 41.9 35.0 33.0 33.2 32.2 

これまで就労したことがない 48 0.6 1.9 3.3 2.2 3.3 4.1 

無回答 30 2.0 1.3 1.3 1.6 1.3 1.9 

 

 

52.9

35.6

20.2

11.5

0.0

0 20 40 60 80 100

近所に親族や知り合いがいない

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

N=104
％ 

27.2

11.0

17.8

2.2

37.7

2.5

1.6

0 20 40 60 80 100

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

N=1902 ％ 
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 
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① １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 69.9％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 13.5％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 34.3％

と最も高く、次いで「７時間～８時間未満」

の割合が 15.0％、「６時間～７時間未満」

の割合が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

③ 家を出る時刻 

「８時台」の割合が 40.1％と最も高く、

次いで「７時台」の割合が 36.0％、「９時

台」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

④ 帰宅時刻 

「18時台」の割合が 37.9％と最も高く、

次いで「18時前」の割合が 34.6％、「19時

台」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

2.8

5.1

13.5

69.9

4.8

1.1

0.9

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

N=1107 ％ 

9.7

8.4

14.4

15.0

34.3

8.2

5.2

1.3

1.5

2.0

0 20 40 60 80 100

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

N=1107 ％ 

0.5

3.4

36.0

40.1

10.0

4.0

5.9

0 20 40 60 80 100

6時前

6時台

7時台

8時台

9時台

10時以降

無回答

N=1107 ％ 

34.6

37.9

15.8

3.0

1.4

0.5

0.3

0.4

0.1

6.1

0 20 40 60 80 100

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

N=1107
％ 
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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 92.7％

と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】                                   単位：％ 

  

有効回

答数

（件） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

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 1，681 90.8 94.3 91.8 93.0 91.7 94.7 

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 7 0.6 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 

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 

3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 

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 

2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

以前は就労していたが、現在は就労していない 20 1.5 1.7 0.3 1.3 1.0 0.7 

これまで就労したことがない 1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

無回答 100 6.3 3.3 6.5 5.4 6.9 4.7 

 

 

 

① １週当たり就労日数 

「５日」の割合が 70.3％と最も高く、次

いで「６日」の割合が 22.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.7

0.4

0.2

0.1

1.1

0.1

5.5

0 20 40 60 80 100

フルタイムで就労しており、育休・介

護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、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、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、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

N=1814
％ 

0.1

0.2

0.8

1.2

70.3

22.9

2.4

2.1

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

N=1693 ％ 

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 
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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 26.6％

と最も高く、次いで「10 時間～11 時間未

満」の割合が 24.2％、「12時間以上」の割

合が 19.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

③ 家を出る時刻 

「７時台」の割合が 41.7％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 21.4％、「６時

台」の割合が 17.0％となっています。 

 

 

 

 

 

④ 帰宅時刻 

「20時台」の割合が 19.2％と最も高く、

次いで「19時台」の割合が 19.1％、「21時

台」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

0.2

0.2

0.9

26.6

14.5

24.2

8.3

19.8

4.9

0 20 40 60 80 100

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

N=1693
％ 

4.8

17.0

41.7

21.4

4.7

4.6

5.7

0 20 40 60 80 100

6時前

6時台

7時台

8時台

9時台

10時以降

無回答

N=1693
％ 

11.6

13.5

19.1

19.2

14.5

9.0

5.1

1.6

0.2

6.2

0 20 40 60 80 100

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

N=1693
％ 
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問 10 問９の（1）または（2）で〔3.〕〔4.〕に○をつけた（パート・アルバイト等で就労して

いる）かたにうかがいます。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 42.9％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 29.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

【年齢別】                                   単位：％ 

  

有効回

答数

（件） 
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

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  35 20.0 11.8 6.4 10.5 4.5 7.7 

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  112 30.0 37.3 29.8 32.9 27.3 23.1 

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望  163 30.0 37.3 40.4 38.2 53.4 47.4 

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  17 5.0 2.0 2.1 5.3 4.5 6.4 

無回答 53 15.0 11.8 21.3 13.2 10.2 15.4 

 

（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」と「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 40.0％（それぞれ 2件）です。 

 

 

 

 

 

【年齢別】                                   単位：件 

  

有効回

答数 
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

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  0             

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  2   1 1       

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望  2 1   1       

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  0             

無回答 1 1           

9.2

29.5

42.9

4.5

13.9

0 20 40 60 80 100

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

N=380 ％ 

0.0

40.0

40.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100

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

N=5
％ 

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 

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 
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問 11 問９の（1）または（2）で〔5.〕〔6.〕（就労していない）に○をつけたかたにうかがい

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 44.1％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 19.7％、「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 19.1％

となっています。 

 

【年齢別】                                  単位：％ 

  

有効

回答

数

（件） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 

 

5歳 

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）  
146 23.3 10.1 20.0 11.5 24.3 

 
25.0 

１年より先の時期に、一番下のお子さんが □□歳になったころ

に就労したい  
337 37.2 51.4 42.6 53.1 40.5 

 
41.4 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい  
151 22.7 19.6 27.0 17.7 9.9 

 
19.8 

無回答 
131 16.9 18.8 10.4 17.7 25.2 

 
13.8 

 

 

 

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 

「２歳～３歳」の割合が 31.2％と最も高

く、次いで「４歳～５歳」の割合が 27.9％、

「６歳～７歳」の割合が 27.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

19.1

44.1

19.7

17.1

0 20 40 60 80 100

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、一番下のお

子さんが～歳になったころに就…

すぐにでも、もしくは１年以内に就

労したい

無回答

N=765
％ 

3.9

31.2

27.9

27.0

3.9

2.7

2.4

0.3

0.0

0.0

0.9

0 20 40 60 80 100

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

N=337

％ 

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、一番下のお

子さんが □□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 
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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 80.8％、「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 18.5％と

なっています。 

 

 

 

ア １週当たり日数 

「４日」の割合が 41.0％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 38.5％、「５日」の割

合が 11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

イ １日当たり時間 

「５時間」の割合が 32.0％と最も高く、

次いで「４時間」の割合が 27.0％、「６時

間」の割合が 22.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5

80.8

0.7

0 20 40 60 80 100

フルタイム（1週5日程度・1日

8時間程度の就労）

パートタイム、アルバイト等

無回答

N=151

％ 

1.6

5.7

38.5

41.0

11.5

0.0

1.6

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日以上

無回答

N=122

％ 

0.0

0.0

5.7

27.0

32.0

22.1

2.5

7.4

3.3

0 20 40 60 80 100

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

N=122 ％ 

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 
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（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 38.1％と最も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】                                 単位：件 

  

有効回

答数 
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）  2 1       1   

１年より先の時期に、一番下のお子さんが □□歳になったころ

に就労したい  
1   1         

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい  8 3 3   1   1 

無回答 10 2 1 1 3 2 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」子どもの 

年齢 

４歳～５歳が１件です。 

 

 

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 87.5％、「パート

タイム、アルバイト等」の割合が 12.5％と

なっています。 

 

 

 

 

ア １週当たり日数 

３日が１件です。 

 

 

イ １日当たり時間 

５時間が１件です。 

9.5

4.8

38.1

47.6

0 20 40 60 80 100

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

お子さんが～歳になったころ…

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

無回答

N=21
％ 

87.5

12.5

0.0

0 20 40 60 80 100

フルタイム（1週5日程度・1日8時間

程度の就労）

パートタイム、アルバイト等

無回答

N=8 ％ 

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、一番下のお

子さんが □□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 

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 
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５ 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 68.6％、「利

用していない」の割合が 31.2％となってい

ます。 

 

 

【年齢別】                                  単位：％ 

  
有効回答

数（件） 
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

利用している 1,315 20.9 46.7 63.9 87.9 97.4 98.8 

利用していない 598 78.8 53.0 35.8 12.1 2.3 0.9 

無回答 5 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 

 

 

問 12-１ 問 12-1～問 12-4は、問 12で〔1.利用している〕に○をつけたかたにうかがいま

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。 

「私立保育園」の割合が 36.0％と最も

高く、次いで「私立幼稚園」の割合が 22.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

0.3

22.7

2.8

19.7

36.0

4.9

2.3

2.5

3.2

0.2

1.7

2.9

2.0

0.3

0 20 40 60 80 100

市立幼稚園

市立幼稚園＋預かり保育

私立幼稚園

私立幼稚園＋預かり保育

市立保育園

私立保育園

認定こども園

小規模保育事業

事業所内保育施設または企業主導型保育事業

その他の認可外の保育施設

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援センター

その他

無回答

N=1315

68.6

31.2

0.3

0 20 40 60 80 100

利用している

利用していない

無回答

N=1918 ％ 

％ 



16 

【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、1歳と２歳で「私立

保育園」の割合が、３歳以上で「私立幼稚園」の割合が高くなっていますが、「市立保育園」はす

べての年齢で 20％前後です。また、0歳児では、「小規模保育事業」の割合が 12.5％、「事業所内

保育施設または企業主導型保育事業」の割合が 13.9％と他の年齢に比べ、高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

市
立
幼
稚
園 

 

市
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

私
立
幼
稚
園 

 

私
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

市
立
保
育
園 

 

私
立
保
育
園 

認
定
こ
ど
も
園 

 

小
規
模
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
施
設
ま
た
は 

企
業
主
導
型
保
育
事
業 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

0歳 72 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 33.3 2.8 12.5 13.9 5.6 0.0 2.8 0.0 2.8 1.4 

1歳 149 0.0 0.0 1.3 0.7 18.8 49.0 0.0 8.1 8.1 10.1 0.0 1.3 0.7 3.4 0.7 

2歳 193 0.5 0.0 9.8 0.0 22.3 48.2 5.7 3.6 2.6 4.1 0.5 2.1 2.6 5.2 0.0 

3歳 283 1.1 0.0 30.4 4.9 20.8 33.6 5.7 0.4 0.7 1.8 0.4 1.8 4.9 1.8 0.0 

4歳 299 8.7 0.7 30.4 3.3 17.7 30.8 6.4 0.3 0.3 1.3 0.0 1.3 3.0 0.7 0.0 

5歳 319 9.7 0.6 31.7 3.8 17.9 30.1 5.0 0.0 0.9 1.9 0.0 1.6 2.8 0.6 0.6 

 

【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、小田原市以外の市町の利用件数

は少ないですが、二宮町で 18件、南足柄市で 15件の利用となっています。 
 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

市
立
幼
稚
園 

 

市
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

私
立
幼
稚
園 

 

私
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

市
立
保
育
園 

 

私
立
保
育
園 

認
定
こ
ど
も
園 

 

小
規
模
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
施
設
ま
た
は 

企
業
主
導
型
保
育
事
業 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

小田原市      1249 4.8  0.3  22.4  2.6  20.3  36.4  4.6  2.3  2.1  3.1  0.2  1.8  3.0  1.8  0.3  

南足柄市 15 0.0  0.0  40.0  0.0  20.0  13.3  26.7  6.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

開成町   8 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  37.5  0.0  0.0  25.0  25.0  0.0  0.0  0.0  12.5  0.0  

大井町  1 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

中井町  10 0.0  0.0  0.0  0.0  10.0  80.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  10.0  0.0  

二宮町  18 5.6  0.0  66.7  27.8  0.0  5.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5.6  0.0  

箱根町  5 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  20.0  0.0  60.0  20.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

その他 6 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  50.0  0.0  0.0  33.3  0.0  0.0  0.0  0.0  16.7  0.0  
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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。（ 問 12-1で利用している事業を複数

回答した場合は、主な２つを記入してください） 

（１）現在 

① 主に利用している事業 

「私立保育園」の割合が 31.7％と最も高

く、次いで「私立幼稚園」の割合が 20.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② １週当たり日数 

「５日」の割合が 82.1％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

③ １日当たり時間 

「10時間以上」の割合が 22.9％と最も高

く、次いで「５時間～６時間未満」の割合

が 18.6％、「９時間～10 時間」の割合が

14.7％となっています。 

 

 

 

4.2

0.3

20.3

2.0

15.9

31.7

4.3

2.0

2.0

2.7

0.1

1.3

2.4

1.3

9.6

0 20 40 60 80 100

市立幼稚園

市立幼稚園＋預かり保育

私立幼稚園

私立幼稚園＋預かり保育

市立保育園

私立保育園

認定こども園

小規模保育事業

事業所内保育施設または企業主導型保育事業

その他の認可外の保育施設

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援センター

その他

無回答

N=1378

5.2

2.5

18.6

9.6

10.2

12.6

14.7

22.9

3.7

0 20 40 60 80 100

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時間以上

無回答

N=1378

5.4

2.0

1.2

3.2

82.1

6.2

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=1378

％ 

％ 

％ 
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③ 開始時間 

「９時台」の割合が 44.5％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 30.6％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 ④ 終了時間 

「18時台」の割合が 21.6％と最も高く、

次いで「14時台」の割合が 20.2％、「17時

台」の割合が 18.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）希望 

① 希望する事業 

「私立保育園」の割合が 23.4％と最も高

く、次いで「私立幼稚園」の割合が 13.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

1.1

13.4

3.0

12.9

23.4

3.9

1.0

0.9

1.4

0.4

0.7

1.3

0.9

32.2

0 20 40 60 80 100

市立幼稚園

市立幼稚園＋預かり保育

私立幼稚園

私立幼稚園＋預かり保育

市立保育園

私立保育園

認定こども園

小規模保育事業

事業所内保育施設または企業主導型保育事業

その他の認可外の保育施設

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援センター

その他

無回答

N=1386

0.0

12.9

30.6

44.5

4.0

0.2

0.0

0.4

7.5

0 20 40 60 80 100

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

N=1378

3.5

1.5

20.2

9.4

14.7

18.6

21.6

3.0

0.0

7.6

0 20 40 60 80 100

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時以降

無回答

N=1378

％ 

％ 

％ 
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① １週当たり日数 

「５日」の割合が 60.0％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 22.1％と最も高

く、次いで「８時間～９時間」が 11.2％、

「７時間～８時間」が 10.2％の割合となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

③ 開始時間 

「９時台」の割合が 28.9％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 24.6％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

④ 終了時間 

「18時台」の割合が 16.3％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 14.7％、「16時

台」の割合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

1.5

1.2

1.7

60.0

34.3

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=1386

0.9

0.8

2.7

8.9

10.2

11.2

10.0

22.1

33.1

0 20 40 60 80 100

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時間以上

無回答

N=1386

0.3

11.7

24.6

28.9

1.7

0.0

0.0

0.1

32.8

0 20 40 60 80 100

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

N=1386

1.4

0.4

3.2

9.8

13.5

14.7

16.3

5.3

2.1

0.3

33.0

0 20 40 60 80 100

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

N=1386

％ 

％ 

％ 

％ 
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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。当てはまる番

号１つに○をつけてください。 

「小田原市」の割合が 95.0％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

「お子さんの教育・発達に良い影響をあ

たえたい」の割合が 68.0％と最も高く、次

いで「子育てをしているかたが現在就労し

ている」の割合が 62.3％、「就学に向けて

の準備」の割合が 38.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.0

1.1

0.6

0.1

0.8

1.4

0.4

0.5

0.2

0 20 40 60 80 100

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

N=1315

％ 

68.0

10.8

14.1

38.5

23.4

10.1

62.3

3.5

1.3

1.1

0.5

2.7

1.4

0 20 40 60 80 100

お子さんの教育・発達に良い影響を

あたえたい

近所にお子さんが少ない

お子さんをみることに負担感がある

就学に向けての準備

家事や用事をすませる

近隣に同年代・同学年のお子さんが

いない

子育てをしているかたが現在就労し

ている

子育てをしているかたが就労予定が

ある／求職中である

子育てをしているかたが家族・親族な

どを介護している

子育てをしているかたが病気や障害

がある

子育てをしているかたが学生である

その他

無回答

N=1315
％ 

お子さんの教育・発達に良い影響をあ

たえたい 

 
近所にお子さんが少ない 

 

 

お子さんをみることに負担感がある 

 

 

就学に向けての準備 

 
 

家事や用事をすませる  

 
 

近隣に同年代・同学年のお子さんがい

ない  

 

子育てをしているかたが現在就労して

いる  

 

子育てをしているかたが就労予定があ

る／求職中である  

 

子育てをしているかたが家族・親族な

どを介護している  

 

子育てをしているかたが病気や障がい

がある 

 

子育てをしているかたが学生である  

 

 

その他 

 

 

無回答 
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問 12-5 問 12で〔2．利用していない〕に○をつけたかたにうかがいます。利用していない理

由は何ですか。理由として当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「お子さんがまだ小さいため（□歳くら

いになったら利用しようと考えている）」

の割合が 48.5％と最も高く、次いで「（お

子さん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 40.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.6

7.4

0.0

23.1

5.9

1.0

0.8

1.8

48.5

11.0

0.0

0 20 40 60 80 100

（お子さん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

お子さん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

お子さんがまだ小さいため（□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

N=598 ％ 
（お子さん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  

 
お子さん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 

 

お子さんがまだ小さいため（□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 
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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、３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）」と「（お子さん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」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

（ 

お
子
さ
ん
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 

 

お
子
さ
ん
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 

 

お
子
さ
ん
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 272 40.8 8.5 0.0 19.9 5.9 0.7 0.4 1.5 53.7 9.2 0.0 

1歳 169 41.4 5.9 0.0 24.9 6.5 1.2 1.8 1.2 52.1 9.5 0.0 

2歳 108 42.6 9.3 0.0 21.3 3.7 0.9 0.0 1.9 40.7 13.9 0.0 

3歳 39 41.0 0.0 0.0 30.8 5.1 2.6 0.0 5.1 30.8 17.9 0.0 

4歳 7 0.0 0.0 0.0 71.4 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 

5歳 3 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 

 

 

 

（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 54.8％と最も高く、次

いで「４歳」の割合が 16.9％、「１歳」の割

合が 13.1％となっています。 

 

 

 

 

0.0

13.1

10.0

54.8

16.9

5.2

0 20 40 60 80 100

1歳未満

1歳

2歳

3歳

4歳

無回答

N=290 ％ 
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問 13 すべてのかたにうかがいます。2019年 10月から「幼児教育の無償化」により、３歳か

ら５歳までのすべてのお子さんと０歳から２歳までの一部のお子さんの各事業に係る利用

料の無償化が予定されています。利用料が無償化された場合、あて名のお子さんについ

て、平日に定期的に利用したいと考える事業に対して現在の利用状況にかかわらず、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につ

いても併せて記入してください。 

（１）利用したい事業 

「市立保育園」の割合が 37.1％と最も高

く、次いで「私立保育園」の割合が 36.6％、

「私立幼稚園」の割合が 33.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5

14.4

33.1

21.4

37.1

36.6

15.0

6.4

4.7

4.8

6.9

9.1

4.5

2.4

6.0

0 20 40 60 80 100

市立幼稚園

市立幼稚園＋預かり保育

私立幼稚園

私立幼稚園＋預かり保育

市立保育園

私立保育園

認定こども園

小規模保育事業

事業所内保育施設または企業主導型保育事業

その他の認可外の保育施設

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援センター

その他

無回答

N=1315
％ 
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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、「市立保育園」及び「私立保育園」は年齢が上が

るにつれ、割合が低くなる傾向がみられます。また、「私立幼稚園」の利用意向は、年齢による差

はありませんが、「市立幼稚園」の利用意向は 0歳と 1歳で他の年齢に比べて高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

市
立
幼
稚
園 

市
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

私
立
幼
稚
園 

私
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

市
立
保
育
園 

私
立
保
育
園 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
施
設
ま
た
は 

企
業
主
導
型
保
育
事
業 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の
他 

無
回
答 

0歳 345 39.1 21.7 35.4 22.3 55.4 41.4 20.6 12.8 8.4 5.8 7.0 10.1 2.3 1.2 2.9 

1歳 319 31.0 22.3 37.6 28.5 43.3 47.0 15.7 6.6 6.0 7.2 8.2 8.8 5.3 0.3 2.2 

2歳 302 14.6 10.9 32.1 21.9 39.1 38.1 17.9 6.6 4.3 2.6 6.3 8.9 4.6 0.7 2.0 

3歳 322 14.3 7.8 29.5 21.1 33.2 37.9 12.1 4.3 2.8 5.0 8.1 11.5 5.6 0.6 2.5 

4歳 307 16.0 10.4 30.6 15.3 27.0 30.0 11.4 2.6 3.3 3.3 5.2 6.8 5.2 2.9 8.1 

5歳 323 18.3 12.7 32.8 18.9 22.9 24.8 12.1 5.0 3.4 4.6 6.5 8.0 4.0 8.7 18.6 

 

 

【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「市立保育園」及び「私立保育園」の割合が高く、「就労していない」で「市立幼稚園」及

び「私立幼稚園」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

市
立
幼
稚
園 

市
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

私
立
幼
稚
園 

私
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

市
立
保
育
園 

私
立
保
育
園 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
施
設
ま
た
は 

企
業
主
導
型
保
育
事
業 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の
他 

無
回
答 

フルタイム 727 9.2 10.6 10.9 14.0 47.6 53.1 11.7 7.6 4.8 5.4 8.9 12.9 4.4 3.4 7.7 

パート・ア

ルバイト等 

380 16.3 15.8 26.3 23.2 38.9 39.2 14.5 5.0 4.7 4.7 5.8 6.6 3.4 2.4 6.3 

就労してい

ない 

765 37.8 17.6 57.9 27.6 26.0 20.4 18.7 6.1 4.8 4.2 5.6 6.4 5.2 1.6 3.7 
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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、「子育てや家事などに専念したい（就

労の予定はない）」と「１年より先の時期に、一番下のお子さんが□□歳になったころに就労した

い」では、「市立幼稚園」及び「私立幼稚園」の割合が高くなっています。「すぐにでも、もしく

は１年以内に就労したい」では「市立保育園」及び「私立幼稚園」、「私立保育園」の割合が高く

なっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

市
立
幼
稚
園 

市
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

私
立
幼
稚
園 

私
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

市
立
保
育
園 

私
立
保
育
園 

認
定
こ
ど
も
園 

子育てや家事などに専念したい（就労

の予定はない）  
146 40.4 11.0 63.7 13.0 12.3 11.0 13.0 

１年より先の時期に、一番下のお子さ

んが□□歳になったころに就労したい  
337 40.1 17.5 62.3 30.9 22.0 17.2 16.6 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい  
151 27.8 21.2 43.7 34.4 49.7 39.7 29.8 

 

区分 

小
規
模
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
施
設
ま
た
は 

企
業
主
導
型
保
育
事
業 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

児
童
発
達
支
援
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）  
2.7 2.7 4.8 4.8 5.5 6.2 3.4 7.5 

１年より先の時期に、一番下のお子さ

んが ～歳になったころに就労したい  
5.3 3.6 3.9 4.7 5.3 5.0 1.2 3.3 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい  
11.3 9.9 4.6 7.3 7.3 2.6 2.0 2.6 
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【教育・保育事業の利用有無別】 

利用したい教育・保育事業は、保育事業を「利用している」「利用していない」に関わらず、「市

立保育園」及び「私立保育園」の割合が高く、「利用していない」では「市立幼稚園」及び「私立

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
） 

市
立
幼
稚
園 

市
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

私
立
幼
稚
園 

私
立
幼
稚
園 

＋ 

預
か
り
保
育 

市
立
保
育
園 

私
立
保
育
園 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育
事
業 

事
業
所
内
保
育
施
設
ま
た
は 

企
業
主
導
型
保
育
事
業 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の
他 

無
回
答 

利用して

いる 
1315 13.8 11.6 27.4 19.6 33.9 37.2 12.2 4.8 3.9 4.6 7.7 9.7 4.9 3.3 7.7 

利用して

いない 
598 42.0 20.9 45.8 25.4 44.3 35.6 21.2 10.0 6.7 5.4 5.2 7.9 3.5 0.5 1.7 

 

 

（２）利用したい事業別子どもの年齢 

① 市立幼稚園 

「３歳」の割合が 53.2％と最も高く、次

いで「４歳」の割合が 34.3％となっていま

す。 

 

 

 

② 市立幼稚園＋預かり保育 

「３歳」の割合が 56.3％と最も高く、次

いで「４歳」の割合が 17.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

③ 私立幼稚園 

「３歳」の割合が 65.3％と最も高く、次

いで「４歳」の割合が 23.2％となっていま

す。 

   

1.9

2.1

4.3

65.3

23.2

3.3

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=634

6.9

7.6

7.2

56.3

17.7

4.3

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=277

2.8

2.5

3.9

53.2

34.3

3.2

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=432
％ 

％ 

％ 
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④ 私立幼稚園＋預かり保育 

「３歳」の割合が 61.7％と最も高く、次

いで「４歳」の割合が 15.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

 ⑤ 市立保育園 

「３歳」の割合が 27.6％と最も高く、次

いで「０歳」の割合が 24.1％、「１歳」の割

合が 22.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 ⑥ 私立保育園 

「３歳」の割合が 26.9％と最も高く、次

いで「０歳」の割合が 24.5％、「１歳」の割

合が 19.2％となっています。 

 

 

 

 

 

⑦ 認定こども園 

「３歳」の割合が 45.5％と最も高く、次

いで「０歳」の割合が 18.1％、「１歳」の割

合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

⑧ 小規模保育事業 

「０歳」の割合が 38.2％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 25.2％、「３歳」の割

合が 18.7％となっています。 

 

 

 

 

4.9

4.9

8.0

61.7

15.9

4.6

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=410 ％ 

24.1

22.8

13.8

27.6

6.9

4.9

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=711 ％ 

24.5

19.2

14.0

26.9

9.7

5.7

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=702
％ 

18.1

13.2

10.8

45.5

9.7

2.8

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=288
％ 

38.2

25.2

13.8

18.7

2.4

1.6

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=123
％ 
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⑨ 事業所内保育施設または企業主導型保育事業 

「０歳」の割合が 44.0％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 23.1％、「３歳」の割

合が 17.6％となっています。 

 

 

 

 

⑩ その他の認可外の保育施設 

「０歳」の割合が 38.0％と最も高く、次

いで「３歳」の割合が 27.2％、「２歳」の割

合が 12.0％となっています。 

 

 

 

 

⑪ ベビーシッター 

「０歳」の割合が 52.3％と最も高く、次

いで「３歳」の割合が 19.7％、「１歳」の割

合が 9.8％となっています。 

 

 

 

 

⑫ ファミリー・サポート・センター 

「０歳」の割合が 42.5％と最も高く、次

いで「３歳」の割合が 16.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

⑬ 児童発達支援センター 

「０歳」の割合が 29.1％と最も高く、次

いで「3歳」の割合が 22.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

44.0

23.1

9.9

17.6

3.3

2.2

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=91 ％ 

38.0

10.9

12.0

27.2

6.5

5.4

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=92 ％ 

52.3

9.8

9.1

19.7

6.1

3.0

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=132
％ 

42.5

12.1

10.9

16.7

7.5

10.3

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=174 ％ 

29.1

12.8

15.1

22.1

12.8

8.1

0.0

0 20 40 60 80 100

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳以上

無回答

N=86 ％ 
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問 13-1 問 13で〔1.〕～〔4.〕(幼稚園・幼稚園の預かり保育)に〇をつけ、かつ〔5.〕～

〔12．〕にも〇をつけたかたにうかがいます。特に幼稚園（幼稚園の預かり保育を合わせ

て利用する場合を含む）の利用を強く希望しますか。当てはまる番号１つに○をつけて

ください。 

「はい」の割合が 29.8％で、「いいえ」の

割合が 24.6％です。 

 

 

 

 

問 13-2 すべてのかたにうかがいます。教育・保育事業を利用する場合に、何を基準に選びま

すか。当てはまる番号１つに○をつけてください 。 

「自宅に近い」の割合が 52.7％で最も高く、

次いで「園の運営に賛同できる」の割合が

21.2％となっています。 

 

 

 

 

 

問 13-3 すべてのかたにうかがいます。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 72.3％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 45.5％、「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 33.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.7

5.5

1.7

21.2

6.0

12.8

0 20 40 60 80 100

自宅に近い

職場に近い

駅・バス停に近い

園の運営に賛同できる

その他

無回答

N=1918

29.8

24.6

45.6

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

無回答

N=1212 ％ 

％ 

33.8

72.3

28.5

45.5

11.7

4.8

3.3

3.3

12.5

18.9

0.7

0.8

0 20 40 60 80 100

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

障がい児等特別な支援が必要なお

子さんの受け入れ

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

N=1918 ％ 
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 

 

障がい児等特別な支援が必要なお子

さんの受け入れ  

 

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 
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６ 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□内に数字で記入してください。 

「利用していない」の割合が 61.4％と最

も高く、次いで「子育て支援センター」の

割合が 35.4％、「地域子育てひろば」の割

合が 12.6％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 345 55.9 16.2 41.7 0.9 

1歳 319 47.0 18.8 49.5 0.6 

2歳 302 40.7 20.2 54.3 0.3 

3歳 322 27.6 7.8 69.6 0.3 

4歳 307 23.8 7.8 73.3 1.3 

5歳 323 15.8 4.6 81.1 0.9 

 

 

35.4

12.6

61.4

0.7

0 20 40 60 80 100

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

N=1918 ％ 
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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 12.2％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 50.5％と最も高く、次

いで「２回」の割合が 15.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

② 地域子育てひろば 

ア １か月当たり回数 

「１回」の割合が 25.7％と最も高く、次

いで「２回」の割合が 19.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

イ １年当たり回数 

「１回」の割合が 12.4％と最も高く、次

いで「２回」の割合が 7.5％となっています。

また、「7回以上」の割合も 4.6％です。 

 

 

 

 

 

25.7

19.5

6.6

2.9

0.0

0.4

0.4

44.4

0 20 40 60 80 100

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回以上

無回答

N=241

12.2

5.7

1.9

0.9

0.6

0.1

0.0

78.5

0 20 40 60 80 100

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

N=679 ％ 

50.5

15.5

7.4

2.8

1.6

0.7

2.2

19.3

0 20 40 60 80 100

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回以上

無回答

N=679
％ 

％ 

12.4

7.5

4.6

2.1

3.3

2.5

4.6

63.1

0 20 40 60 80 100

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回以上

無回答

N=241 ％ 
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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１

つに○をつけて、おおよその利用希望回数（頻度）を□内に数字で記入してください。（開

所日や、交通手段の理由から現在利用していないかたも、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回数をお書きください。） 

「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 59.6％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 20.3％、「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 16.8％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 26.5％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

② １か月当たり回数 

「１回」の割合が 43.7％と最も高く、次

いで「２回」の割合が 24.9％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 32.0％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

32.0

5.9

4.3

0.6

0.3

0.0

0.0

56.8

0 20 40 60 80 100

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

N=322

43.7

24.9

8.5

5.4

1.0

1.0

1.3

14.1

0 20 40 60 80 100

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回以上

無回答

N=389

26.5

5.4

1.5

0.8

0.0

0.0

0.0

65.8

0 20 40 60 80 100

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

N=389

20.3

16.8

59.6

3.3

0 20 40 60 80 100

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

N=1918 ％ 

％ 

％ 

％ 

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 
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② １か月当たり更に増やす回数 

「２回」の割合が 23.9％と最も高く、次

いで「１回」の割合が 17.7％、「３回」の割

合が 13.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

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。①～⑨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（知っている） 

⑥子育てマップ、③母子健康教育事業（ママパパ学級など）で「はい（知っている）」の割合が

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.8

61.2

76.9

38.6

44.2

78.9

35.1

26.8

29.2

44.7

35.2

19.4

58.4

52.6

18.0

62.0

70.2

67.6

3.5

3.6

3.7

3.0

3.2

3.1

2.9

3.0

3.1

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

①ﾏﾏﾊﾟﾊﾟ子育て知恵袋ﾒｰﾙ配信事業 1918

②育児相談事業 1918

③母子健康教育事業(ﾏﾏﾊﾟﾊﾟ学級など) 1918

④地域育児ｾﾝﾀｰ事業(保育園で実施) 1918

⑤こんにちは赤ちゃん事業 1918

⑥子育てﾏｯﾌﾟ 1918

⑦子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ｢はっぴぃ｣ 1918

⑧保育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 1918

⑨小田原市子育て情報ｻｲﾄぴんたっこ 1918

N=

はい いいえ 無回答

17.7

23.9

13.0

10.9

1.6

1.9

3.1

28.0

0 20 40 60 80 100

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回以上

無回答

N=322 ％ 
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（２）これまでに利用したことがある  

⑥子育てマップで「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後利用したい（満足している） 

⑥子育てマップで「はい（今後利用したい）」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.8

47.2

43.9

48.9

50.0

66.0

47.5

46.1

52.8

57.8

44.8

49.1

41.9

41.6

25.4

45.0

45.9

38.1

6.3

7.9

7.1

9.2

8.4

8.5

7.4

8.0

9.1

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

①ﾏﾏﾊﾟﾊﾟ子育て知恵袋ﾒｰﾙ配信事業 994

②育児相談事業 1173

③母子健康教育事業(ﾏﾏﾊﾟﾊﾟ学級など) 1474

④地域育児ｾﾝﾀｰ事業(保育園で実施) 740

⑤こんにちは赤ちゃん事業 848

⑥子育てﾏｯﾌﾟ 1513

⑦子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ｢はっぴぃ｣ 673

⑧保育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 514

⑨小田原市子育て情報ｻｲﾄぴんたっこ 561

N=

はい いいえ 無回答

36.7

27.0

47.3

32.0

55.9

60.5

31.8

26.5

46.5

58.8

67.3

48.4

62.0

38.6

33.3

63.0

67.9

47.8

4.5

5.7

4.3

5.9

5.5

6.1

5.2

5.6

5.7

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

①ﾏﾏﾊﾟﾊﾟ子育て知恵袋ﾒｰﾙ配信事業 994

②育児相談事業 1173

③母子健康教育事業(ﾏﾏﾊﾟﾊﾟ学級など) 1474

④地域育児ｾﾝﾀｰ事業(保育園で実施) 740

⑤こんにちは赤ちゃん事業 848

⑥子育てﾏｯﾌﾟ 1513

⑦子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ｢はっぴぃ｣ 673

⑧保育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 514

⑨小田原市子育て情報ｻｲﾄぴんたっこ 561

N=

はい いいえ 無回答
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７ お子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業の利用

希望について 

問 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 63.0％

と最も高く、次いで「月に１～２回は利用

したい」の割合が 25.0％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 38.1％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 32.4％、「７時

台」の割合が 18.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 終了時刻 

「17時台」の割合が 25.8％と最も高く、

次いで「18時台」の割合が 23.2％、「16時

台」の割合が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

1.5

7.0

10.7

17.8

25.8

23.2

5.5

1.3

0.7

1.6

0 20 40 60 80 100

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

N=685

0.3

18.5

32.4

38.1

6.6

0.3

0.6

1.5

1.8

0 20 40 60 80 100

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

N=685

63.0

10.7

25.0

1.3

0 20 40 60 80 100

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

N=1918
％ 

％ 

％ 
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（２）日曜・祝日 

「利用する必要はない」の割合が 77.5％

と最も高く、次いで「月に１～２回は利用

したい」の割合が 17.4％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 37.2％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 29.9％、「７時

台」の割合が 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 終了時刻 

「18時台」の割合が 26.6％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 26.1％、「16時

台」の割合が 15.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

1.5

5.3

9.3

15.6

26.1

26.6

7.0

2.3

1.0

2.3

0 20 40 60 80 100

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

N=398

0.3

21.6

29.9

37.2

7.3

0.5

0.5

0.8

2.0

0 20 40 60 80 100

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

N=398

77.5

3.3

17.4

1.8

0 20 40 60 80 100

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

N=1918 ％ 

％ 

％ 
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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○をつけたかたにう

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

60.9％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

36.7％、「息抜きのため」の割合が 29.7％

となっています。 

 

 

 

 

問 18 「幼稚園」を利用されているかたにうかがいます。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 47.8％と最も高く、次いで「利用

する必要はない」の割合が 39.9％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 73.4％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 16.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

0.0

2.3

16.8

73.4

7.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

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

N=214

39.9

8.1

47.8

4.2

0 20 40 60 80 100

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

N=383

60.9

36.7

3.5

29.7

12.2

2.6

0 20 40 60 80 100

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

N=575 ％ 

％ 

％ 

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 
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② 終了時刻 

「15時台」の割合が 39.7％と最も高く、

次いで「14時台」の割合が 19.2％、「16時

台」の割合が 16.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18-1 問 18で、「3.週に数日利用したい」に○をつけたかたにうかがいます。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。 

「普段に出来ない用事をまとめて済ま

せるため」の割合が 51.9％と最も高く、次

いで、「息抜きのため」が 44.3％、「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。」が 34.4％の割合となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 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かたのみ） 

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・保育の事業を

利用できなかった （幼稚園・保育園を休んだ）ことがありますか。 

「あった」の割合が 82.6％、「なかった」

の割合が 15.2％となっています。 

 

 

 

 

82.6

15.2

2.2

0 20 40 60 80 100

あった

なかった

無回答

N=1315

29.5

51.9

3.8

44.3

34.4

15.8

1.1

0 20 40 60 80 100

週に数回仕事が入るため

普段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

N=183

3.7

0.0

19.2

39.7

16.8

15.0

3.7

1.4

0.0

0.0

0.5

0 20 40 60 80 100

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

N=214 ％ 

％ 

％ 

週に数回仕事が入るため 

 

普段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 
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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

れぞれのおおよその日数を□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 66.2％と最も

高く、次いで「（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 30.3％、

「父親が休んだ」の割合が 27.3％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 38.5％と最も高く、

次いで「１日」の割合が 26.4％、「４～５

日」の割合が 19.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 母親が休んだ日数 

「２～３日」の割合が 28.1％と最も高く、

次いで「10～19日」の割合が 22.3％、「４

～５日」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

11.4

28.1

21.1

8.1

22.3

8.9

0.1

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=719

27.3

66.2

26.5

30.3

8.1

0.7

0.6

1.9

5.3

0 20 40 60 80 100

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

ないかたがお子さんをみた

（同居者を含む）親族・知人にお

子さんをみてもらった

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

仕方なくお子さんだけで留守番を

させた

その他

無回答

N=1086
％ 

％ 

26.4

38.5

19.9

2.0

7.1

1.4

4.7

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=296 ％ 

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

かたがお子さんをみた 

 

（同居者を含む）親族・知人にお子さ

んをみてもらった 

 

病児・病後児の保育を利用した 

 

ベビーシッターを利用した 

 

仕方なくお子さんだけで留守番をさ

せた 

 

その他 

 

無回答 
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③ 父親又は母親のうち就労していないかたが子どもをみた日数 

「２～３日」の割合が 31.6％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 21.2％、「10～

19日」の割合が 18.8％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日数 

「２～３日」の割合が 33.1％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 24.3％、「1日」

の割合が 17.0％となっています。 

 

 

 

 

 

⑤ 病児・病後児の保育を利用した日数 

「２～３日」の割合が 29.5％と最も高く、

次いで「1日」の割合が 23.9％、「４～５日」

の割合が 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

⑥ ベビーシッターを利用した日数 

「１日」が 2件、「10～19日」が 1件とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.9

29.5

21.6

4.5

11.4

3.4

5.7

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=88

17.0

33.1

24.3

4.0

15.5

5.2

0.9

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=329

10.8

31.6

21.2

9.4

18.8

6.9

1.4

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=288
％ 

％ 

％ 

25.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

62.5

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=8 ％ 
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⑦ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数 

「１日」、「４～５日」がそれぞれ１件と

なっています。 

 

 

 

 

⑧ その他日数 

「２～３日」の割合が 28.6％と最も高く、

次いで、「10～19日」の割合が 19.0％とな

っています。 

 

 

 

 

 

問 19-2 問 19-1で〔1.〕〔2.〕に○をつけたかたにうかがいます。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□ 内に記号で記入してください。（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

58.1％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

21.6％、「できれば病児保育施設等を利用

したい」の割合が 18.5％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、

「フルタイム」層で病後児・病児保育施設等の「利用したい」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

21.6

18.5

58.1

1.7

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

N=745

9.5

28.6

4.8

4.8

19.0

9.5

23.8

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=21

16.7

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

66.7

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=6 ％ 

％ 

％ 

24.4

17.0

8.3

19.6

16.6

12.5

54.7

64.6

70.8

1.3

1.7

8.3

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

フルタイム 475

パート・アルバイト等 229

就労していない 24

N=

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

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 36.6％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 24.2％、「10～

19日」の割合が 14.3％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 37.0％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 23.9％、「1日」

の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

問 19-3 問 19-2で〔1.〕あるいは〔2.〕に○をつけたかたにうかがいます。上記の目的でお子

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。 

「小児科に併設した施設でお子さんを

保育する事業」の割合が 74.9％と最も高く、

次いで「施設（例：幼稚園・保育所等）に

併設した施設でお子さんを保育する事業」

の割合が 68.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.9

74.9

7.7

0.7

1.0

0 20 40 60 80 100

施設（例：幼稚園・保育所等）に併

設した施設でお子さんを保育する

事業

小児科に併設した施設でお子さん

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

N=299

16.7

37.0

23.9

5.8

9.4

5.1

2.2

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=138

13.0

36.6

24.2

6.2

14.3

4.3

1.2

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=161

％ 

％ 

％ 
施設（例：幼稚園・保育所等）に併設

した施設でお子さんを保育する事業 

  
小児科に併設した施設でお子さん

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 
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問 19-4 問 19-2で〔3.〕に○をつけたかたにうかがいます。「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

56.4％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

42.7％、「利用料がかかる・高い」の割合が

30.7％となっています。 

 

 

 

 

 

問 19-5 問 19-1で〔4.〕～〔8.〕に○をつけたかたにうかがいます。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 56.9％、「休んで看ることは非常に難し

い」の割合が 29.7％となっています。 

 

 

（１）できれば仕事を休んで看たい日数 

「２～３日」の割合が 32.9％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 22.8％、「1日」

の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

問 19-6 問 19-5で〔2.〕に○をつけたかたにうかがいます。「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。 

「お子さんの看護を理由に休みがとれ

ない」の割合が 31.1％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 28.6％となっています。「その他」は

43.7％で、46件が仕事都合で「その他」の

半数以上となっています。 

 

42.7

6.2

22.4

30.7

17.8

56.4

16.4

3.5

0 20 40 60 80 100

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

間や日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

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

N=433

31.1

11.8

28.6

43.7

0.8

0 20 40 60 80 100

お子さん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

N=119

16.7

32.9

22.8

5.7

12.3

4.8

4.8

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=228

56.9

29.7

13.5

0 20 40 60 80 100

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

N=401

％ 

％ 

％ 

％ 

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

や日数など）がよくない 
 
利用料がかかる・高い 

 
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 

お子さん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 
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９ お子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用に

ついて 

問 20 あて名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、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□内に数字で記入してくだ

さい。 

「利用していない」の割合が 88.1％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用している事業別年間日数 

① 一時預かり（認可保育所等で一時的にお子さんを保育する事業） 

「20 日以上」の割合が 36.2％と最も高

く、次いで「２～３日」の割合が 23.4％、

「10～19日」の割合が 17.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

② 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） 

「２～３日」の割合が 28.8％と最も高く、

次いで「10～19日」の割合が 20.5％、「４

～５日」「20日以上」の割合が 17.8％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

8.2

28.8

17.8

6.8

20.5

17.8

0.0

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=73

6.4

23.4

12.8

4.3

17.0

36.2

0.0

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=47

2.5

3.8

2.9

1.3

0.1

88.1

2.2

0 20 40 60 80 100

一時預かり（認可保育所等で一時的

にお子さんを保育する事業）

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

民がお子さんを預かる事業）

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

N=1918 ％ 

％ 

％ 

一時預かり（認可保育所等で一時的に

お子さんを保育する事業）  
 
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

がお子さんを預かる事業）  

 

ベビーシッター 

 

その他 

 

利用していない  

 

無回答 
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③ ファミリー・サポート・センター（地域住民がお子さんを預かる事業） 

「２～３日」の割合が 27.3％と最も高く、

次いで「1日」の割合が 23.6％、「10～19日」

の割合が 18.2％となっています。「20日以

上」の割合も 16.4％です。 

 

 

 

④ ベビーシッター 

「10～19 日」の割合が 24.0％と最も高

く、次いで「１日」、「２～３日」の割合が

20.0％となっています。 

 

 

 

 

⑤ その他 

「４～５日」、「１０～１９日」がそれぞれ１名で

す。 

 

 

問 20-1 問 20で〔6.〕に○をつけたかたにうかがいます。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

75.3％と最も高く、次いで「利用料がかか

る・高い」の割合が 18.3％、「事業の利用方

法（手続き等）がわからない」の割合が

16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.3

3.6

8.7

9.6

18.3

8.5

7.7

16.7

5.8

0.7

0 20 40 60 80 100

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

N=1690

20.0

20.0

16.0

8.0

24.0

12.0

0.0

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=25

23.6

27.3

9.1

1.8

18.2

16.4

3.6

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=55 ％ 

％ 

％ 
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 
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問 21 すべてのかたにうかがいます。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、年間何日くらい利用を希望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、１年間のおおよその必要日数

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。） 

「利用する必要はない」の割合が 52.7％、

「利用したい」の割合が 44.6％となってい

ます。 

 

 

（１）利用したい目的 

「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 67.7％

と最も高く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、

子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」

の割合が 60.8％、「不定期の就労」の割合

が 31.1％となっています。 

 

 

 

 

（２）利用したい年間合計日数 

「10～19 日」の割合が 24.9％と最も高

く、次いで「20日以上」の割合が 19.4％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（買物、きょうだいや親の習い事等）、リフレッシュ目的 

「10～19 日」の割合が 32.6％と最も高

く、次いで「２～３日」の割合が 20.4％、

「４～５日」の割合が 18.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

3.8

20.4

18.5

11.1

32.6

11.1

2.6

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=579

0.7

7.8

8.1

8.5

24.9

19.4

30.5

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=855

67.7

60.8

31.1

6.9

7.5

0 20 40 60 80 100

私用（買い物、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

N=855

44.6

52.7

2.8

0 20 40 60 80 100

利用したい

利用する必要はない

無回答

N=1918 ％ 

％ 

％ 

％ 

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 
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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 

「２～３日」の割合が 28.7％と最も高く、

次いで「４～５日」の割合が 22.5％、「10～

19日」の割合が 21.3％となっています。 

 

 

 

 

③ 不定期の就労 

「20 日以上」の割合が 22.6％と最も高

く、次いで「10～19日」の割合が 21.8％、

「４～５日」の割合が 19.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

④ その他 

「２～３日」、「10～19 日」の割合が

18.6％と最も高く、次いで「20日以上」の

割合が 11.9％となっています。 

 

 

 

 

問 21-1 問 21で〔1.利用したい〕に○をつけたかたにうかがいます。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。 

「幼稚園・保育所等で子どもを保育する

事業」の割合が 91.2％と最も高く、次いで

「ファミリー・サポート・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」の割合が 32.6％、「ベビー

シッター等でお子さんを保育する事業」の

割合が 16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

91.2

32.6

16.0

1.5

0.8

0 20 40 60 80 100

幼稚園・保育所等でお子さんを保

育する事業

ファミリー・サポート・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

ベビーシッター等でお子さんを保

育する事業

その他

無回答

N=855

3.4

18.6

6.8

5.1

18.6

11.9

35.6

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=59

3.0

18.0

19.5

5.6

21.8

22.6

9.4

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=266

7.1

28.7

22.5

12.7

21.3

4.0

3.7

0 20 40 60 80 100

1日

2～3日

4～5日

6～9日

10～19日

20日以上

無回答

N=520 ％ 

％ 

％ 

％ 
幼稚園・保育所等でお子さんを保育

する事業 

 
ファミリー・サポート・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 

 

ベビーシッター等でお子さんを保育

する事業 

 

その他 

 
 
 

無回答 
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問 22 すべてのかたにうかがいます。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。 

「なかった」の割合が 79.9％、「あった」

の割合が 18.1％となっています。 

 

 

 

（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 81.0％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

13.8％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 31.7％と最も高く、次

いで「４泊～５泊」の割合が 23.1％、「２泊

～３泊」の割合が 19.9％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 

「２泊～３泊」「４泊～５泊」がそれぞれ１名です。 

 

 

 

 

 

81.0

0.6

13.8

0.0

1.4

6.9

0 20 40 60 80 100

（同業者を含む）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

N=347

18.1

79.9

2.0

0 20 40 60 80 100

あった

なかった

無回答

N=1918
％ 

％ 

31.7

19.9

23.1

12.8

8.2

4.3

0.0

0 20 40 60 80 100

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

N=281
％ 

（同業者を含む）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 
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③ 仕方なく子どもを同行させた 

「１泊」の割合が 56.3％と最も高く、次

いで「２泊～３泊」の割合が 27.1％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

④ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

該当する対処は、ありませんでした。 

 

⑤ その他 

「1 泊」、「４泊～５泊」がそれぞれ 2 件

です。 

 

 

 

 

 

問 22-1 問 22で〔1.（あった） ア．（親族・知人にみてもらった）〕を答えたかたにうかがい

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 37.8％と

最も高く、次いで「どちらかというと困難」

の割合が 35.7％、「非常に困難」の割合が

16.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

16.4

35.7

37.8

10.1

0 20 40 60 80 100

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

N=347

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100

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

N=5

56.3

27.1

10.4

2.1

2.1

2.1

0.0

0 20 40 60 80 100

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

N=48 ％ 

％ 

％ 



50 

10 お子さんが５歳以上であるかたの、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 53.3％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 47.1％、「放

課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放

課後子ども教室）」の割合が 44.9％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 30.2％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 23.8％、「２日」の割

合が 23.3％となっています。 

 

 

 

 

 

② 祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 37.3％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 34.3％、「５日」の割

合が 17.9％となっています。 

 

 

 

37.3

34.3

6.0

4.5

17.9

0.0

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=67

12.8

23.3

23.8

7.6

30.2

2.3

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=172

53.3

20.7

47.1

44.9

2.8

3.4

3.4

12.1

7.4

0 20 40 60 80 100

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（片浦小に通学の

か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

N=323
％ 

％ 

％ 

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（片浦小に通学の

か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 
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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 42.8％と最も高く、次

いで「１日」の割合が 35.5％、「３日」の割

合が 18.4％となっています。 

 

 

 

 

 

④ 放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教室） 

「５日」の割合が 56.6％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 14.5％、「３日」、「４

日」の割合がそれぞれ 9.7％となっていま

す。 

 

 

 

④－１ 利用を希望する終了時間 

「18 時以降」の割合が 56.6％と最も高

く、次いで「17時台」の割合が 26.2％、「16

時台」の割合が 13.1％となっています。 

 

 

 

⑤ ファミリー・サポート・センター 

「５日」が 3件、「１日」、「２日」がそれ

ぞれ 2件となっています。 

 

 

 

 

 

⑥ 地域活動 （子ども会など） 

「１日」が 10件となっています。 

 

 

 

22.2

22.2

0.0

0.0

33.3

22.2

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=9

90.9

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=11

2.1

13.1

26.2

56.6

2.1

0 20 40 60 80 100

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

N=145

5.5

14.5

9.7

9.7

56.6

4.1

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=145

35.5

42.8

18.4

2.0

1.3

0.0

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=152

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 
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⑦ 民間事業者での預かり 

「5日」の割合が 36.4％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 27.3％、「２日」の割

合が 18.2％となっています。 

 

 

 

 

 

⑧ その他 （公民館、公園など） 

「１日」の割合が 46.2％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 38.5％、「３日」の割

合が 10.3％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。） 

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）」の割合が 70.0％と最も高く、

次いで「自宅」の割合が 60.4％、「放課後児

童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子

ども教室）」の割合が 30.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.4

26.6

70.0

30.0

2.8

4.6

3.4

15.2

9.0

0 20 40 60 80 100

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（片浦小に通学

のか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

N=323

46.2

38.5

10.3

0.0

5.1

0.0

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=39

9.1

18.2

27.3

0.0

36.4

9.1

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=11
％ 

％ 

％ 
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（片浦小に通

学のか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 
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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 30.3％と最も高く、次

いで「１日」、「５日」の割合が 21.5％、「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 40.7％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 26.7％、「５日」の割

合が 15.1％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 46.5％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 25.2％、「１日」の割

合が 21.2％となっています。 

 

 

 

 

 

④ 放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教室） 

「５日」の割合が 29.9％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 26.8％、「２日」の割

合が 19.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

10.3

19.6

26.8

10.3

29.9

3.1

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=97

21.2

46.5

25.2

4.0

2.7

0.4

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=226

40.7

26.7

12.8

3.5

15.1

1.2

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=86

21.5

30.3

17.4

8.2

21.5

1.0

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=195 ％ 

％ 

％ 

％ 
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④－１ 利用を希望する終了時間 

「18 時以降」の割合が 50.5％と最も高

く、次いで「17時台」の割合が 29.9％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」がそれぞれ 2 件、「２

日」、「３日」がそれぞれ 1件となっていま

す。 

 

 

 

 

⑥ 地域活動 （子ども会など） 

「１日」の割合が 73.3％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 13.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

⑦ 民間事業者での預かり 

「５日」の割合が 36.4％と最も高く、次

いで「２日」、「３日」の割合がそれぞれ

18.2％となっています。 

 

 

 

 

⑧ その他 （公民館、公園など） 

「１日」の割合が 42.9％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 34.7％、「３日」の割

合が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

42.9

34.7

16.3

0.0

2.0

4.1

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=49

73.3

13.3

0.0

0.0

0.0

13.3

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=15

1.0

9.3

29.9

50.5

9.3

0 20 40 60 80 100

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

N=97
％ 

22.2

11.1

11.1

0.0

22.2

33.3

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=9

％ 

％ 

％ 
0.0

18.2

18.2

9.1

36.4

18.2

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

N=11

％ 
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問 25 問 23または問 24で〔4．放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教

室）〕に○をつけたかたにうかがいます。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 52.6％

と最も高く、次いで「低学年（１～３年生）

の間は利用したい」の割合が 25.0％、「高

学年（４～６年生）になっても利用したい」

の割合が 18.6％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 42.6％と最も高く、

次いで「７時台」の割合が 27.9％、「９時

台」の割合が 20.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

イ 終了時刻 

「18時台」の割合が 30.9％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 27.9％、「19時

台」の割合が 16.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

2.9

0.0

2.9

7.4

10.3

27.9

30.9

16.2

0.0

0.0

1.5

0 20 40 60 80 100

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

N=68

0.0

27.9

42.6

20.6

2.9

0.0

0.0

4.4

1.5

0 20 40 60 80 100

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

N=68

25.0

18.6

52.6

3.8

0 20 40 60 80 100

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=156 ％ 

％ 

％ 

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 
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（２）日曜・祝日 

「利用する必要はない」の割合が 74.4％

と最も高く、次いで「低学年（１～３年生）

の間は利用したい」の割合が 13.5％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 44.1％と最も高く、

次いで「７時台」の割合が 35.3％、「９時

台」の割合が 17.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 終了時刻 

「18時台」の割合が 38.2％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 32.4％、「19時

台」の割合が 17.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

2.9

8.8

32.4

38.2

17.6

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

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

N=34

0.0

35.3

44.1

17.6

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

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

N=34

13.5

8.3

74.4

3.8

0 20 40 60 80 100

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=156 ％ 

％ 

％ 

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 



57 

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。 

「低学年（１～３年生）の間は利用した

い」の割合が 32.5％と最も高く、次いで「利

用する必要はない」の割合が 31.3％、「高

学年（４～６年生）になっても利用したい」

の割合が 26.9％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 47.4％と最も高く、

次いで「９時台」の割合が 27.6％、「７時

台」の割合が 22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 終了時刻 

「18時台」の割合が 33.3％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 25.5％、「16時

台」の割合が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

2.6 

1.0 

3.6 

10.4 

12.5 

25.5 

33.3 

9.9 

1.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

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

N=34

0.0 

22.9 

47.4 

27.6 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

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

N=192

32.5 

26.9 

31.3 

9.3 

0 20 40 60 80 100

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=323 ％ 

％ 

％ 

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 
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11 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 お子さんが原則１歳（※１）になるまで育児休業給付が支給される仕組み、お子さんが

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

知っていた」の割合が 40.6％と最も高く、

次いで「育児休業給付のみ知っていた」の

割合が 29.8％、「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

26.1％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○をつけてください。また、

取得していないかた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 44.0％と

最も高く、次いで「取得した（取得中であ

る）」の割合が 42.1％、「取得していない」

の割合が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.0

42.1

12.5

1.4

0 20 40 60 80 100

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

N=1918

40.6

29.8

1.8

26.1

1.7

0 20 40 60 80 100

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

N=1918
％ 

％ 

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 
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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に退職

した」の割合が 11.3％と最も高く、次いで

「その他」の割合が 4.2％、「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 3.8％、「職場に育児休

業を取りにくい雰囲気があった」の割合が

2.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

0.4

1.3

1.7

0.0

0.8

0.8

0.0

0.8

11.3

3.8

1.7

0.0

0.4

4.2

80.3

0 20 40 60 80 100

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に退

職した

職場に育児休業制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得

要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らな

かった

産前産後の休暇（産前６週間、産

後８週間）を取得できることを知ら

ず、退職した

その他

無回答

N=238 ％ 
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に退職

した 

 

職場に育児休業制度がなかった（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 
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（２）父親 

「取得していない」の割合が 89.3％と最

も高く、次いで「取得した（取得中である）」

の割合が 3.3％となっています。 

 

 

① 取得していない理由 

「配偶者が育児休業制度を利用した」の

割合が 4.4％と最も高く、次いで「仕事が

忙しかった」の割合が 4.2％、「職場に育児

休業を取りにくい雰囲気があった」の割合

が 3.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

4.2

0.1

0.4

0.4

3.6

0.1

4.4

3.7

0.0

1.0

0.1

0.1

0.0

0.6

88.1

0 20 40 60 80 100

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に退

職した

職場に育児休業制度がなかった（就

業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要

件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らな

かった

産前産後の休暇（産前６週間、産後

８週間）を取得できることを知らず、

退職した

その他

無回答

N=1620

1.1

3.3

89.3

6.3

0 20 40 60 80 100

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

N=1814 ％ 

％ 
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に退職

した 

 

職場に育児休業制度がなかった（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 
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問 28-1 問 28で〔2．取得した（取得中である）〕と回答したかたにうかがいます。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」の

割合が 74.2％と最も高く、次いで「現在も

育児休業中である」の割合が 16.9％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 95.0％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〕と回答したかたにうかがいま

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 57.4％、「それ以外だ

った」の割合が 42.1％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 5.3％、「それ以外だっ

た」の割合が 89.5％となっています。 

 

 

 

 

5.3

89.5

5.3

0 20 40 60 80 100

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

N=57

57.4

42.1

0.5

0 20 40 60 80 100

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

N=594

95.0

3.3

0.0

1.7

0 20 40 60 80 100

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

N=60

74.2

16.9

8.2

0.7

0 20 40 60 80 100

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

N=801 ％ 

％ 

％ 

％ 

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 

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 
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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〕と回答したかたにうかがいます。

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 38.2％と最

も高く、次いで「１歳１か月～１歳６か月」

の割合が 29.3％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 33.5％と最

も高く、次いで「１歳１か月～１歳６か月」

の割合が 20.4％、「２歳１か月以上」の割

合が 15.0％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 40.4％と最

も高く、次いで「７か月～12か月」の割合

が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 希望の取得期間 

「１か月～６か月」の割合が 33.3％と最

も高く、次いで「７か月～12か月」の割合

が 12.3％となっています。 

 

 

 

33.3

12.3

3.5

5.3

5.3

40.4

0 20 40 60 80 100

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

N=57

40.4

10.5

1.8

1.8

3.5

42.1

0 20 40 60 80 100

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

N=57

1.5

33.5

20.4

10.6

15.0

19.0

0 20 40 60 80 100

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

N=594

7.7

38.2

29.3

5.6

6.4

12.8

0 20 40 60 80 100

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

N=594 ％ 

％ 

％ 

％ 
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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〕と回答したかたにうかがいます。

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 33.3％と

最も高く、次いで「７か月～12か月」の割

合が 17.3％、「１歳１か月～１歳６か月」

の割合が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

（２）父親 

「７か月～12か月」の割合が 21.1％と最

も高く、次いで「１か月～６か月」の割合

が 17.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

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かたにうかがいます。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」より早く復帰したかた 

① 母親 

「希望する保育所に入るため」の割合が

52.9％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

23.7％、「経済的な理由で早く復帰する必

要があった」の割合が 19.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

52.9

2.3

19.3

23.7

18.1

10.2

0 20 40 60 80 100

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要が

あった

人事異動や業務の節目の時期に合

わせるため

その他

無回答

N=342

17.5

21.1

1.8

5.3

1.8

8.8

43.9

0 20 40 60 80 100

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ケ月

2歳7か月～3歳

無回答

N=57

1.0

17.3

12.5

11.1

2.5

33.3

22.2

0 20 40 60 80 100

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ケ月

2歳7か月～3歳

無回答

N=594 ％ 

％ 

％ 
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 
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② 父親 

「その他」の割合が 31.3％と最も高く、

次いで「経済的な理由で早く復帰する必要

があった」の割合が 28.1％、「人事異動や

業務の節目の時期に合わせるため」の割合

が 21.9％となっています。 

  「その他」では、会社都合（育児休業制度、

業務都合）と回答したかたが 5名いました。 

 

 

 

 

（２）「希望」より遅く復帰したかた 

① 母親 

「希望する保育所に入れなかったため」

の割合が 45.8％と最も高く、次いで「その

他」の割合が 11.2％、「お子さんをみてく

れる人がいなかったため」の割合が 7.5％

となっています。 

 

 

 

 

② 父親 

全員（７件）無回答です。 

 

 

問 28-6 問 28-1で〔1．育児休業取得後、職場に復帰した〕と回答したかたにうかがいます。

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 60.8％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 19.9％、

「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 17.5％となっています。 

 

 

17.5

60.8

19.9

1.9

0 20 40 60 80 100

利用する必要がなかった（フルタイ

ムで働きたかった、もともと短時間

勤務だった）

利用した

利用したかったが、利用しなかった

（利用できなかった）

無回答

N=594

45.8

3.7

0.9

0.9

7.5

11.2

46.7

0 20 40 60 80 100

希望する保育所に入れなかったため

自分やお子さん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

お子さんをみてくれる人がいなかった

ため

その他

無回答

N=107

12.5

3.1

28.1

21.9

31.3

21.9

0 20 40 60 80 100

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要

があった

人事異動や業務の節目の時期に

合わせるため

その他

無回答

N=32 ％ 

％ 

％ 

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 

希望する保育所に入れなかったため 
 
自分やお子さん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 
 
お子さんをみてくれる人がいなかっ

たため 
 
その他 

 

無回答 

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 



65 

（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 61.4％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 15.8％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

かたにうかがいます。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 44.1％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 40.7％、「仕事が忙し

かった」の割合が 32.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.1

32.2

40.7

0.8

5.1

0.0

25.4

5.9

16.1

1.7

0 20 40 60 80 100

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

N=118

61.4

7.0

15.8

15.8

0 20 40 60 80 100

利用する必要がなかった（フルタイ

ムで働きたかった、もともと短時間

勤務だった）

利用した

利用したかったが、利用しなかった

（利用できなかった）

無回答

N=57 ％ 

％ 

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 

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 
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（２）父親 

「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 88.9％と最も高

く、次いで「仕事が忙しかった」の割合が

66.7％、「短時間勤務にすると給与が減額

される」の割合が 55.6％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〕と回答したかたにうかがいます。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 75.6％、「育児休業期間の終了前

に復帰したい」の割合が 22.2％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.6

22.2

2.2

0 20 40 60 80 100

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

N=135

88.9

66.7

55.6

22.2

33.3

0.0

22.2

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

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

N=9 ％ 

％ 

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 
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（２）父親 

「育児休業期間の終了まで取得したい」が２件となっています。 

 

 

問 28-9 「０歳のお子さん」をお持ちのかたにうかがいます。１歳から必ず利用できる事業が

あれば、１歳になるまで育児休業を取得したいですか。当てはまる番号１つに 〇 をつけ

てください。 

「はい」の割合が 24.3％、「いいえ」の割

合が 1.3％ですが、「わからない」の割合は

4.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 28-10 「０歳のお子さん」をお持ちのかたにうかがいます。１年を超える育児休業の取得希

望はありますか。当てはまる番号１つに 〇 をつけてください。 

「はい」の割合が 18.2％、「いいえ」の割

合が 6.4％、「わからない」の割合は 5.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2

6.4

5.3

70.1

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

わからない

無回答

N=719

24.3

1.3

4.3

70.1

0 20 40 60 80 100

はい

いいえ

わからない

無回答

N=719
％ 

％ 
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12 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 43.7％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 39.5％、「母親の

体調や不安感の相談」の割合が 36.0％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.0

17.4

23.0

21.3

24.2

17.7

39.5

27.7

4.1

43.7

18.8

2.8

2.2

0.6

0 20 40 60 80 100

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

特にない

その他

無回答

N=1918

％ 
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  

 

特にない  

 
 

その他 

 

無回答 
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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 50.3％と最も高く、次いで「経済的

な支援」の割合が 42.0％、「教育・保育施設

の充実」の割合が 33.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％ 
20.0

14.6

12.9

5.1

50.3

29.9

11.4

8.2

33.5

7.0

42.0

32.1

2.7

11.4

5.7

23.8

0.8

2.4

0.6

0 20 40 60 80 100

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

子どもの病気や障がいについての

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

特にない

その他

無回答

N=1918

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 

 

子どもの病気や障がいについての

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 

 

特にない  

 

その他 

 

無回答 
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問 31 お子さんの心身の成長に関することで心配なことはありますか。 

「心配なことはない」の割合が 71.1％、

「心配なことがある」の割合が 28.1％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 31-1 問 31で〔1.心配なことがある〕と答えかたにうかがいます。どのような心配ですか。

当てはまる番号すべてに〇をつけてください。 

「偏食」の割合が 32.3％と最も高く、次

いで「落ち着きがない」の割合が 29.5％、

「感情の起伏が激しい」の割合が 24.1％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

15.6

29.5

32.3

24.1

19.5

19.1

13.5

22.3

2.2

0 20 40 60 80 100

一人あそびができない

人の話が聞けない

落ち着きがない

偏食

感情の起伏が激しい

ことばの遅れ

発達がゆっくり

集団行動がむずかしい

その他

無回答

N=1918

28.1

71.1

0.8

0 20 40 60 80 100

心配なことがある

心配なことはない

無回答

N=1918
％ 

％ 
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問 31-2 問３１で〔１.心配なことがある〕であると答えたかたにうかがいます。相談はどこで

していますか。当てはまる番号すべてに〇をつけてください。 

「友達や親せき」の割合が 42.1％と最も

高く、次いで「病院（医師）」の割合が 19.5％、

「保健センター（保健師）」の割合が 18.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 32  現在の暮らしの状況（経済的な面で）をどのように感じていますか。当てはまる番号１

つに〇をつけてください。 

「ふつう」の割合が 50.3％と最も高く、

次いで「やや苦しい」の割合が 27.3％、「や

やゆとりがある」の割合が 11.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

11.8

50.3

27.3

8.1

0.7

0 20 40 60 80 100

大変ゆとりがある

ややゆとりがある

ふつう

やや苦しい

大変苦しい

無回答

N=1918

7.8

9.8

6.3

19.5

18.9

0.2

10.4

42.1

17.6

16.9

1.9

0 20 40 60 80 100

小田原市子ども発達相談窓口

つくしんぼ教室等

児童発達支援センター

病院（医師）

保健センター（保健師）

民生委員児童委員

子育て支援センター

友達や親せき

相談していない

その他

無回答

N=539

％ 
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問 33  ご家庭の家計について最も近いもの１つに〇をつけて下さい。 

「収入の範囲でなんとかやりくりして

いる」の割合が 38.4％と最も高く、次いで

「収入は足りていて、毎月貯蓄をしている」

の割合が 34.1％、「収入が足りず、貯蓄を

取り崩している」の割合が 11.7％となって

います。 

 

 

 

 

問 34  お子さんの習い事について、当てはまる番号に１つに〇をつけてください。また、利用

したい日数や月謝の目安を記入してください。 

「通わせていない」の割合が 66.3％、「通

わせている」の割合が 32.7％となっていま

す 。 

 

 

●習い事をしている  

① 1週あたり日数 

「１日」の割合が 58.2％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 23.8％、「３日」の割

合が 10.2％となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

② 月謝（月当たり金額） 

「7,001円～10,000円」の割合が 23.6％

と最も高く、次いで「5,001円～7,000円」

の割合が 22.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

0.2

18.0

22.8

23.6

14.8

8.9

8.5

3.2

0 20 40 60 80 100

0円

1円～5,000円

5,001円～7,000円

7,001円～10,000円

10,001円～15,000円

15,001円～20,000円

20,001円～

無回答

N=627

58.2

23.8

10.2

4.5

1.1

0.3

0.0

1.9

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

N=627

32.7

66.3

1.0

0 20 40 60 80 100

通わせている

通わせていない

無回答

N=1918

34.1

11.2

38.4

11.7

1.8

1.8

1.0

0 20 40 60 80 100

収入は足りていて、毎月貯蓄をして

いる

収入は足りているが、貯蓄はしてい

ない

収入の範囲でなんとかやりくりして

いる

収入が足りず、貯蓄を取り崩してい

る

収入が足りず、借金で生活している

その他

無回答

N=1918

％ 

％ 

％ 

％ 

収入は足りていて、毎月貯蓄をして
いる  
収入は足りているが、貯蓄はしてい

ない  
収入の範囲でなんとかやりくりして

いる  
収入が足りず、貯蓄を取り崩してい

る  
収入が足りず、借金で生活している 

 

その他 

 

無回答 
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問 35  幼児教育無償化が実施された場合、その費用はどのように使用しますか。当てはまる番

号２つまでに〇をつけてください。 

「貯蓄」の割合が 65.9％と最も高く、次

いで「お子さんの習い事」の割合が 45.9％、

「生活費」の割合が 30.5％となっていま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

問 36 お子さん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 34.5％と最も高く、次い

で「3」の割合が 31.5％、「5」の割合が 18.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

問 37 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 43.6％と最も高く、次い

で「2」の割合が 22.9％、「4」の割合が 18.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9

22.9

43.6

18.6

4.3

0.6

0 20 40 60 80 100

1（満足度が低い）

2

3

4

5（満足度が高い）

無回答

N=1918

3.1

11.6

31.5

34.5

18.6

0.8

0 20 40 60 80 100

1（満足度が低い）

2

3

4

5（満足度が高い）

無回答

N=1918

65.9

30.5

18.8

45.9

6.5

2.8

0.7

0 20 40 60 80 100

貯蓄

生活費

お子さんの日用品

お子さんの習い事

レジャー

その他

無回答

N=627 ％ 

％ 

％ 
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Ⅲ 調査結果のまとめ 

 

１ 子どもの育ちをめぐる環境について 

お子さんをみてもらえる状況（問 7）は、「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 58.8％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

25.6％、「緊急時や用事の際にはお子さんをみてもらえる友人・知人がいる」の割合が 9.4％と

「緊急時」には周辺にみてもらえる環境は半数以上ですが、「いずれもいない」が 14.1％です。 

子育ての相談状況（問 8）では、気軽に相談できる人や場所について、「いる/ある」の割合が

90.6％、「いない／ない」の割合が 5.4％となっています。相談先（問 8-１）では、「祖父母等の

親族」の割合が 83.1％と最も高く、次いで「友人や知人」の割合が 76.1％、「保育士」の割合が

28.7％、「かかりつけの医師」が 17.8％、「子育て支援センター・地域子育てひろば」が 17.3％

となっています。 

 

２ お子さんの保護者の就労状況について 

保護者の現在の就労状況（問 9）は、母親では、「以前は就労していたが、現在は就労していな

い」の割合が 37.7％と最も高く、次いで「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 27.2％、「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 17.8％となっています。父親では、「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 92.7％と 90％以上がフルタイム就労です。 

 

３ 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 68.6％、「利用していない」の割合が 31.2％となっています。その利用先（問 12－1）

は、「私立保育園」の割合が 36.0％と最も高く、次いで「私立幼稚園」の割合が 22.7％となって

います。預かり保育を除いた「市立幼稚園」（4.6％）、「市立保育園」（19.7％）を合わせた割合

（24.3％）よりも預かり保育を除いた「私立幼稚園」（22.7％）、「私立保育園」（36.0％）を合わ

せた割合は、34.4％高くなっています。 

年齢別では、０歳時が「私立保育園」（33.3％）、「市立保育園」（26.4％）に次いで「事業所内

保育施設または企業主導型保育事業」（13.9％）、「小規模保育事業」（12.5％）の割合が高く、３

～５歳の年齢別の割合は、「私立幼稚園」がそれぞれ 30％を超え、高くなっています。 

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 95.0％となっています。市外の実施場所別としては、二宮町で「私立幼稚園」（12件）、中井町

で「私立保育園」（8件）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」の割合が 68.0％と最も高く、次いで「子育てをしているかたが現

在就労している」の割合が 62.3％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。 
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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、「市立保育園」の割合が 37.1％と最も高く、次い

で「私立保育園」の割合が 36.6％、「私立幼稚園」の割合が 33.1％、「市立幼稚園」の割合が 22.5％

となっています。預かり保育を除いた「私立幼稚園」「私立保育園」を合わせた割合が、預かり保

育を除いた「市立幼稚園」「市立保育園」を合わせた割合よりも 10.1％高くなっています。 

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、「市立幼稚

園」「私立幼稚園」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、「私立幼

稚園」は年齢と問わず割合が高くなっていますが、「市立幼稚園」は０歳時と１歳児で割合が高く

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、パート・アルバイト等では「市立保育園」

「私立保育園」の割合が高く、次いで、預かり保育も含めた「幼稚園」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「市立保育園」「私立保育園」を希望している人がそれぞれ 49.7％、39.7％、「私立幼

稚園」「市立幼稚園」「認定こども園」を希望している人がそれぞれ 43.7％、27.8％、29.8％とな

っていることから、保育園だけでなく、１年以内の幼稚園、認定こども園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。 

 

４ 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 35.4％、「地域子育てひろば」の割合が 12.6％、「利用していない」の割合が 61.4％

となっています。年齢別にみると、０歳～２歳では「子育て支援センター」の利用割合が高いで

すが、年齢が高くなるにつれて利用割合が下がっていきます。「地域子育てひろば」は２歳まで

は、年齢が高くなるにつれて利用割合が高くなっています。ただし、年齢が高くなるにつれて「利

用していない」の割合も高くなっています。 

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 20.3％と、潜在的なニーズが

あることがわかります。 
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５ 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 82.6％、「なかった」の割合が 15.2％となっています。 

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 66.2％と最も高く、次いで「（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 30.3％、「父親が休んだ」の割合が

27.3％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○をつけたかたで、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」と思われたか（問 19－2）について、「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」の割合がそれぞれ

21.6％、18.5％、「利用したいとは思わない」の割合が 58.1％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」「できれば病

児保育施設等を利用したい」の割合がそれぞれ 24.4％、19.6％となっていて、「病後児・病児保

育施設等」の利用ニーズは、フルタイム就労者の利用ニーズとほぼ一致しています。 

 

６ 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 88.1％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 44.6％、「利用する必要はない」の割合が 52.7％となっていま

す。利用する目的については「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事など、リフ

レッシュ目的）」の割合が 67.7％と最も高く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹

を含む）や親の通院等」の割合が 60.8％、「不定期の就労」の割合が 31.1％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 18.1％で、その対処方法は「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」の割合が 81.0％

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。ただし、対処方法で「仕方なく子どもを同行させた」の割合が

13.8％あり、問 7で「日常的」「緊急時」にみてもらえる親族・知人等が「いずれもいない」との

回答も 14.1％あるため、対処に困っている状況もうかがえます。 

 

７ 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 53.3％と最も高く、次いで「習い事」

の割合が 47.1％、「放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教室）」の割合が 44.9％

となっています。 
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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、「習い事」の割合が 70.0％と最も高く、次いで「自宅」

の割合が 60.4％、「放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教室）」の割合が 30.0％

となっており、学年があがると、「習い事」の利用を希望する割合が大きくなり、「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。 

 

８ 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っていた」の割合

が 40.6％と最も高くなっています。一方で「育児休業給付のみ知っていた」の割合が 29.8％、

「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 26.1％と、制度の一層の周知が

必要であることもわかります。 

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 42.1％と半数に近づいて来ていますが、「取得していない」も 12.5％

の割合です。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

11.3％と他の理由に比べ多くなっています。 

一方で、父親は、「取得していない」の割合が 89.3％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」「収入減と

なり経済的に苦しくなる」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。 

 

９ 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 36）（1：満足度が低い、5：満足度が高い）につ

いては、「4」の割合が 34.5％と最も高く、次いで「3」の割合が 31.5％、「5」の割合が 18.6％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 37）については、「3」の割合が 43.6％と最も高く、次いで「2」の割合が

22.9％、「4」の割合が 18.6％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（1651件） 

 

１ 子育て支援施設・子育て支援サービスについて（806件） 

① 保育園(244件) 

• 駅近くに午後 8 時まで預ってくれる施設、もしくは、保育園が午後 8 時まで開いている

環境が欲しい。 

• 待機児童の解消をして欲しい、保育所を増やして欲しい。 

 

② 幼稚園(64件) 

• 公立幼稚園を 2年保育ではなく 3年保育にして欲しい。 

• 公立幼稚園について、給食があるとありがたい。 

• 現在の幼稚園、保育園がすべて「こども園」のように親の就労に関わらず利用できる仕組

みに一本化されたら良い。 

 

③ 各種保育サービス（延長・休日保育、一時預かり、病児保育、保育コンシェルジュ等） 

(123件) 

• 病児・病後児保育施設をもっと増やして欲しい。一時預かりの場所を増やして欲しい（子

育て支援センターなどでの実施）。 

• ファミリー・サポート・センターなどの手続き方法をもっと気軽に使えるよう分かりや

すくして欲しい。 

• 土日祝などの子どもの預かり場所がない、土日祝も子どもを遊ばせられる施設があれば

良いと思う。 

 

④ 各種地域事業（赤ちゃん広場、子育て支援センター、マロニエ、ラッコひろばなど）(98

件) 

• マロニエやおだぴよのように室内で遊べる場所がもっと増えてくれるとありがたい。 

• 職員の対応と施設改善を希望する。（ランチでは場所を移らないといけないので困る）。 

 

⑤ 学校・放課後、放課後児童クラブ（学童保育）(81件) 

• 放課後児童クラブの受け入れシステムが整ってきているが、運営している指導員の質を

向上して欲しい。 

• 放課後児童クラブの開いている時間を延長して欲しい、一時預かり対応もして欲しい。 

 

⑥ 子育てに関する情報(73件) 

• どこに行けば効率良く、必要なサービスを探せるかがわからない。 

• 市のホームページ更新をタイミングよく行って欲しい、行政発信用子育てアプリ等を充

実して欲しい。 

• 幼稚園や保育園の情報、健診がいつあるのかわかる、一覧表やパンフレット、説明資料な

どあると良い。 
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⑦ 子育てに関する相談等(33件) 

• 子どものことを相談できる機関が、もっとたくさんあると良い。また、共働きの家庭にと

っては、土、日に相談窓口があるとたすかる。 

• 保育コンシェルジュについては知っているが、保育所についての相談を“親身”になって

受けられるところがもっと欲しい。 

• 気軽に相談できる場を知りたいがどのように調べて良いか分らないので、窓口や専用ダ

イヤル等があったら嬉しい。 

 

⑧ ひとり親家庭・障がいのある子どもへの支援等(37件) 

• ひとり親に対する支援がもっとあると良いと思う。手当の金額がもっと上がると助かる。 

• 支援センターや、保育園、幼稚園など、障がいや病気の子が、周りに気をつかいながらで

はなくのびのび元気に過ごせる場所が欲しい。 

• 障がいをかかえている子やその家族へのサポートや学習面でのフォロー施設があると嬉

しい。 

 

⑨ その他子育て支援サービス(53件) 

• 産前・産後だけでなくその後の子育てにおいても誰かに相談したいと思うことが多くあ

るので、ベテラン保育士や幼稚園教諭のかたの話が聞けるママパパ教室があると良いと

思う。 

• 母親・父親学級が保健センターでしかなかったので、他の場所でも開催して欲しい。 

• みんながみんな、上手にコミュニケーションを取ってやっていけるわけではないことを、

少しでも考えて欲しい。精神面のケアを頼みやすい場所があると助かる。 

• ママ友というものは自然とできるものだと思っていたが、現実は違う。市でなにか繋が

りを作っていただけたら嬉しい。 

• 働く母親の家事、育児をサポートできるサービスが欲しい。 

 

２ 子育て環境（474件） 

⑩ 子どもの遊び場等(298件) 

• きょうだい一緒になって遊べる施設が少ないと思う。 

• 遊び場、公園の数が少ない。広くて、遊具が多い場所を作って欲しい。 

• ０～２才ぐらいの子が遊べる施設等がマロニエぐらいしかないと思う。 

 

⑪ 子育てに関するまちづくり(20件) 

• 子どもが産まれて初めて気付いた事が、小田原は道が非常に悪い。また、車のマナーも良

くない。 

• 駅ビルには授乳室やベビーカートがあると安心できる。 

• おだぴよに駐車場があったらもっと行けるのにと思う。 
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⑫ 子どもの安全(7件) 

• 地域で落ちついて遊べる公園の整備と安全な遊具の整備をお願いしたい。 

• 各公園の遊具の設備の見直しをして欲しい（安全面、衛生面）。 

• 小学校、中学校へ通う事になった時の通学路の安全面が心配。 

 

⑬ 地域とのつながり、協力等(4件) 

• 地域全体で子どもを育てていく、というスタンスが見えない。 

• 地域自治の力、元気な高齢のかたがたの力をお借りして、子どもが安心して過ごせる場

所、親が安心して子どもを預けて仕事が出来る環境作りを希望する。 

• 近所のおじいちゃんおばあちゃんと一緒に交流できるチャンスが少ない。 

• 老人ホーム内に、未就園児や未就学児が遊べる部屋などを作って、交流も含めて、地域で

子育てと介護ができると良いと思う。 

 

⑭ 母子保健・小児医療(35件) 

• 子どもの予防接種の種類・接種回数が多いので、いつ何を接種すべきか、何と何のワクチ

ンを同時接種して良いのか分かる表を、子どもが産まれた家庭や子どもがいる家庭に配

布して欲しい。 

• 子どもの発達に不安がある時、すぐに（３ケ月待ちといった期間を待たずに）受診できる

発達クリニックが市内にあると嬉しい。 

• 医療費の所得制限を廃止してもらいたい。出産費用を援助したり通院費を無料にして欲

しい。 

• 乳幼児健康診査を現状からもっと頻度を増やして欲しい。 

 

⑮ 公共施設の整備等(110件) 

• 公共施設でオムツが捨てられないのは困る。ベビーカーでバスが乗れる様にして欲しい。 

• 車がないと施設が利用しにくい。バスの時間などを増やして欲しい。 

• 子どもを遊ばせるスペースやトイレが汚い。 

• 支援センターでなくても、駅周辺におむつ替えや授乳ができる清潔な場所が欲しい。 

• 支援センターや図書館、保健センターなど小田原駅から離れた場所にあることが多く、

車をもたない人は非常に利用しにくい。 

• 駅前などの喫煙場所が道端にありすぎて子どもを歩かせたくない。 

 

３ 子育てに関する親の状況(4件) 

⑯ 子育てと仕事の両立（4件） 

• 子どもも病児保育など、なれていない環境だと嫌がることが多い。いつも通う保育施設

に、病児をあずかれる場所が欲しい。 

• 事業内保育施設設置を企業と一体となって推進して欲しい。 

• 女性登用の多い大きな企業には託児所開設で優遇措置、パートから社員になると託児利

用料値引き、急な欠勤者の穴埋めした人員には、いくらかその時間給料に上乗せなどの

制度があると良い。 
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４ 行政について（337件） 

⑰ 金銭的支援等(63件) 

• 働きたくても働けない専業主婦家庭は幼児教育無償化で金額無償にならず、生活を切り

つめている。 

• 育児休業が取得できない世帯への経済的支援をしていただきたい。 

• 児童手当の増額/延長保育の無償化を希望する。 

• 制服代の支援があると良い。 

• 産後ケア施設をもう少し気軽に利用できるような助成制度があったら、身体の負担が減

るのかなと思う。 

• 出産育児一時金が足りず自費で負担、更に妊娠初期や検査では補助券が使えず負担が大

きい。 

• 経済的に余裕がないので共働きをしているのに、収入に応じて保育料が高くなり困る。 

• 身体障がい者や精神障がい者など疾患を持っている家庭において、保育料の免除や減免、

補助金など金銭的な支援があると助かる。 

 

⑱ 幼児教育無償化(51件) 

• 幼児教育の無償化は助かるが、それよりも待機児童を減らす、なくすのが先なのではな

いか。 

• ぜひ幼児教育の無償化を実現させて欲しい。 

• 幼児無償化はありがたい話だと思うが、その影響で先生がたの過労働による質の低下に

つながることは、さけて欲しい。 

• 幼児保育の無償化にともない、幼稚園、保育園の入園が更に厳しくなるのではと感じて

いる。 

 

⑲ その他子育てに関する要望(193件) 

• 駅とかに、二次的な保育ステーションがあると良いのではと思う。 

• 幼稚園での未就園児教室のようなものを。例えばダイナシティ集合で皆でクリスマスツ

リーの見学や簡単な手遊び等あると気楽に参加できると思う。 

• 同年齢（同学年ではなく早生まれなどしぼった範囲）の子どもを持つ親同士の交流があ

ると良い。 

• 南足柄市で行っている「ばぁばクラブ」の様な、託児可能な施設をもっと増やして欲し

い。 

• 母子手帳の交付場所が何故１ヶ所になってしまったのか。 

• 引越して来た場合、預ける親戚もおらず、母親が働き始める事が困難なのに、現在働いて

ないことで保育園に入れず、さらに仕事を始める事が難しくなっていく。 

• 夜間・休日診療に対応しているのが保健センターのみだか、車がないと行きにくい。 

• 子育て支援センター以外に民間のサポート（サマサマ、タッチハグ、在宅のベビーマッサ

ージなど）が充実しており、ママ友が作りやすい環境であるのが良い。 

• 子育て支援施設やサービスは充実していると思うので、利用のきっかけ作りをサポート

してもらえると嬉しい。 

• 助産師の訪問も、新生児だけではなく、希望者には半年や１才・２才等の時点の訪問もあ

ると良いと思う。 

• 地域サークルの実施が少ないので増やして欲しい。 

• 子どもとリフレッシュしに気軽に行けるような市内に温水プールが欲しい。 
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⑳ その他子育て以外に関する要望等(30件) 

• 保活に関する情報は、妊娠中の保健指導でも提供して欲しかった。 

• 短時間勤務をしているが、現状で帰れる日は週に１日程。制度があっても職場長の理解

がないので帰れる雰囲気ではない。社会全体での理解がもっと必要。 

• 子育て支援も良いが、不妊治療や産婦人科、不妊治療専門の病院の誘致などにも力を入

れてもらいたい。 

• 保育園の先生がたの負担を減らすことが、今、一番必要なことなのではないか。 

 

５ その他（30件） 

㉑ アンケートの感想等(20件) 

㉒ 市への要望等(8件) 

㉓ その他(2件) 
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Ⅴ 資料 

【アンケート依頼】 
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【調査票】  
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小学生調査
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【小学生調査】 

Ⅵ 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平成 27

年４月に施行されました。市町村は地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズを把握し、

５年間を計画期間とする｢市町村子ども･子育て支援事業計画｣を定めるものとされています。小

田原市においても、平戒 27年度を始期とする子ども･子育て支援事業計画を策定し、計画に基づ

いた対策を実施してきましたが、計画期間の終期が平成 31年度(2019年度)であることから、平

成 32年度(2020年度)を始期とする第二期子ども･子育て支援事業計画の策定をおこないます。こ

の調査は、第二期子ども･子育て支援事業計画を策定するうえで必要となる事業及びその規模の

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 30年 11月 1日現在で、小田原市在住の小学校１年生～6年生の保護者 

 

３ 調査期間 

平成 30年 12月 8日から平成 30年 12月 27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 

１年生 306通 159通 52.0％ 

２年生 304通 137通 45.1％ 

３年生 390通 194通 49.7％ 

４年生 303通 144通 47.5％ 

５年生 357通 146通 40.9％ 

６年生 340通 128通 37.6％ 

合計 2,000通 908通 45.4％ 

※「学年回答なし・誤記入」が 5通ありましたが、上記有効回収数には含めず、

調査結果でも集計対象外としています。「学年回答なし・誤記入」の 5 通を

含めた総回収数は 913通で、総回収率は 45.7％です。 
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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。 

・「無回答」については、単純集計のグラフには割合を表示していますが、「無回答」の割合に

ついては、コメントの対象外としいます。 

・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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Ⅶ 調査結果 

１ お住まいの地域について 

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 34.5％と最も高く、

次いで「川東南部」の割合が 29.5％、「川西

北部」の割合が 20.5％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、川勾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5

14.4

34.5

29.5

1.1

0 20 40 60 80 100

川西北部

川東北部

川西南部

川東南部

無回答

N=908
％ 
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問２ あて名のお子さんが通っている小学校の名前を記入してください。 

小学校別のニーズ調査の回答構成は、

「国府津小学校」の 6.9％から「湘南白百

合学園小学校」「私立小学校」の 0.1％まで

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7

1.5

5.2

6.6

1.5

2.2

2.4

2.9

6.6

4.1

4.2

5.3

4.2

2.6

6.9

2.9

1.1

1.1

4.8

2.1

3.3

6.5

3.6

5.9

4.3

0.2

0.3

0.1

0.2

0.1

0.3

0 20 40 60 80 100

三の丸小学校

新玉小学校

足柄小学校

芦子小学校

大窪小学校

早川小学校

山王小学校

久野小学校

富水小学校

町田小学校

下府中小学校

桜井小学校

千代小学校

下曽我小学校

国府津小学校

酒匂小学校

片浦小学校

曽我小学校

東富水小学校

前羽小学校

下中小学校

矢作小学校

報徳小学校

豊川小学校

富士見小学校

小田原養護学校

函嶺白百合学園小学校

湘南白百合学園小学校

湘南学園小学校

私立小学校

無回答

N=908

％ 
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２ お子さんとご家族の状況について 

問３ あて名のお子さんの学年をうかがいます。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「３年生」の割合が 21.4％と最も高く、

次いで「１年生」の割合が 17.5％、「５年

生」の割合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

問４ 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。お２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、末子のかたの生

年月を記入してください。 

（１）きょうだい数 

「２人」の割合が 49.2％と最も高く、次

いで「１人」の割合が 23.5％、「３人」の割

合が 22.2％となっています。 

 

 

 

 

 

（２）末子の年齢 

「６歳～８歳」の割合が 26.9％と最も高

く、次いで「３歳～５歳」の割合が 23.7％、

「０歳～２歳」の割合が 14.1％となってい

ます。 

 

 

 

問５ この調査票に回答いただくかたはどなたですか。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 89.2％、「父親」の割合

が 10.1％となっています。 

 

 

 

 

23.5

49.2

22.2

3.3

1.1

0.7

0 20 40 60 80 100

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

N=908

17.5

15.1

21.4

15.9

16.1

14.1

0.0

0 20 40 60 80 100

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

無回答

N=908

14.1

23.7

26.9

35.4

0 20 40 60 80 100

0歳～2歳

3歳～5歳

6歳～8歳

無回答

N=908

89.2

10.1

0.6

0.1

0 20 40 60 80 100

母親

父親

その他

無回答

N=908

％ 

％ 

％ 

％ 
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問６ この調査票に回答いただいているかた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 92.4％、「配

偶者はいない」の割合が 6.9％となってい

ます。 

 

 

 

 

問７ 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。 

「父母ともに」の割合が 54.5％、「主に

母親」の割合が 43.6％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８ 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。現在、産休、育休、介護休業中のかたは、休業に入る前の状況でお答えください。 

（１）母親の就労状況 

「就労している」の割合が 72.2％と最も

高く、次いで「以前は就労していたが、現

在は就労していない」の割合が 20.4％とな

っています。 

 

 

 

 

① １週当たり日数 

「５日」の割合が 52.2％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 20.2％、「３日」の割

合が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

54.5

43.6

0.7

0.6

0.0

0.7

0 20 40 60 80 100

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

N=908

72.2

20.4

4.7

2.7

0 20 40 60 80 100

就労している

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

N=897

92.4

6.9

0.7

0 20 40 60 80 100

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

N=908

2.3

4.5

14.4

20.2

52.2

5.1

0.3

1.1

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

N=648

％ 

％ 

％ 

％ 

就労している 
  
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 
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② １日当たり時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 28.7％

と最も高く、次いで「５時間未満」の割合

が 20.4％、「５時間～６時間未満」の割合

が 15.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 家を出る時刻 

「８時台」の割合が 45.5％と最も高く、

次いで「７時台」の割合が 25.8％、「９時

台」の割合が 16.5％となっています。 

 

 

 

 

 

④ 帰宅時刻 

「18時前」の割合が 64.0％と最も高く、

次いで「18時台」の割合が 23.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4

15.9

13.9

10.6

28.7

4.9

2.0

0.5

1.2

1.9

0 20 40 60 80 100

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

N=648

0.2

1.9

25.8

45.5

16.5

3.1

7.1

0 20 40 60 80 100

6時前

6時台

7時台

8時台

9時台

10時以降

無回答

N=648

64.0

23.0

6.5

1.1

0.5

0.6

0.0

0.0

0.0

4.3

0 20 40 60 80 100

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

N=648

％ 

％ 

％ 
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⑤ 「以前は就労していたが、現在は就労していない」または、｢これまで就労したことがない｣

人の就労希望または就労見込み 

「子どもが大きくなったら就労したい」

の割合が 45.8％と最も高く、次いで「就労

希望はあるが、時間や場所などの条件が合

う仕事が見つからない」の割合が 23.1％、

「就労希望はない」の割合が 13.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

（２）父親の就労状況 

「就労している」の割合が 95.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

① １週当たり日数 

「５日」の割合が 68.6％と最も高く、次

いで「６日」の割合が 26.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

② １日当たり時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 28.2％

と最も高く、次いで「10 時間～11 時間未

満」の割合が 24.7％、「９時間～10時間未

満」の割合が 18.1％となっています。また、

「12時間以上」の割合も 16.8％となってい

ます。 

 

 

 

95.2

0.5

0.0

4.3

0 20 40 60 80 100

就労している

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

N=842

7.6

23.1

9.3

45.8

13.8

0.4

0 20 40 60 80 100

半年以内に就労する見込みがある

就労希望はあるが、時間や場所など

の条件が合う仕事が見つからない。

就労希望はあるが、子どもを預ける

場所がない

子どもが大きくなったら就労したい

就労希望はない

無回答

N=225

0.0

0.0

0.9

0.7

68.6

26.6

2.6

0.6

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

N=802

0.2

0.1

0.1

0.6

28.2

18.1

24.7

7.6

16.8

3.5

0 20 40 60 80 100

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

N=802

％ 

％ 

％ 

％ 

就労している 
  
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 

半年以内に就労する見込みがある 

 
就労希望はあるが、時間や場所など

の条件が合う仕事が見つからない 
 
就労希望はあるが、子どもを預ける場

所がない 

 

子どもが大きくなったら就労したい 

 

就労希望はない 

 

無回答 
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③ 家を出る時刻 

「７時台」の割合が 42.4％と最も高く、

次いで「６時台」の割合が 23.3％、「８時

台」の割合が 17.5％となっています。また、

「６時前」の割合も 6.4％となっています。 

 

 

 

 

④ 帰宅時刻 

「20時台」の割合が 18.3％と最も高く、

次いで「19時台」の割合が 17.0％、「18時

台」の割合が 15.2％となっています。また、

「24時以降」の割合も 1.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 「以前は就労していたが、現在は就労していない」または、｢これまで就労したことがない｣

人の就労希望または就労見込み 

「子どもが大きくなったら就労したい」

が 45.8％、「就労希望はあるが、時間や場

所などの条件が合う仕事が見つからない」

が 23.1％、「就労希望はない」が 13.8％と

なっています。 

 

6.4

23.3

42.4

17.5

3.2

1.9

5.4

0 20 40 60 80 100

6時前

6時台

7時台

8時台

9時台

10時以降

無回答

N=802

12.3

15.2

17.0

18.3

14.7

11.3

5.2

1.0

0.1

4.7

0 20 40 60 80 100

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

N=802

％ 

％ 

％ 
7.6

23.1

9.3

45.8

13.8

0.4

0 20 40 60 80 100

半年以内に就労する見込みがある

就労希望はあるが、時間や場所など

の条件が合う仕事が見つからない

就労希望はあるが、子どもを預ける

場所がない

子どもが大きくなったら就労したい

就労希望はない

無回答

N=225

半年以内に就労する見込みがある 

 
就労希望はあるが、時間や場所など

の条件が合う仕事が見つからない 
 
就労希望はあるが、子どもを預ける場

所がない 

 

子どもが大きくなったら就労したい 

 

就労希望はない 

 

無回答 
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問９ （1）-3あるいは（2）-3で〔１.半年以内に就労見込みがある。〕に○をつけたかたな

ど、今後、保護者のかたが就労により放課後の子どもをみることが難しくなるかたにうか

がいます。その際、お子さんは放課後の時間をどのように過ごす予定ですか。当てはまる

番号すべてに○をつけ、それぞれの週当たり日数を数字で記入してください。〔放課後児童

クラブ〕については、利用希望時間も記入してください。 

「自宅」の割合が 47.6％と最も高く、次

いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラ

ブ）や学習塾」の割合が 28.6％、「祖父母宅

や友人・知人宅」の割合が 23.8％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 

「２日」が５件、「５日」が 3件、「３日」、

「７日」がそれぞれ 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 祖父母宅や友人・知人宅 

「５日」が 2件、「1日」、「２日」、「４日」

がそれぞれ 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.6

23.8

28.6

9.5

0.0

0.0

4.8

0.0

28.6

0 20 40 60 80 100

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）

や学習塾

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

か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（子ども会など）

民間事業者での預かり

その他

無回答

N=21

0.0

50.0

10.0

0.0

30.0

0.0

10.0

0.0

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

N=10

20.0

20.0

0.0

20.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

N=5

％ 

％ 

％ 

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）や学習塾  
放課後児童クラブ（片浦小に通学

のか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 （子ども会など）  

 

民間事業者での預かり  

 

その他 

 

無回答 
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③ 習い事（ピアノ教室、サッカークラブ）や学習塾 

「２日」、「３日」がそれぞれ 2件、「1日」、

「５日」がそれぞれ１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

④ 放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教室） 

「５日」が 2件となっています。 

 

④－１ 希望終了時間 

「17時台」が 1件、「18時以降」が 1件となっています。 

 

⑤ ファミリー･ サポート･ センター 

有効回答はありません。 

 

⑥ 地域活動（子ども会など） 

有効回答はありません。 

 

⑦ 民間事業者での預かり 

「５日」が 1件となっています。 

 

⑧ その他 

有効回答はありません。 

 

16.7

33.3

33.3

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

N=6
％ 
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４ お子さんの地域の子育て支援の利用状況について 

問 10 平日の放課後、あて名のお子さんはどのように過ごしていますか。時間帯ごとに最も多

い過ごし方を、それぞれの時間帯ごとに１つだけ下の【選択肢表】から選び、番号を記入

してください。 

（１）時間帯ごとの過ごし方 

① 14～16時 

「小学校にいる（下校前である）」の割合

が 57.9％と最も高く、次いで「自宅等で保

護者や兄弟姉妹、祖父母等の家族と一緒に

いる」の割合が 12.6％、「放課後児童クラ

ブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教

室）を利用している」の割合が 11.2％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.9

12.6

0.7

1.8

11.2

0.1

0.0

0.9

7.4

1.4

0.2

2.6

0.3

2.9

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知

人などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学

のかたは放課後子ども教室）を利

用している

ファミリー・サポート・センターの支

援会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共

施設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908
％ 

小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている 
 
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 

 

民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 
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② 16～18時 

「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等

の家族と一緒にいる」の割合が 33.8％と最

も高く、次いで「習い事や学習塾に行って

いる」の割合が 28.6％、「放課後児童クラ

ブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教

室）を利用している」の割合が 11.7％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

33.8

2.1

28.6

11.7

0.1

0.0

1.1

10.9

3.4

0.4

4.3

0.3

2.6

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知

人などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学

のかたは放課後子ども教室）を利

用している

ファミリー・サポート・センターの支

援会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共

施設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908 ％ 
小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている  
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 
 
民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 
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③ 18～20時 

「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等

の家族と一緒にいる」の割合が 85.5％と最

も高く、次いで「習い事や学習塾に行って

いる」の割合が 8.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

85.5

1.7

8.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

3.1

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている

ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908 ％ 
小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている  
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 
 
民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 
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④ 20時以降 

「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等

の家族と一緒にいる」の割合が 93.8％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

93.8

0.8

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.8

3.2

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知

人などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学

のかたは放課後子ども教室）を利

用している

ファミリー・サポート・センターの支

援会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共

施設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908
％ 

小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている  
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 
 
民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 
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問 10-1 学校が休みの土曜日や日曜日・祝日に、あて名のお子さんはどのように過ごしていま

すか。時間ごとに最も多い過ごし方を、それぞれの時間帯ごとに１つだけ下の【選択肢

表】から選び、番号を記入してください。 

（１）土曜日 

① 朝起きてから昼食まで 

「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等

の家族と一緒にいる」の割合が 67.4％と最

も高く、次いで「習い事や学習塾に行って

いる」の割合が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

67.4

2.9

18.9

0.9

0.0

0.8

0.4

2.8

1.1

0.0

1.3

1.5

1.9

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知

人などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学

のかたは放課後子ども教室）を利

用している

ファミリー・サポート・センターの支

援会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共

施設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908 ％ 
小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている  
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 
 
民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 
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② 昼食後、夕食まで 

「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等

の家族と一緒にいる」の割合が 57.2％と最

も高く、次いで「習い事や学習塾に行って

いる」の割合が 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

57.2

3.2

21.6

0.7

0.0

0.6

0.6

5.7

3.0

0.4

1.0

3.7

2.2

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知

人などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学

のかたは放課後子ども教室）を利

用している

ファミリー・サポート・センターの支

援会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共

施設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908
％ 

小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている  
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 
 
民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 



124 

③ 夕食後 

「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等

の家族と一緒にいる」の割合が 94.6％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

94.6

1.4

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

2.1

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている

ファミリー・サポート・センターの支

援会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共

施設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908 ％ 
小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている  
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 
 
民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 
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（２）日曜日・祝日 

① 朝起きてから昼食まで 

「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等

の家族と一緒にいる」の割合が 73.5％と最

も高く、次いで「習い事や学習塾に行って

いる」の割合が 15.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

73.5

2.3

15.9

0.1

0.0

1.1

0.0

2.3

0.8

0.0

0.4

1.7

1.9

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている

ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908 ％ 
小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている  
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 
 
民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 



126 

② 昼食後、夕食まで 

「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等

の家族と一緒にいる」の割合が 68.6％と最

も高く、次いで「習い事や学習塾に行って

いる」の割合が 12.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

68.6

2.4

12.3

0.0

0.0

0.8

0.0

4.6

2.9

0.4

0.3

5.4

2.0

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知

人などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学

のかたは放課後子ども教室）を利

用している

ファミリー・サポート・センターの支

援会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共

施設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908
％ 

小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている  
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 
 
民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 
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③ 夕食後 

「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等

の家族と一緒にいる」の割合が 95.5％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

95.5

0.8

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.2

2.2

0 20 40 60 80 100

小学校にいる（下校前である）

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる

祖父母宅や知人宅で祖父母や知

人などと過ごしている

習い事や学習塾に行っている

放課後児童クラブ（片浦小に通学

のかたは放課後子ども教室）を利

用している

ファミリー・サポート・センターの支

援会員宅で過ごしている

地域活動（子ども会など）に参加し

ている

民間事業者での預かりを利用して

いる

公園など屋外の遊び場で友人と遊

んでいる

友人宅やショッピングセンターなど

で友人と遊んでいる

図書館、地域センターなどの公共

施設に友人と行っている

自宅等で、ひとりで過ごしている

その他

無回答

N=908
％ 

小学校にいる（下校前である） 

 

自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母

等の家族と一緒にいる 

 

祖父母宅や知人宅で祖父母や知人

などと過ごしている 

 

習い事や学習塾に行っている 

 

放課後児童クラブ（片浦小に通学の

かたは放課後子ども教室）を利用し

ている  
ファミリー・サポート・センターの支援

会員宅で過ごしている 

 

地域活動（子ども会など）に参加して

いる 
 
民間事業者での預かりを利用してい

る 

 

公園など屋外の遊び場で友人と遊ん

でいる 

 

友人宅やショッピングセンターなどで

友人と遊んでいる 

 

図書館、地域センターなどの公共施

設に友人と行っている 

 

自宅等で、ひとりで過ごしている 

 

その他 

 

無回答 
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問 11 問９あるいは問 10で〔5．放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教

室）で過ごしている〕を選んだかたにうかがいます。  放課後児童クラブの利用日数はど

れくらいですか。また土曜日の利用はどれくらいですか。それぞれ利用希望日数を記入し

てください。 

（１）１週当たり日数 

「５日以上」の割合が 61.3％と最も高く、

次いで「４日」の割合が 20.6％、「３日」の

割合が 6.9％となっています。 

 

 

 

 

（２）土曜日の利用日数（１か月当たり） 

「４日以上」の割合が 3.8％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

問 11-1 放課後児童クラブは何時まで利用していますか。また、希望としては何時まで利用し

たいですか。それぞれ時間を記入してください。 

（１）平日 

① 現在の利用時間 

ア １日当たり 

「３時間～４時間未満」の割合が 35.6％

と最も高く、次いで「２時間～３時間未満」

の割合が 33.1％、「４時間以上」の割合が

10.6％となっています。 

 

 

 

イ 開始時間 

「15時前」の割合が 45.0％と最も高く、

次いで「15時台」の割合が 43.1％となって

います。 

 

 

 

 

1.3

2.5

6.9

20.6

61.3

7.5

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日以上

無回答

N=160

3.1

1.3

1.9

3.8

90.0

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日以上

無回答

N=160

0.6

10.0

33.1

35.6

10.6

10.0

0 20 40 60 80 100

1時間未満

1時間～2時間未満

2時間～3時間未満

3時間～4時間未満

4時間以上

無回答

N=160

45.0

43.1

1.3

0.0

10.6

0 20 40 60 80 100

15時前

15時台

16時台

17時以降

無回答

N=160

％ 

％ 

％ 

％ 
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ウ 終了時間 

「17時台」の割合が 36.9％と最も高く、

次いで「18時以降」の割合が 34.4％、「16

時台」の割合が 17.5％となっています。 

 

 

 

② 希望する利用時間 

ア １日当たり 

「３時間～４時間未満」の割合が 25.0％

と最も高く、次いで「４時間以上」の割合

が 20.6％、「２時間～３時間未満」の割合

が 18.8％となっています。 

 

 

イ 開始時間 

「15時台」の割合が 34.4％と最も高く、

次いで「15時前」の割合が 33.1％となって

います。 

 

 

 

ウ 終了時間 

「18時台」の割合が 23.8％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 21.3％、「19時

以降」の割合が 18.8％となっています。 

 

 

 

 

（２）土曜日  

① 現在の利用時間 

ア １日当たり 

「５時間～６時間未満」の割合が 1.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

2.5

17.5

36.9

34.4

8.8

0 20 40 60 80 100

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

N=160

0.0

3.1

18.8

25.0

20.6

32.5

0 20 40 60 80 100

1時間未満

1時間～2時間未満

2時間～3時間未満

3時間～4時間未満

4時間以上

無回答

N=160

33.1

34.4

1.3

0.0

31.3

0 20 40 60 80 100

15時前

15時台

16時台

17時以降

無回答

N=160

1.3

6.3

21.3

23.8

18.8

28.8

0 20 40 60 80 100

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

N=160

0.0

0.6

1.9

0.6

1.3

95.6

0 20 40 60 80 100

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

無回答

N=160

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 
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イ 開始時間 

「８時台」の割合が 6.3％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

ウ 終了時間 

「13時台」の割合が 11.9％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 希望する利用時間 

ア １日当たり 

「５時間～６時間未満」が 2件、「６時間

～７時間未満」、「７時間～８時間未満」が

それぞれ１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

イ 開始時間 

「８時より前」の割合が 13.1％と最も高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

6.3

3.1

0.0

0.0

0.0

90.6

0 20 40 60 80 100

8時台

9時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

N=160

11.9

1.3

1.9

0.6

0.6

3.1

1.9

78.8

0 20 40 60 80 100

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

N=160

0.0

0.0

1.3

0.6

0.6

97.5

0 20 40 60 80 100

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

無回答

N=160

13.1

4.4

1.9

0.0

0.0

0.6

80.0

0 20 40 60 80 100

8時より前

8時台

9時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

N=160

％ 

％ 

％ 

％ 
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ウ 終了時間 

「1３時前」の割合が 9.4％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 お子さんを放課後子ども教室に参加させたいですか。（児童クラブ入所児童も参加可能で

す。また、すでに実施している学校で、対象の学年から外れている場合も、参加可能であ

った場合の希望として回答してください。 

「どちらともいえない」の割合が 48.6％

と最も高く、次いで「参加させたい」の割

合が 28.7％となっています。 

 

 

 

 

問 12-1 問 12で〔1〕を選んだかたにお聞きします。放課後子ども教室に参加させたい理由は

何ですか？（複数回答可） 

「宿題や勉強を見てくれるから」の割合

が 67.8％と最も高く、次いで「学校内で開

設しているので安心だから」の割合が

66.3％、「体験活動をさせてみたいから」の

割合が 54.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

0.6

1.3

0.6

0.6

3.1

1.3

2.5

80.6

0 20 40 60 80 100

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

N=160

28.7

48.6

16.7

5.9

0 20 40 60 80 100

参加させたい

どちらともいえない

参加させたくない

無回答

N=908

67.8

54.4

66.3

27.2

29.1

22.2

6.5

0.0

0 20 40 60 80 100

宿題や勉強を見てくれるから

体験活動をさせてみたいから

学校内で開設しているので安心だ

から

他クラス、他学年と交流させたい

から

放課後から１時間程度預かっても

らえるから

放課後児童クラブを利用しており、

その間に参加できるから

その他

無回答

N=261

％ 

％ 

％ 
宿題や勉強を見てくれるから 

 
体験活動をさせてみたいから 

 

学校内で開設しているので安心だから 

 

他クラス、他学年と交流させたいから 

 
放課後から１時間程度預かってもらえ

るから  
放課後児童クラブを利用しており、その

間に参加できるから 

 

その他 

 

無回答 
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問 12-2 問 12で〔2〕〔3〕を選んだかたにお聞きします。〔2〕〔3〕を選んだ理由を教えてくだ

さい。（複数回答可） 

「活動内容が分からない」の割合が

37.4％と最も高く、次いで「習い事等で参

加できない」の割合が 30.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

問 12-3 今後、放課後子ども教室にどのようなことを希望されますか。問１２で〔２〕〔３〕を

選んだかたはどのようになれば参加させたいと思いますか？（複数回答可） 

「スポーツや体を動かす活動の充実」の

割合が 39.4％と最も高く、次いで「宿題な

どの学習支援の充実」の割合が 33.5％、「体

験活動の充実」の割合が 30.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.4

30.7

18.7

5.6

11.8

22.3

23.1

1.3

0 20 40 60 80 100

活動内容が分からない

習い事等で参加できない

内容に魅力を感じない

実施回数が少ない

実施時間が短い

終了時間が16時では参加できない

その他

無回答

N=593

33.5

30.0

39.4

16.6

21.7

13.3

6.1

17.1

0 20 40 60 80 100

宿題などの学習支援の充実

体験活動の充実

スポーツや体を動かす活動の充実

実施回数の増加

実施時間の延長

特にない

その他

無回答

N=908

％ 

％ 
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問 13 すべてのかたにうかがいます。小学生が放課後を過ごす環境について、今後望むことは

何ですか。当てはまる番号３つまでに○をつけてください。 

「保護者の就労の有無に関わらず、様々

な体験をしながら時間を過ごせる場や機

会の提供」の割合が 43.8％と最も高く、次

いで「街区公園などの身近な遊び場の整備」

の割合が 42.4％、「子どもが自らの発想の

もとに自由に遊べる遊び場の整備」の割合

が 31.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1

23.7

42.4

43.8

31.5

22.1

25.7

8.1

13.5

9.6

6.9

3.5

2.8

0 20 40 60 80 100

放課後児童クラブ、開設時間の拡

大や活動内容の充実

放課後子ども教室の充実

街区公園などの身近な遊び場の整

備

保護者の就労の有無に関わらず、

様々な体験をしながら時間を過ご

せる場や機会の提供

子どもが自らの発想のもとに自由

に遊べる遊び場の整備

室内で、遊具が備えられた遊び場

の整備

気軽に立ち寄ることができる、身近

な地域の居場所の提供

高齢者や幼児など異年齢や世代間

の交流ができる場や機会の提供

地域において、子どもの活動に関

わったり見守りをしてくれる支援者

の増加

放課後や休日の子ども向け事業に

関する情報提供

習い事やスポーツクラブなどに忙し

いので、特に必要はない

その他

無回答

N=908
％ 

放課後児童クラブ、開設時間の拡大

や活動内容の充実 

 

放課後子ども教室の充実 

 

街区公園などの身近な遊び場の整備 

 

保護者の就労の有無に関わらず、

様々な体験をしながら時間を過ごせる

場や機会の提供 

 

子どもが自らの発想のもとに自由に遊

べる遊び場の整備 

 

室内で、遊具が備えられた遊び場の

整備 

 

気軽に立ち寄ることができる、身近な

地域の居場所の提供 

 

高齢者や幼児など異年齢や世代間の

交流ができる場や機会の提供 

 

地域において、子どもの活動に関わっ

たり見守りをしてくれる支援者の増加 

 

放課後や休日の子ども向け事業に関

する情報提供 

 

習い事やスポーツクラブなどに忙しい

ので、特に必要はない 

 

その他 

 

無回答 
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５ 子育て全般について 

問 14 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 37.9％と最も高く、次いで「たまに立ち

話くらいはする」の割合が 27.3％、「気の

合う人と親しくしている」の割合が 18.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 15 子育てについて、気軽に相談できる人はどなたですか。当てはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

「友人や知人」の割合が 81.8％と最も高

く、次いで「祖父母等の親族」の割合が

73.8％、「小学校・幼稚園・保育所等の先生」

の割合が 25.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 現在の暮らしの状況（経済的な面で）をどのように感じていますか。当てはまる番号１

つに○をつけてください。 

「ふつう」の割合が 51.3％と最も高く、

次いで「やや苦しい」の割合が 28.1％、「や

やゆとりがある」の割合が 10.4％となって

います。 

 

 

 

73.8

81.8

14.5

0.2

25.4

2.4

8.3

3.1

1.7

2.1

1.1

0 20 40 60 80 100

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

民生委員・主任児童委員

小学校・幼稚園・保育所等の先生

市の子育て関連窓口や相談機関

かかりつけの医師

特にいない

インターネットやSNSを通じたつながり

その他

無回答

N=908

12.9

18.4

27.3

37.9

1.2

0.2

2.1

0 20 40 60 80 100

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

その他

無回答

N=908

1.3

10.4

51.3

28.1

7.5

1.4

0 20 40 60 80 100

大変ゆとりがある

ややゆとりがある

ふつう

やや苦しい

大変苦しい

無回答

N=908

％ 

％ 

％ 

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 

 

その他 

 

無回答 
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問 17 ご家庭の家計について最も近いもの１つに○をつけてください。 

「収入の範囲でなんとかやりくりして

いる」の割合が 42.5％と最も高く、次いで

「収入は足りていて、毎月貯蓄をしている」

の割合が 27.2％、「収入が足りず、貯蓄を

取り崩している」の割合が 12.7％、「収入

は足りているが、貯蓄はしていない」の割

合が 12.6％となっています。 

 

 

 

 

問 18 お子さんの習い事について、当てはまる番号に○をつけてください。また利用したい日

数や月謝の目安を記入してください。 

「通わせている」の割合が 83.3％、「通

わせていない」の割合が 15.4％となってい

ます 。 

 

 

●習い事をしている  

① 1週あたり日数 

「２日」の割合が 26.7％と最も高く、次

いで「１日」の割合が 25.4％、「３日」の割

合が 20.8％となっています。  

 

 

 

 

 

② 月謝（月当たり金額） 

「7,001円～10,000円」の割合が 20.0％

と最も高く、次いで「10,001円～15,000円」

の割合が 16.3％、「1円～5,000円」の割合

が 15.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

0.8

15.6

10.6

20.0

16.3

14.8

10.8

5.8

5.3

0 20 40 60 80 100

0円

1円～5,000円

5,001円～7,000円

7,001円～10,000円

10,001円～15,000円

15,001円～20,000円

20,001円～30,000円

30,001円～

無回答

N=756

27.2

12.6

42.5

12.7

2.2

1.3

1.5

0 20 40 60 80 100

収入は足りていて、毎月貯蓄をし

ている

収入は足りているが、貯蓄はして

いない

収入の範囲でなんとかやりくりして

いる

収入が足りず、貯蓄を取り崩して

いる

収入が足りず、借金で生活してい

る

その他

無回答

N=908

83.3

15.4

1.3

0 20 40 60 80 100

通わせている

通わせていない

無回答

N=908

25.4

26.7

20.8

16.1

6.9

3.2

0.3

0.7

0 20 40 60 80 100

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

N=756

％ 

％ 

％ 

％ 

収入は足りていて、毎月貯蓄をして
いる  
収入は足りているが、貯蓄はしてい

ない  
収入の範囲でなんとかやりくりして

いる  
収入が足りず、貯蓄を取り崩してい

る  
収入が足りず、借金で生活している 

 

その他 

 

無回答 
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問 19 あなたは、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。 

「3」の割合が 37.0％と最も高く、次い

で「4」の割合が 28.6％、「2」の割合が 16.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 20  お住まいの地域における子育て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 47.0％と最も高く、次い

で「2」の割合が 27.0％、「4」の割合が 11.2％

となっています。 

 

 

 

 

10.7

27.0

47.0

11.2

2.4

1.7

0 20 40 60 80 100

1（満足度が低い）

2

3

4

5（満足度が高い）

無回答

N=908

3.9

16.4

37.0

28.6

12.7

1.4

0 20 40 60 80 100

1（満足度が低い）

2

3

4

5（満足度が高い）

無回答

N=908 ％ 

％ 
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Ⅷ 調査結果のまとめ 

 

１ お子さんの保護者の就労状況について 

保護者の現在の就労状況（問 8）は、母親では、「就労している」の割合が 72.2％と最も高く、

次いで「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が 20.4％となっています。父

親では、「就労している。」の割合が 95.2％となっています。 

 

２ 地域の子育て支援の利用状況について 

平日の放課後の過ごし方（問 10）について、時間帯ごとにみると、14～16時では「小学校に

いる（下校前である）」の割合が 57.9％と最も高く、次いで「自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父

母等の家族と一緒にいる」の割合が 12.6％、「放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後

子ども教室）を利用している」の割合が 11.2％となっています。16～18時では、「自宅等で保護

者や兄弟姉妹、祖父母等の家族と一緒にいる」の割合が 33.8％と最も高く、次いで「習い事や

学習塾に行っている」の割合が 28.6％、「放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ど

も教室）を利用している」の割合が 11.7％となっています。18時以降では「自宅等で保護者や

兄弟姉妹、祖父母等の家族と一緒にいる」の割合が 85％を超えています。平日の放課後の過ご

し方で、「放課後児童クラブ」が一定の役割を果たしていることがわかります。また、「放課後児

童クラブ」の終了時間（問 11-1）ですが、現状は「17時台」の割合が 36.9％と最も高く、次い

で「18時以降」の割合が 34.4％、「16時台」の割合が 17.5％です。希望終了時間は、「18時台」

の割合が 23.8％と最も高く、次いで「17時台」の割合が 21.3％、「19時以降」の割合が 18.8％

であり、現状よりも遅い時間まで利用希望があります。 

「放課後子ども教室」の参加意向（問 12）は、「参加させたい」の割合が 28.7％で、参加さ

せたい理由は、「宿題や勉強を見てくれるから」の割合が 67.8％と最も高く、次いで「学校内で

開設しているので安心だから」の割合が 66.3％、「体験活動をさせてみたいから」の割合が 54.4％

となっています。 

小学生が放課後を過ごす環境について、今後望むこと（問 13）については「保護者の就労の

有無に関わらず、様々な体験をしながら時間を過ごせる場や機会の提供」の割合が 43.8％と最

も高く、次いで「街区公園などの身近な遊び場の整備」の割合が 42.4％、「子どもが自らの発想

のもとに自由に遊べる遊び場の整備」の割合が 31.5％となっており、子どもが過ごす場や機会

の充実が大きなニーズであると言えます。 

 

 

３ 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 19）（１：満足度が低い，５：満足度が高い）に

ついては、「3」の割合が 37.0％と最も高く、次いで「4」の割合が 28.6％、「2」の割合が 16.4％

となっており、平均的な回答が得られています。小田原市における子育ての環境や支援への満足

度（問 20）については，「3」の割合が 47.0％と最も高く，次いで「2」の割合が 27.0％，「4」の

割合が 11.2％となっており，現在の生活の満足度と同様に、平均的な回答が得られています。 
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Ⅸ 自由意見のまとめ（681件） 

 

１ 子育て支援施設・子育て支援サービスについて（254件） 

① 保育園・幼稚園他保育サービス全般(16件) 

• 今年下の子が保育園へ入ったが、待機児童の状況が上の子の時よりも厳しくなっており

大変苦労した。 

• 私立幼稚園就園費補助について負担額の差がありすぎる。 

• 保育園、こども園を増やして欲しい。 

• 子どもを預かる時間を拡大して欲しい。 

 

② 各種保育サービス（延長・休日保育、一時預かり、病児保育、保育コンシェルジュ等）

(21件) 

• 平日のみの勤務でない家庭にも目を向けた支援をぜひお願いしたい。 

• 急でも子どもを預かってくれるサービスが欲しい。 

• 幼稚園の延長保育のように、小学生でも時間制で預かってくれる施設があると良い。 

• 夏休み、春休み、冬休みだけの預け先が欲しい。 

• 公立の保育所に一時預かり保育の制度を実施しているところが無い。 

• 母子家庭で、子どもが体調不良で学校を休むと仕事を休まざるを得ない。 

 

③ 各種地域事業（赤ちゃん広場、子育て支援センター、マロニエなど）(16件) 

• 就学した今では近くに、気軽に相談できる場所がなくなってしまったのが残念。 

• 川東地域はマロニエがあり、小学生は遊ぶ場所が確保されているので放課後も充実した

時間が過ごせていると思う。 

• 上の子（小２）と下の子（１才）を一緒に遊ばせることができる施設が近くに無いこと。 

• 各地域に児童館を開設してくれると安心して遊びに行かすことができる。 

• 支援センターは小さい子向けだけでなく小学生まで居れる場にして欲しい。 

• 子育て支援センターは、ママ友を作りやすいなどもっと利用しやすい環境を作っていた

だけたら嬉しいと思う。 

• 子育て支援センターの開設時間が短かすぎると思う。日曜日が休みなのがおかしいと思

う。 

 

④ 学校・教育(58件) 

• 放課後の学校で習い事ができれば良いと思う。不審者が一番心配な事である。 

• 特に学習面でのサポートを希望する。「塾」や「予備校」など、月々の支払いが高い。 

• 小田原市立の公立学校で、設備や教育内容の差が無いようお願いしたい。 

• 公立の中高一貫校があると良いなと思う。 

• 小学校にエアコンを早く入れて頂きたい。 

• 小・中学校で教育についていけない子どもたちへのサポートを増やして欲しい。 
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⑤ 放課後児童クラブ（学童保育）・放課後こども教室(103件) 

• 放課後子ども教室を、実施していない小学校でも早く始めて欲しい。 

• 希望する時に、短時間預かってもらえる場所があれば助かる。 

• 放課後児童クラブは長期休暇の際、開所時間が遅く閉所時間が早い。 

• 放課後児童クラブの利用学年が６年生までになり、とてもありがたく思っている。 

• 放課後児童クラブで働く職員のかたの質を上げて欲しい。 

• 放課後子ども教室の充実をして欲しい。 

• 放課後子ども教室の参加の仕方がわからない。 

• 夏休みの児童クラブが 8 時開所で大人同伴なのは、市外につとめるかたには厳しいと思

う。 

 

⑥ 子育てに関する相談等(6件) 

• 子どもがＳＯＳを出すことができる場があると良い。 

• 子育てについて気軽に相談できるところが欲しい、土、日、祝日などあいているところが

あったら良い。 

• 母親の生活環境が原因で子どもに支障が出ているのに学校や市や自治体などで相談する

場が無く、病院へ行って相談して下さいと言われ困る。 

• 学校での悩みや相談を聞いてくれる人達が必要だと思う。 

 

⑦ ひとり親世帯・障がいのある子どもへの支援等（20件） 

• 母子家庭で近くに親族もだれもいないため、子どもたちだけで家にいることが多い。金

銭的にも余裕がなく、ファミリー・サポート・センターを利用することも難しい。 

• 子どもは支援級に通っています。登校時や下校時、親の送り迎えが必要で、デイサービス

も利用しており、働きたいと思っても時間などの制限により難しい。 

• 発達障がいに対して、専門の知識があるかたと、普段の様子を知っている先生と、保護者

の三者で話ができる仕組みがあるとありがたいと思う。 

• 「コミュニケーション教室」「ことばの教室」等があるが、通わせるのも大変なので、で

きれば各小学校、中学校に設置してあれば良いと思う。 

• 一人親世帯が県、市営住宅に入居できない場合の、住宅費（家賃）の補助をいただけると

とても助かる。 

 

⑧ その他子育て支援サービス (14件) 

• 少子化で困っているというなら、まずお母さんを助けてくれるサービスが必要。 

• 子育てをしながらファミリー・サポート・センターの支援会員をしていますが、最近の依

頼は休日又は夜間のサポート依頼が多い。 

• 習い事や放課後児童クラブの帰り、そのまま子ども達の自宅へ送る事が出来る様になれ

ば、ファミリー・サポート・センターを使用したいと思うかたも増えるのではないかと思

う。 

• ファミリー・サポート・センターはとても良い制度で利用もしたいが、支援会員のかたが

増えてくれないと、結局、希望する援助が受けられないと思う。 

• ファミリー・サポート・センターがあるのは知っているが、安全性について不安で申し込

みできない。 
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２ 子育て環境（280件） 

⑨ 子どもの遊び場等(194件) 

• 様々な学年が集まる魅力的で緑が豊富な、大きな公園が欲しい。 

• 有料でも良いので、雨天時に自由に遊べる室内施設があったら良い。 

• 公園が少なく、放課後、子どもたちがおもいきり遊べる場所がない。 

• 徒歩（子どものみで）で行ける範囲に図書館や児童館が小田原にはない。 

• 子ども達でボール遊びが出来る場所が少ない。 

 

⑩ 子育てに関するまちづくり(6件) 

• 市民ホールも良いが、学校も老朽化している所がたくさんあるので改善して欲しい。 

• 近所に子どもにとって危険な道路があったり、家の近くの街灯が消えたりした際、すぐ

に対応してもらえなかった。 

• 子ども達が安全で安心して生活できる地域であることが大切であると思う。 

 

⑪ 子どもの安全(17件) 

• 住宅地内でも通り抜けの車が多く、子どもを外へ出しづらい。 

• 通学路の交通安全の確保の取組みがどうなっているのか不安。路側帯しかない交通量の

多い道が通学路となっている。 

• 他の学区に比べると朝や帰りの地域の見守り隊のような人が居ないように感じる。 

 

⑫ 地域とのつながり、協力等(12件) 

• 地域の人が集えるようなお店、カフェ、レストランがあると良い。そこでちょっとしたイ

ベンド等行うと地域の人との交流につながると思う。 

• 公民館の 1階を、下を子どもが利用出来る児童館、2階は福祉センターで小さい子も老人

も交流出来るような施設に変えてもらいたい。 

• 地域の行事を存続できるようなサポートをお願いしたい。 

• 子ども会の役員が大変で仕事との両立が難しく、子ども会に入会できずにいる。 

 

⑬ 母子保健・小児医療(21件) 

• 医療費控除や児童手当等、子どもに関連する控除の所得制限を無くして欲しい。 

• 病院へ行きたいが、医療費の負担が大きい事と、子どもを連れて受診することが出来な

い為、利用できない。 

• 小児医療証が子ども 3 人とも１才までしか頂けなかったので、もう少し長い期間頂ける

とありがたい。 

• 所得制度の上限を、もう少し上げて欲しい。 

 

⑭ 公共施設の整備等(30件) 

• 家から駅までの道に街灯が少ないので、心配。狭い路地をスピードを出して走り去る車

がある。通学時間の交通規則、歩道のない道が多い。 

• 街中に喫煙場所、灰皿が多くおいてあるのを改善して欲しい。 

• 公民館などをもう少し活用して欲しい。 
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３ 子育てに関する親の状況(3件) 

⑮ 子育てと仕事の両立（3件） 

• いろいろな働き方の人がいて、そのような人にどうやってサポートをするべきか、もっ

と考えて欲しい。 

• フルタイムで仕事をしないと生活出来ないため、仕事も休みにくい。一時的に、子どもを

預ってもらえるような施設やスペースが病院内や近くにあると、行きやすい。 

• 夏休み期間、冬休み期間は、朝、学童へ行くとき大人の同行が必要であり、8時以降の学

童の入室というルールであるため、対応することが難しい親も大勢いると思う。 

 

４ 行政について（126件） 

⑯ 金銭的支援等（幼児教育無償化含む）(16件) 

• 習い事や学校の授業料など資金の負担も大きいことから子どもの数の多い事が家計にも

影響することになる。 

• 大学までの教育費の援助が欲しい。 

• 中学・高校・大学と進むにつれ、教育費がかかっていくので、不安はふくらむ。 

• 子育て家庭への優待制度・多子世帯応援制度（協賛店での割引などのサービス）をお願い

したい。 

• 子育て支援金をより充実させていただきたい。 

 

⑰ その他子育てに関する要望(102件) 

• 徒歩圏内に子どもたちが気楽に集うことができるコミュニティエリアをつくってもらえ

るとありがたい。 

• 習字、そろばん等の習い事に公民館をもっと活用してもらいたい。電車が通ってない地

域で、バスの本数も少なく、車の送迎が出来ないと、塾にも行かせてあげられない。 

• 子ども食堂みたいな施設があったら良いと思う。 

• ＰＴＡや子ども会の活動など、共働きの親には負担が大きい。 

• 放課後子ども教室の存在をこのアンケートを通して初めて知った。子ども会についても、

入っておらず良く分からない。地域の活動等、子どもに関しての事をもっと知れる機会

やツールがあれば良いなと思う。 

• 少しの時間、急にあずかって欲しい時に、気がるに行ける場所があれば良いなと思う。 

• 学校や公共施設などで行われるサマースクールを増やして欲しい。 

• 学習ができる図書館の充実を希望する。下の子がいたりしてなかなか家で静かに学習さ

せてあげられない事が悩みで、実現すればお互いに安心できる空間だと思う。 

• 「悩みがあるかたは、〇月〇日の〇時に〇室へ来て下さい。」とお便りはあるけど、本当

に悩みのある子は行けない。 

 

⑱ その他子育て以外に関する要望等 (8件) 

• 図書館の蔵書が不十分で、検索サイトも使い勝手が良くないと感じている。 

• 小田原市は、地元の人は、住みやすいと思うが、他から来た人には、住みにくいと感じ

る。 

• 保育士の待遇をもっと上げるべきだと思う。 

 



142 

５ その他（18件） 

⑲ アンケートの感想等(3件) 

⑳ 市への要望（情報の伝え方）等(6件) 

㉑ その他(7件) 
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Ⅹ 資料 

【アンケート依頼】 
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【調査票】 
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