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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

本調査は、「第２期岸和田市子ども・子育て支援事業計画」の策定資料として、本市に

おける教育・保育事業や子育て支援サービスの利用状況や利用意向、また、子育て世帯の

生活実態などを把握することを目的に実施した。 

 

２ 調査実施概要 

（１）調査設計 

■子ども・子育て支援事業計画策定に関するアンケート調査 

・調査地域 ：岸和田市全域 

・調査対象者：岸和田市内在住の「未就学児」がいる世帯・保護者（就学前児童調査） 

       岸和田市内在住の「小学生」がいる世帯・保護者（小学生児童調査） 

・抽出方法 ：住民基本台帳より無作為抽出 

・調査期間 ：平成30年12月12日～12月28日 

・調査方法 ：郵送配布・郵送回収、途中で督促ハガキを送付 

 

■放課後児童クラブ（チビッコホーム）に関するアンケート調査 

・調査区域 ：岸和田市全域 

・調査対象者：岸和田市内在住の「小学生」がいる世帯・保護者（チビッコホーム児童

調査） 

・抽出方法 ：住民基本台帳より無作為抽出 

・調査期間 ：平成30年12月12日～12月28日 

 ・調査方法 ：郵送配布・郵送回収、途中で督促ハガキを送付 

 

（２）回収状況 

  配布数 有効回収数 回収率 

子ども・子育て支援事

業計画策定に関するア

ンケート調査 

就学前児童調査 2,880件 1,568件 54.4％ 

小学生児童調査 3,240件 1,752件 54.1％ 

計 6,120件 3,320件 54.2％ 

放課後児童クラブ（チ

ビッコホーム）に関す

るアンケート調査 

チビッコホーム

児童調査 

3,240件 

 

1,619件 

(1,997件) 

50.0％ 

 

計 
9,360件 

 

4,939件 

(5,317件) 

52.8％ 

 

※チビッコホーム児童調査については世帯票で送付。下段に括弧書きしているものは児童数。 
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３ 報告書の見方 

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

を四捨五入しているため、比率の合計が100.0％を前後することがある。 

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

る質問についての図表上の表記は、以下のとおりである。 

「ＭＡ％」（Multiple Answer） 

＝回答選択肢の中からあてはまるものをすべて選択する場合 

「２ＬＡ％」（２ Limited Answer） 

＝回答選択肢の中からあてはまるものを２つ以内で選択する場合 

「３ＬＡ％」（３ Limited Answer） 

＝回答選択肢の中からあてはまるものを３つ以内で選択する場合 

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

している場合がある。 

●本文及び図中における「前回調査」とは、平成25年度に実施した「岸和田市子ども・子

育て支援に関するニーズ等調査」の結果のことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前回調査の実施概要】 

○子ども・子育て支援に関するニーズ調査 

・調査対象  ：就学前児童の保護者3,180人、小学生の保護者1,980人 

・調査方法  ：郵送による配布・郵送回収 

・調査期間  ：平成25年12月５日～12月20日 

・回収結果  ：就学前児童の保護者 53.1％ 

        小学生の保護者   51.8％ 

○放課後児童クラブ（チビッコホーム）アンケート調査 

・調査対象  ：小学校に通学する１年生～６年生全員の保護者 

小学校低学年 5,564人 

小学校高学年 6,174人 

・調査方法  ：小学校を通じて配布・回収 

・調査期間  ：平成25年12月５日～12月20日 

・回収結果  ：小学生低学年の保護者 69.6％ 

小学生高学年の保護者 60.0％ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 子ども・子育て支援事業計画策定に関する 

アンケート調査結果 

（就学前児童・小学生児童調査） 
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Ⅱ 子ども・子育て支援事業計画策定に関するアンケー

ト調査結果 

１ 基本的属性                          

（１）居住地区（問１） 

回答者の居住小学校区は、就学前児童では「常盤」が8.4％で最も多く、次いで「光明」

が7.5％、「大宮」が7.0％となっている。小学生児童では「常盤」が8.5％で最も多く、次

いで「城内」、「山直北」がそれぞれ6.8％となっている。 

【小学校区】 

＜就学前＞   ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.5 

5.5 

1.0 

4.1 

4.6 

4.9 

6.5 

1.6 

8.4 

1.2 

0.6 

3.9 

4.3 

7.0 

4.5 

4.4 

4.8 

3.8 

5.1 

7.5 

6.1 

1.6 

1.7 

0.6 

5.0 

0 5 10 15

中央

城内

浜

朝陽

東光

旭

太田

修斉

常盤

天神山

東葛城

春木

大芝

大宮

城北

新条

八木北

八木

八木南

光明

山直北

城東

山直南

山滝

その他

(%)
(n=1,568)

2.1 

6.8 

1.5 

4.9 

5.8 

6.4 

4.3 

1.9 

8.5 

1.9 

0.7 

3.5 

5.1 

5.7 

4.3 

3.9 

4.4 

4.1 

4.8 

6.5 

6.8 

2.2 

2.2 

0.8 

0.7 

0 5 10 15

中央

城内

浜

朝陽

東光

旭

太田

修斉

常盤

天神山

東葛城

春木

大芝

大宮

城北

新条

八木北

八木

八木南

光明

山直北

城東

山直南

山滝

その他

(%)
(n=1,752)
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居住小学校区から地域別に区分すると、就学前は「都市中核地域」が23.8％で最も多く、

次いで「岸和田北部地域」が17.0％、「岸和田中部地域」が15.8％となっている。小学生

は「都市中核地域」が26.8％で最も多く、次いで「岸和田北部地域」が16.9％、「葛城の

谷地域」が15.2％となっている。 

【居住地域】 

＜就学前＞              ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査回答者（問２） 

調査回答者については、就学前・小学生とも「母親」が９割を占めており、就学前は92.0％、

小学生は91.8％となっている。 

【調査回答者】 

＜就学前＞   ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母親

92.0%

父親

4.0%

その他

0.3%

無回答

3.7%

(n=1,568)

母親

91.8%

父親

7.1%

その他

0.5% 無回答

0.5%

(n=1,752)

都市中核地域

23.8%

岸和田北部地域

17.0%

葛城の谷地域

14.8%

岸和田中部地域

15.8%

久米田地域

13.6%

牛滝の谷地域

9.9%

無回答

5.0%

(n=1,568)

都市中核地域

26.8%

岸和田北部地域

16.9%

葛城の谷地域

15.2%

岸和田中部地域

15.0%

久米田地域

13.3%

牛滝の谷地域

12.0%

無回答

0.7%

(n=1,752)
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（３）子どもの年齢・学年（問３） 

就学前の子どもの年齢は、「２歳」が17.7％で最も多く、次いで「４歳」が16.7％となっ

ている。小学生の子どもの学年は、「小学１年生」が17.8％で最も多く、次いで「小学３

年生」が16.8％となっている。 

【子どもの年齢・学年】 

＜就学前＞   ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）子どもの人数（問４） 

子どもの人数は、就学前は「２人」が50.4％で最も多く、次いで「３人」が20.8％で、

平均人数は2.1人となっている。小学生は「２人」が54.5％で最も多く、次いで「３人」

で、平均人数は2.2人となっている。 

【子どもの人数】 

＜就学前＞   ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.3 

15.6 

17.7 

14.5 

16.7 

15.6 

4.6 

0 10 20

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

(%)(n=1,568)

17.8 

16.3 

16.8 

14.9 

15.1 

16.2 

3.1 

0 10 20

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年性

小学５年生

小学６年生

無回答

(%)
(n=1,752)

20.5 

50.4 

20.8 

4.3 

4.0 

0 20 40 60

１人

２人

３人

４人以上

無回答

(%)
(n=1,568)

13.4 

54.5 

25.9 

5.5 

0.7 

0 20 40 60

１人

２人

３人

４人以上

無回答

(%)
(n=1,752)
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子どもが２人以上いる場合の末子の年齢は、就学前は「０歳」が22.8％で最も多く、次

いで「１歳」が21.0％、「２歳」が19.0％となっている。小学生は「６歳」が15.1％で最

も多く、次いで「７歳」が13.8％、「９歳」が12.1％となっている。 

【子どもが２人以上いる場合の末子の年齢】 

＜就学前＞   ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）理想の子どもの人数（就学前：問５） 

理想の子どもの人数は、「３人」が42.9％で最も多く、次いで「２人」が42.5％、「４人

以上」が6.4％で、平均人数は2.6人となっている。 

【理想の子どもの人数】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

  

22.8 

21.0 

19.0 

15.0 

11.1 

7.4 

3.6 

0 10 20 30

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

(%)
(n=1,184)

2.2 

2.7 

3.7 

5.6 

6.3 

7.0 

15.1 

13.8 

11.8 

12.1 

8.6 

6.8 

4.4 

0 10 20

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

無回答

(%)
(n=1,505)

2.6 

42.5 

42.9 

6.4 

5.7 

0 10 20 30 40 50

１人

２人

３人

４人以上

無回答

(%)

(n=1,568)
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前回調査と比較すると、「４人以上」が前回（4.9％）より1.5ポイント高くなっている。 

【理想の子どもの人数（前回調査との比較）】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の子どもの人数と理想の子どもの人数を比べると、「実際と理想が同じ」が45.2％

で最も多く、次いで「実際が理想より少ない」が44.6％となっている。 

実際の子どもの人数別でみると、１人では「実際が理想より少ない」が88.5％を占め、

２人及び３人では「実際と理想が同じ」が最も多い。４人以上になると「実際が理想より

多い」と「実際と理想が同じ」が38.8％で最も多くなっている。 

前回調査と比較すると、「実際と理想が同じ」は前回（43.8％）より高く、「実際が理想

より少ない」は前回（51.5％）より低くなっている。 

実際の子どもの人数別で前回調査と比較すると、２人以上では「実際と理想が同じ」は

前回より低いが、「実際が理想より少ない」は前回より高くなっている。 

【実際の子どもの人数別 子どもの人数の実際と理想（前回調査との比較）】＜就学前＞ 

＜今回調査＞ ＜前回調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.6 

2.5 

42.5 

47.1 

42.9 

43.5 

6.4 

4.9 

5.7 

2.0 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

１人 ２人 ３人

４人以上

無回答

4.3 

1.1 

10.1 

38.8 

45.2 

9.3 

51.7 

74.5 

38.8 

44.6 

88.5 

46.4 

12.0 

13.4 

5.9 

2.2 

0.8 

3.4 

9.0 

全体
(n=1,568)

１人
(n=322)

２人
(n=791)

３人
(n=326)

４人以上
(n=67)

(%)
0 20 40 60 80 100

実際が理想より多い

実際と理想が同じ
実際が理想

より少ない 無回答

3.1 

0.0 

0.4 

8.2 

44.6 

43.8 

7.0 

54.1 

81.3 

42.9 

51.5 

90.7 

44.9 

9.5 

7.1 

1.7 

2.3 

0.6 

1.0 

5.4 

全体
(n=1,687)

１人
(n=529)

２人
(n=791)

３人
(n=326)

４人以上
(n=67)

(%)
0 20 40 60 80 100

実際が理想より多い

実際と理想が同じ
実際が理想

より少ない 無回答
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（６）もっと子どもを生み育てたいと思うか（就学前：問６） 

もっと子どもを生み育てたいと思うかについては、「現状に満足している」が43.6％で

最も多く、次いで「生み育てたいと思う」が30.2％、「生み育てたいと思わない」が22.0％

となっている。 

前回調査と比較すると、「生み育てたいと思う」は前回（33.6％）より3.4ポイント低く

なっている。 

【もっと子どもを生み育てたいと思うか】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【もっと子どもを生み育てたいと思うか（前回調査との比較）】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

生み育てたいと思う

30.2%

現状に満足している

43.6%

生み育てたいと

思わない

22.0%

無回答

4.2%

(n=1,568)

30.2 

33.6 

43.6 

43.9 

22.0 

20.3 

4.2 

2.2 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

生み育てたいと思う 現状に満足している

生み育てたい

と思わない 無回答
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（６）－１ どのような環境が整えば生み育てたいと思うか（就学前：問６） 

もっと子どもを生み育てたいと思わないと回答した人に、どのような環境が整えば生み

育てたいと思うかをたずねると、「収入が増えれば生み育てたい」が68.1％で最も多く、

次いで「保育所など子どもを預けられる環境が整えば生み育てたい」が11.9％、「子ども

の教育施設が充実していれば生み育てたい」が11.0％となっている。 

  

【どのような環境が整えば生み育てたいと思うか】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.1 

11.9 

11.0 

3.2 

2.6 

13.0 

4.9 

0 20 40 60 80

収入が増えれば生み育てたい

保育所など子どもを預けられ
る環境が整えば生み育てたい

子どもの教育施設が充実して
いれば生み育てたい

家族の理解が得られれば生み
育てたい

働くところが見つかれば生み
育てたい

その他

無回答

(MA%)

(n=345)
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（７）同居・近居の状況（就学前：問７、小学生：問５） 

同居・近居の状況については、就学前は「父と母と一緒に住んでいる」が92.9％で最も

多く、次いで「祖母が近所に住んでいる」が51.1％、「祖父が近所に住んでいる」が44.4％

となっている。小学生も上位３項目は同じであり、「父と母と一緒に住んでいる」が88.1％

で最も多く、次いで「祖母が近所に住んでいる」が49.3％、「祖父が近所に住んでいる」

が41.1％となっている。 

【同居・近居の状況】 

＜就学前＞   ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88.1 

49.3 

41.1 

12.6 

11.0 

8.0 

0.8 

0.2 

0.0 

0 20 40 60 80 100

父と母と一緒に住んで
いる

祖母が近所に住んでいる

祖父が近所に住んでいる

祖母と一緒に住んでいる

母と一緒に住んでいる
（母子家庭）

祖父と一緒に住んでいる

父と一緒に住んでいる
（父子家庭）

その他

無回答

(MA%)
(n=1,752)

92.9 

51.1 

44.4 

10.5 

7.0 

6.8 

0.2 

0.2 

0.1 

0 20 40 60 80 100

父と母と一緒に住んで
いる

祖母が近所に住んでいる

祖父が近所に住んでいる

祖母と一緒に住んでいる

祖父と一緒に住んでいる

母と一緒に住んでいる
（母子家庭）

父と一緒に住んでいる
（父子家庭）

その他

無回答

(MA%)
(n=1,568)
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前回調査と比較すると、「父と母と一緒に住んでいる」は就学前・小学生とも前回より

高く、祖父または祖母が近所に住んでいる割合は就学前は前回より低いが、小学生は前回

より高くなっている。 

【同居・近居の状況（前回調査との比較）】 

＜就学前＞   ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.9 

51.1 

44.4 

10.5 

7.0 

6.8 

0.2 

0.2 

0.1 

88.7 

55.4 

46.9 

13.9 

10.1 

6.0 

0.7 

3.7 

0.4 

0 20 40 60 80 100

父と母と一緒に住んで
いる

祖母が近所に住んでいる

祖父が近所に住んでいる

祖母と一緒に住んでいる

祖父と一緒に住んでいる

母と一緒に住んでいる
（母子家庭）

父と一緒に住んでいる
（父子家庭）

その他

無回答

(MA%)

今回調査

(n=1,568)

前回調査

(n=1,687)

88.1 

49.3 

41.1 

12.6 

11.0 

8.0 

0.8 

0.2 

0.0 

79.6 

43.4 

34.5 

16.4 

14.9 

10.6 

1.5 

4.1 

1.2 

0 20 40 60 80 100

父と母と一緒に住んで
いる

祖母が近所に住んでいる

祖父が近所に住んでいる

祖母と一緒に住んでいる

母と一緒に住んでいる
（母子家庭）

祖父と一緒に住んでいる

父と一緒に住んでいる
（父子家庭）

その他

無回答

(MA%)

今回調査

(n=1,752)

前回調査

(n=1,025)



- 12 - 

（８）誰が子育てや教育を主に行っているか（就学前：問８、小学生：問６） 

誰が子育てや教育を主に行っているかについては、就学前は「主に母親」が49.6％で最

も多く、次いで「父母とも」が46.0％となっている。小学生は「父母とも」が51.0％で最

も多く、次いで「主に母親」が46.4％となっている。 

【子育ての主体者】 

＜就学前＞                ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）子どもの面倒をみてもらえる人（就学前：問９、小学生：問７） 

日頃、子どもの面倒をみてもらえる人がいるかについては、就学前は「緊急時や用事の

ときには子どもの祖父母、親せきにみてもらえる」が69.8％で最も多く、次いで「日常的

に子どもの祖父母、親せきにみてもらえる」が33.2％となっている。小学生は「緊急時や

用事のときには子どもの祖父母、親せきにみてもらえる」が64.2％で最も多く、次いで「日

常的に子どもの祖父母、親せきにみてもらえる」が34.3％となっている。 

【子どもの面倒をみてもらえる人】 

＜就学前＞         ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.0 

49.6 

0.3 

0.6 

0.1 

3.6 

0 20 40 60

父母とも

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

(%)
(n=1,568)

51.0 

46.4 

0.6 

1.3 

0.2 

0.6 

0 20 40 60

父母とも

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

(%)
(n=1,752)

33.2 

69.8 

3.7 

14.0 

7.8 

1.4 

0 20 40 60 80

日常的に子どもの祖父母、親せき
にみてもらえる

緊急時や用事のときには子どもの
祖父母、親せきにみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人や知人がいる

緊急時や用事があるときに子ども
をみてもらえる友人や知人がいる

いずれもいない

無回答

(MA%)

(N=1,568)

34.3 

64.2 

5.6 

20.7 

9.3 

0.5 

0 20 40 60 80
(MA%)

(N=1,752)
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（10）気軽に相談できる相手・場所（就学前：問10、小学生：問８） 

子育てや教育についての気軽に相談できる相手・場所の有無について、「ある」は就学

前は97.1％、小学生は97.3％となっている。 

前回調査と比較すると、「ある」は就学前・小学生とも割合がやや高くなっている。 

【気軽に相談できる相手・場所の有無】 

＜就学前＞              ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【気軽に相談できる相手・場所の有無（前回調査との比較）】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

  

ある

97.1%

ない

1.1%

無回答

1.8%

(n=1,568)

ある

97.3%

ない

1.9%

無回答

0.9%

(n=1,752)

97.1 

96.3 

1.1 

2.2 

1.8 

1.5 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

ある
ない

無回答

97.3 

95.5 

1.9 

3.4 

0.9 

1.1 

今回調査
(N=1,752)

前回調査
(N=1,025)

(%)
0 20 40 60 80 100

ある ない

無回答
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子育てや教育についての気軽に相談できる相手・場所があると回答した人に、その相手

や場所についてたずねると、就学前は「配偶者」が82.1％で最も多く、次いで「子どもの

祖父母、親せき、（同居している）家族」が78.6％、「友人や知人」が68.0％となっている。

小学生は「配偶者」が78.0％で最も多く、次いで「子どもの祖父母、親せき、（同居して

いる）家族」が73.5％、「友人や知人」が67.0％となっている。 

【気軽に相談できる相手・場所】 

＜就学前＞              ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82.1 

78.6 

68.0 

32.3 

15.8 

14.1 

11.6 

5.8 

4.6 

1.8 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

1.6 

0.3 

0 20 40 60 80 100

配偶者

子どもの祖父母、親せき、
（同居している）家族

友人や知人

保育施設の保育士

幼稚園の先生

近所の人

かかりつけの医師

子どもの健診を行う保健
センター・保健所

子育て支援センターやＮＰ
Ｏなどの子育て支援団体

携帯電話やインターネッ
トの交流サイト

民生委員・児童委員、
主任児童委員

市役所の子育て支援担当
の窓口

キンダーカウンセラー

スマイルサポーター

その他

無回答

(MA%)

(n=1,523)

78.0 

73.5 

67.0 

26.1 

15.9 

9.4 

4.8 

4.3 

1.2 

1.1 

0.5 

0.0 

0.8 

0.1 

0 20 40 60 80 100

配偶者

子どもの祖父母、親せき、
（同居している）家族

友人や知人

小学校の先生

近所の人

ピアノ教室、スポーツクラ
ブ、学習塾などの習い事の

先生

かかりつけの医師

放課後児童クラブ（チビッ
コホーム）の支援員

子育て支援センターやＮＰ
Ｏなどの子育て支援団体

携帯電話やインターネット
の交流サイト

市役所の子育て支援担当の
窓口

民生委員・児童委員、主任
児童委員

その他

無回答

(MA%)
(n=1,704)
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前回調査との比較すると、就学前・小学生とも「配偶者」、「子どもの祖父母、親せき、

（同居している）家族」は前回よりやや高くなり、「友人や知人」は前回より低くなって

いる。 

【気軽に相談できる相手・場所（前回調査との比較）】 

＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82.1 

78.6 

68.0 

32.3 

15.8 

14.1 

11.6 

5.8 

4.6 

1.8 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

1.6 

0.3 

78.3 

76.8 

71.0 

24.7 

14.8 

18.4 

10.3 

6.2 

3.4 

3.1 

0.4 

0.4 

0.1 

0.3 

1.0 

0.2 

0 20 40 60 80 100

配偶者

子どもの祖父母、親せき、
（同居している）家族

友人や知人

保育施設の保育士

幼稚園の先生

近所の人

かかりつけの医師

子どもの健診を行う保健セ
ンター・保健所

子育て支援センターや
ＮＰＯなどの子育て支援団体

携帯電話やインターネット
の交流サイト

民生委員・児童委員、主任
児童委員

市役所の子育て支援担当の
窓口

キンダーカウンセラー

スマイルサポーター

その他

無回答

(MA%)

今回調査

(n=1,523)

前回調査

(n=1,625)

78.0 

73.5 

67.0 

15.9 

26.1 

4.3 

1.2 

9.4 

0.0 

4.8 

0.5 

1.1 

0.8 

0.1 

73.5 

71.5 

71.3 

18.6 

25.0 

2.6 

1.4 

10.1 

0.5 

4.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.1 

0 20 40 60 80

配偶者

子どもの祖父母、親せき、
（同居している）家族

友人や知人

近所の人

小学校の先生

放課後児童クラブ（チビッコ
ホーム）の支援員

子育て支援センターやＮＰＯ
などの子育て支援団体

ピアノ教室、スポーツクラブ、
学習塾などの習い事の先生

民生委員・児童委員、主任児
童委員

かかりつけの医師

市役所の子育て支援担当の
窓口

携帯電話やインターネットの
交流サイト

その他

無回答

(MA%)

今回調査

(N=1,704)

前回調査

(N=979)
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２ 保護者の就労状況                        

（１）母親の就労状況 

問11[9] （１）「母親」は働いていますか。（自営業や自営業を手伝っている場合も含む。） 

※問番号の右横の[ ]は小学生児童調査の問番号を示す。（以下同様） 

① 母親の就労状況 

母親の就労状況については、就学前は「以前は働いていたが、今は働いていない」が

30.5％で最も多く、次いで「パート・アルバイト・派遣などで働いている」が28.0％、「フ

ルタイムで働いている」が26.0％となっている。小学生は、「パート・アルバイト・派遣

などで働いている」が43.9％で最も多く、次いで「フルタイムで働いている」が30.2％、

「以前は働いていたが、今は働いていない」が17.2％となっている。 

 

【母親の就労状況】 

＜就学前＞         ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.0 

7.3 

28.0 

3.6 

0.3 

30.5 

3.3 

1.1 

0 10 20 30 40

フルタイムで働いている

フルタイムで働いているが、今は休んでいる

パート・アルバイト・派遣などで働いている

パート・アルバイト・派遣などで働いている
が、今は休んでいる

学生（専門学校生・大学生・大学院生など）

以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いたことがない

無回答

(%)

(n=1,563)

30.2 

1.6 

43.9 

0.6 

0.1 

17.2 

4.8 

1.5 

0 10 20 30 40 50
(%)

(n=1,736)
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前回調査と比較すると、「フルタイムで働いている」、「フルタイムで働いているが、今

は休んでいる」、「パート・アルバイト・派遣などで働いている」、「パート・アルバイト・

派遣などで働いているが、今は休んでいる」はいずれも前回より高く、就労している人の

割合が高くなっている。 

【母親の就労状況（前回調査との比較）】 

＜就学前＞            ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.0 

7.3 

28.0 

3.6 

0.3 

30.5 

3.3 

1.1 

23.5 

4.6 

26.9 

1.3 

0.4 

34.2 

5.4 

3.8 

0 10 20 30 40

フルタイムで働いている

フルタイムで働いているが、今は
休んでいる

パート・アルバイト・派遣などで
働いている

パート・アルバイト・派遣などで
働いているが、今は休んでいる

学生（専門学校生・大学生・大学
院生など）

以前は働いていたが、今は働いて
いない

これまで働いたことがない

無回答

(%)

今回調査

(n=1,563)

前回調査

(n=1,687)

30.2 

1.6 

43.9 

0.6 

0.1 

17.2 

4.8 

1.5 

24.9 

0.5 

43.2 

0.4 

0.5 

19.6 

5.3 

5.7 

0 10 20 30 40 50
(%)

今回調査

(N=1,736)

前回調査

(N=1,025)
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② 母親の１週あたりの就労（勉学）日数 

⇒「１」から「５」を選ばれた方、枠内に具体的な数字を入れてください。 

※２つ以上を掛け持ちの方は、トータル時間を記入してください。 

母親の１週あたりの就労（勉学）日数は、就学前は「５日」が42.6％で最も多く、次い

で「４日」が13.4％、「６日以上」が10.6％となっている。小学生は、「５日」が40.1％で

最も多く、次いで「４日」が14.8％、「６日以上」が8.9％となっている。 

【母親の１週あたりの就労（勉学）日数】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 母親の１日あたりの就労（勉学）時間 

母親の１日あたりの就労（勉学）時間は、就学前は「８～９時間未満」が25.1％で最も

多く、次いで「６～７時間未満」が13.8％、「７～８時間未満」が12.5％となっている。

小学生は「８～９時間未満」が22.1％で最も多く、次いで「５～６時間未満」が13.5％、

「６～７時間未満」が10.5％となっている。 

【母親の１日あたりの就労（勉学）時間】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 

1.7 

5.5 

13.4 

42.6 

10.6 

25.2 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)
(n=1,019)

0.3 

1.9 

8.1 

14.8 

40.1 

8.9 

25.9 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)
(n=1,327)

0.9 

2.6 

4.7 

9.0 

13.8 

12.5 

25.1 

3.3 

2.6 

25.4 

0 10 20 30

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=1,019)

0.9 

3.2 

8.8 

13.5 

10.5 

9.9 

22.1 

2.5 

2.4 

26.2 

0 10 20 30

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=1,327)
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④ 母親の家を出る時間 

母親が家を出る時間は、就学前は「８時台」が32.5％で最も多く、次いで「７時台」が

21.7％、「９時台」が9.7％となっている。小学生は「８時台」が37.5％で最も多く、次い

で「７時台」が14.5％、「９時台」が10.7％となっている。 

【母親の家を出る時間】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 母親の帰宅時間 

母親の帰宅時間は、就学前は「18時台」が22.7％で最も多く、次いで「17時台」が17.9％、

「19時以降」が10.8％となっている。小学生は「18時台」が16.4％で最も多く、次いで「17

時台」が11.4％、「19時以降」が10.0％となっている。 

【母親の帰宅時間】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.0 

21.7 

32.5 

9.7 

2.3 

0.8 

1.6 

29.5 

0 10 20 30 40

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=1,019)

1.5 

14.5 

37.5 

10.7 

2.0 

0.8 

1.5 

31.6 

0 10 20 30 40

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=1,327)

3.3 

3.0 

4.8 

7.9 

17.9 

22.7 

10.8 

29.5 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)

(n=1,019)

7.4 

6.6 

7.9 

8.8 

11.4 

16.4 

10.0 

31.6 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時代

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=1,327)
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⑥ 母親のフルタイムへの転換希望 

⇒「３」または「４」を選ばれた方、フルタイムへの転換希望についてお答えください。 

 （あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

パート・アルバイト・派遣などで働いていると回答した人に、フルタイムへの転換希望

をたずねると、就学前は「パート・アルバイトなどで働き続けることを希望」が48.5％で

最も多く、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」が26.6％

となっている。小学生は「パート・アルバイトなどで働き続けることを希望」が52.8％で

最も多く、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」が17.7％

となっている。 

【母親のフルタイムへの転換希望】 

 ＜就学前＞         ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 現在働いていない母親の就労希望 

⇒「６」または「７」を選ばれた方、働きたい、勉強したいという希望はありますか。 

 （あてはまる番号１つに○をつけ、枠内に具体的な数字を入れてください。） 

働いていないと回答した人に、就労・勉強したい希望についてたずねると、就学前は「１

年より先に働き・勉強したい」が43.3％で最も多く、次いで「すぐにでも、もしくは１年

以内に働き・勉強したい」が21.6％となっている。小学生は「１年より先に働き・勉強し

たい」が31.3％で最も多く、次いで「子育てや家事などに専念したい（働く、勉強する予

定はない）」が24.0％となっている。 

【現在働いていない母親の就労希望】 

 ＜就学前＞         ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.1 

26.6 

48.5 

4.1 

13.8 

0 20 40 60

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・アルバイトなどで働き続
けることを希望

パート・アルバイトなどをやめて
子育てや家事に専念したい

無回答

(%)

(n=493)

8.5 

17.7 

52.8 

3.1 

17.9 

0 20 40 60

(%)

(n=773)

17.1 

43.3 

21.6 

18.0 

0 10 20 30 40 50

子育てや家事などに専念したい
（働く、勉強する予定はない）

１年より先に働き・勉強したい

すぐにでも、もしくは１年以内に
働き・勉強したい

無回答

(%)

(n=527)

24.0 

31.3 

23.8 

20.9 

0 10 20 30 40 50

(%)

(n=383)
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⑧ 母親が１年より先に働き・勉強したい時の一番下の子どもの年齢 

母親が１年より先に働き・勉強したい時の一番下の子どもの年齢は、就学前は「３～４

歳」が53.9％で最も多く、次いで「５～６歳」が15.4％となっている。小学生は「10～12

歳」が23.3％で最も多く、次いで「７～９歳」が21.7％となっている。 

【母親が１年より先に働き・勉強したい時の一番下の子どもの年齢】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 母親の希望する働き方 

⇒「②」または「③」を選ばれた方、希望する働き方、勉強などについておうかがいしま

す。（あてはまる記号１つに○をつけてください。） 

現在無職で就労希望があると回答した人に、母親の希望する働き方をたずねると、就学

前は「パートタイム、アルバイト、派遣など」が81.6％で最も多く、次いで「フルタイム」

が10.5％となっている。小学生は「パートタイム、アルバイト、派遣など」が91.0％で最

も多く、次いで「フルタイム」が4.7％となっている。 

【母親の希望する働き方】 

 ＜就学前＞         ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.1 

53.9 

15.4 

14.0 

5.3 

0.4 

4.8 

0 20 40 60

１～２歳

３～４歳

５～６歳

７～９歳

10～12歳

13歳以上

無回答

(%)
(n=228)

1.7 

19.2 

10.8 

21.7 

23.3 

16.7 

6.7 

0 10 20 30

１～２歳

３～４歳

５～６歳

７～９歳

10～12歳

13歳以上

無回答

(%)
(n=120)

4.7 

91.0 

0.9 

3.3 

0 20 40 60 80 100
(%)

(n=211)

10.5 

81.6 

0.6 

7.3 

0 20 40 60 80 100

フルタイム

パートタイム、アルバイト、派遣など

専門学校生、大学生、大学院生など

無回答

(%)

(n=342)
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⑩ 母親の希望就労日数と希望就労時間 

⇒「イ」または「ウ」を選ばれた方、枠内に具体的な数字を入れてください。  

フルタイム以外を希望していると回答した人に、母親の１週あたりの希望就労日数をた

ずねると、就学前は「４日」が45.9％で最も多く、次いで「３日」が32.4％、「５日」が

18.5％となっている。小学生は「４日」が39.2％で最も多く、次いで「３日」が37.1％、

「５日」が20.1％となっている。 

１日当たりの希望就労時間では、就学前は「５～６時間未満」が44.8％で最も多く、次

いで「４～５時間未満」が24.9％となっている。小学生は「５～６時間未満」が42.8％で

最も多く、次いで「４～５時間未満」が29.4％となっている。 

【母親の１週当たりの希望就労日数】 

 ＜就学前＞              ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の１日当たりの希望就労時間】 

 ＜就学前＞              ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.4 

4.3 

24.9 

44.8 

18.5 

3.2 

1.4 

0.0 

0.4 

2.1 

0 10 20 30 40 50

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=281)

0.0 

3.1 

29.4 

42.8 

18.6 

2.1 

3.1 

0.0 

0.0 

1.0 

0 10 20 30 40 50

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=194)

0.0 

1.4 

32.4 

45.9 

18.5 

0.0 

1.8 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)
(n=281)

0.0 

2.1 

37.1 

39.2 

20.1 

0.0 

1.5 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)

(n=194)



- 23 - 

⑪ 母親の働きたい、勉強したい理由 

⇒働きたい、勉強したい理由は何ですか。（あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

現在無職で就労希望があると回答した人に、母親の働きたい、勉強したい理由をたずね

ると、就学前は「将来への備えのため（子どもの教育費、老後の備えなど）」が80.4％で

最も多く、次いで「働かないと、暮らしていけなくなるため」が40.1％、「仕事、勉強を

通じて、自分の能力を発揮し、向上させたいため」が19.9％となっている。小学生は「将

来への備えのため（子どもの教育費、老後の備えなど）」が84.4％で最も多く、次いで「働

かないと、暮らしていけなくなるため」が32.7％、「仕事、勉強を通じて、自分の能力を

発揮し、向上させたいため」が28.0％となっている。 

【母親の働きたい、勉強したい理由】 

                 ＜就学前＞        ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80.4 

40.1 

19.9 

19.0 

4.7 

4.4 

9.9 

0 20 40 60 80 100

将来への備えのため（子どもの教育費、
老後の備えなど）

働かないと、暮らしていけなくなるため

仕事、勉強を通じて、自分の能力を発揮
し、向上させたいため

人間関係を広げたいため

将来働くために勉強したい

その他

無回答

(MA%)

(n=342)

84.4 

32.7 

28.0 

16.6 

5.7 

1.9 

4.3 

0 20 40 60 80 100
(MA%)

(n=211)
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（２）父親の就労状況 

問11[9] （２）「父親」は働いていますか。（自営業や自営業を手伝っている場合も含む。） 

① 父親の就労状況 

父親の就労状況については、「フルタイムで働いている」は就学前が97.1％、小学生が

96.7％となっている。 

【父親の就労状況】 

＜就学前＞         ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

97.1 

0.5 

0.7 

0.0 

0.1 

0.6 

0.0 

1.0 

0 20 40 60 80 100

フルタイムで働いている

フルタイムで働いているが、今は休んでいる

パート・アルバイト・派遣などで働いている

パート・アルバイト・派遣などで働いている
が、今は休んでいる

学生（専門学校生・大学生・大学院生など）

以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いたことがない

無回答

(%)

(n=1,459)

96.7 

0.3 

1.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 

1.5 

0 20 40 60 80 100
(%)

(n=1,558)
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② 父親の１週あたりの就労（勉学）日数 

⇒「１」から「５」を選ばれた方、枠内に具体的な数字を入れてください。 

※２つ以上を掛け持ちの方は、トータル時間を記入してください。 

父親の１週あたりの就労（勉学）日数は、就学前は「５日」が35.9％で最も多く、次い

で「６日以上」が35.3％となっている。小学生は「５日」が38.5％で最も多く、次いで「６

日以上」が34.9％となっている。 

【父親の１週あたりの就労（勉学）日数】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 父親の１日あたりの就労（勉学）時間 

父親の１日あたりの就労（勉学）時間は、就学前は「８～９時間未満」が31.1％で最も

多く、次いで「10時間以上」が26.6％、「９～10時間未満」が10.1％となっている。小学

生は「８～９時間未満」が31.0％で最も多く、次いで「10時間以上」が27.8％、「９～10

時間未満」が10.7％となっている。 

【父親の１日あたりの就労（勉学）時間】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

0.1 

0.6 

0.6 

35.9 

35.3 

27.5 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)

(n=1,436)

0.1 

0.2 

0.6 

0.3 

38.5 

34.9 

25.5 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)

(n=1,526)

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.1 

1.3 

31.1 

10.1 

26.6 

30.7 

0 10 20 30 40

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=1,436)

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.3 

1.0 

31.0 

10.7 

27.8 

29.0 

0 10 20 30 40

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)

(n=1,526)
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④ 父親の家を出る時間 

父親が家を出る時間は、就学前は「７時台」が29.3％で最も多く、次いで「７時より前」

が19.6％、「８時台」が13.4％となっている。小学生は「７時台」が26.6％で最も多く、

次いで「７時より前」が23.3％、「８時台」が12.3％となっている。 

【父親の家を出る時間】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 父親の帰宅時間 

父親の帰宅時間は、就学前は「19時以降」が45.3％で最も多く、次いで「18時台」が15.7％

となっている。小学生は「19時以降」が47.4％で最も多く、次いで「18時台」が14.1％と

なっている。 

【父親の帰宅時間】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.6 

29.3 

13.4 

2.4 

0.6 

0.3 

1.2 

33.2 

0 10 20 30 40

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=1,436)

23.3 

26.6 

12.3 

2.5 

0.6 

0.5 

0.9 

33.4 

0 10 20 30 40

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=1,526)

0.2 

0.5 

0.1 

0.5 

4.5 

15.7 

45.3 

33.2 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=1,436)

0.5 

0.2 

0.3 

0.9 

3.4 

14.1 

47.4 

33.4 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時代

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=1,526)
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⑥ 父親のフルタイムへの転換希望 

⇒「３」または「４」を選ばれた方、フルタイムへの転換希望についてお答えください。 

 （あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

パート・アルバイト・派遣などで働いていると回答した人（就学前：10人、小学生：15

人）に、フルタイムへの転換希望をたずねると、就学前は父親の「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・アルバイトなどで働き続けることを希望」がそれぞれ20.0％（２

人）となっている。小学生は「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」が33.3％（５人）で最も多くなっている。 

 

⑦ 現在働いていない父親の就労希望 

⇒「６」または「７」を選ばれた方、働きたい、勉強したいという希望はありますか。 

 （あてはまる番号１つに○をつけ、枠内に具体的な数字を入れてください。） 

働いていないと回答した人（就学前：９人、小学生：９人）に、就労・勉強したい希望

についてたずねると、就学前は「すぐにでも、もしくは１年以内に働き・勉強したい」が

66.7％（６人）で最も多く、小学生も「すぐにでも、もしくは１年以内に働き・勉強した

い」が33.3％（３人）で最も多くなっている。 

 

⑧ 父親が１年より先に働き・勉強したい時の一番下の子どもの年齢 

働いておらず、１年より先に働き・勉強したいと回答した人は就学前・小学生ともそれ

ぞれ１人で、そのうち、就学前は回答がなく、小学生では「13歳以上」が100.0％（１人）

となっている。 

 

⑨ 父親の希望する働き方 

⇒「②」または「③」を選ばれた方、希望する働き方、勉強などについておうかがいしま

す。（あてはまる記号１つに○をつけてください。） 

現在無職で就労希望があると回答した人（就学前：７人、小学生：４人）に、父親の希

望する働き方をたずねると、就学前は「フルタイム」が85.7％（６人）で最も多く、小学

生も「フルタイム」が75.0％（３人）で最も多くなっている。 

 

⑩ 父親の希望就労日数と希望就労時間 

⇒「イ」または「ウ」を選ばれた方、枠内に具体的な数字を入れてください。  

フルタイム以外を希望していると回答した人（就学前：１人、小学生：１人）に、父親

の１週あたりの希望就労日数をたずねると、就学前は「６日以上」が100.0％（１人）、小

学生は「５日」が100.0％（１人）となっている。 

１日当たりの希望就労時間では、「８～９時間未満」が100.0％（１人）、小学生は「６

～７時間未満」が100.0％（１人）となっている。 

 

⑪ 父親の働きたい、勉強したい理由 

⇒働きたい、勉強したい理由は何ですか。（あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

現在無職で就労希望があると回答した人（就学前：７人、小学生：４人）に、父親の働

きたい、勉強したい理由をたずねると、就学前は「働かないと、暮らしていけなくなるた

め」が57.1％（４人）で最も多く、小学生は「働かないと、暮らしていけなくなるため」

と「将来への備えのため（子どもの教育費、老後の備えなど）」がそれぞれ75.0％（３人）

で最も多くなっている。 
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３ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況            

※この項は就学前児童のみ 

（１）平日の定期的な教育・保育事業の利用有無 

問12 平日（月曜日から金曜日）に、幼稚園や保育所などの子どもを預かる施設やサービ

スを「定期的に」利用していますか。（あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

平日の定期的な幼稚園や保育所などの利用有無は、「利用している」が74.1％、「利用し

ていない」が25.7％となっている。 

子どもの年齢別でみると、「利用している」は年齢が上がるほど割合が高くなっている。 

【平日の定期的な教育・保育事業の利用有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別 平日の定期的な教育・保育事業の利用有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用している

74.1%

利用してい

ない

25.7%

無回答

0.2%

(n=1,568)

74.1 

29.6 

53.5 

68.2 

91.2 

99.2 

100.0 

25.7 

70.4 

46.1 

31.4 

8.8 

0.8 

0.0 

0.2 

0.0 

0.4 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

全体
(n=1,568)

０歳
(n=240)

１歳
(n=245)

２歳
(n=277)

３歳
(n=227)

４歳
(n=262)

５歳
(n=245)

(%)
0 20 40 60 80 100

利用している 利用していない

無回答
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（２）利用している教育・保育事業の種類 

【問12で「１．利用している」を選ばれた方に】 

⇒現在、どのような施設やサービスを利用していますか。（あてはまる番号全てに○をつけ

てください。） 

現在利用している施設やサービスは、「認定こども園」が25.6％で最も多く、次いで「公

立保育所」が18.9％、「民間保育所」が15.9％となっている。 

【平日の定期的な教育・保育事業の利用有無】 

 

 

  
25.6 

18.9 

15.9 

12.3 

10.1 

7.5 

3.4 

2.3 

1.6 

0.9 

0.8 

0.7 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

0 10 20 30

認定こども園

公立保育所

民間保育所

民間幼稚園

公立幼稚園

公立幼稚園＋公立幼稚園の預かり保育

民間幼稚園＋民間幼稚園の預かり保育

事業所内保育施設

児童発達支援

その他の認可外の保育施設

地域子育て支援拠点など子育ての仲間
が集まる場

小規模な保育施設

市役所が認証・認定した保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

(MA%)
(n=1,162)
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前回調査と比較すると、「認定こども園」が０％から25.6ポイントとなり、「民間保育所」

が前回（35.2％）より19.3ポイント低くなっている。 

【平日の定期的な教育・保育事業の利用有無（前回調査との比較）】 

 

 

 

 

 

  

25.6 

18.9 

15.9 

12.3 

10.1 

7.5 

3.4 

2.3 

1.6 

0.9 

0.8 

0.7 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

17.5 

35.2 

16.8 

12.1 

6.4 

3.3 

1.7 

0.0 

2.1 

2.9 

0.4 

0.0 

0.1 

0.2 

0.4 

2.0 

2.5 

0 10 20 30 40

認定こども園

公立保育所

民間保育所

民間幼稚園

公立幼稚園

公立幼稚園＋公立幼稚園の預かり保育

民間幼稚園＋民間幼稚園の預かり保育

事業所内保育施設

児童発達支援

その他の認可外の保育施設

地域子育て支援拠点など子育ての仲間
が集まる場

小規模な保育施設

市役所が認証・認定した保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

(MA%)

今回調査(n=1,162)

前回調査(n=1,135)
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子どもの年齢別でみると、いずれも「認定こども園」が最も多くなっている。 

地域別でみると、岸和田中部地域は「民間保育所」が最も多いが、それ以外の地域では

「認定こども園」が最も多くなっている。 

母親の就労状況別でみると、“働いていない（学生含む）”では「民間幼稚園」が最も多

いが、それ以外は「認定こども園」が最も多くなっている。 

【子どもの年齢別・地域別・母親の就労状況別 平日の定期的な教育・保育事業の利用有無】 

 

 

 

 

 

 

  

(MA%)
公
立
幼
稚
園

公
立
幼
稚
園
＋
公
立
幼
稚
園

の
預
か
り
保
育

民
間
幼
稚
園

民
間
幼
稚
園
＋
民
間
幼
稚
園

の
預
か
り
保
育

公
立
保
育
所

民
間
保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

小
規
模
な
保
育
施
設

家
庭
的
保
育

事
業
所
内
保
育
施
設

市
役
所
が
認
証
・
認
定
し
た

保
育
施
設

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施

設 居
宅
訪
問
型
保
育

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
な
ど

子
育
て
の
仲
間
が
集
ま
る
場

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ
ー

児
童
発
達
支
援

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,162)

10.1 7.5 12.3 3.4 18.9 15.9 25.6 0.7 - 2.3 0.7 0.9 - 0.8 - 1.6 0.5 0.5

０歳
(n=71)

2.8 - - - 23.9 19.7 29.6 1.4 - 12.7 1.4 2.8 - 5.6 - - - 1.4

１歳
(n=131)

1.5 0.8 0.8 0.8 22.9 25.2 34.4 2.3 - 3.1 1.5 3.8 - 0.8 - 2.3 1.5 - 

２歳
(n=189)

3.7 - 9.5 2.6 24.9 19.6 26.5 2.1 - 5.3 - 1.1 - 1.1 - 2.6 1.6 0.5

３歳
(n=207)

16.4 7.7 15.9 2.9 18.4 9.7 27.1 - - 0.5 1.0 0.5 - 0.5 - 1.4 - 1.0

４歳
(n=260)

11.2 11.9 16.5 5.8 16.5 14.6 21.2 - - 0.8 0.4 0.4 - - - 2.3 0.4 0.8

５歳
(n=245)

15.5 13.9 17.6 4.9 13.9 13.9 20.8 - - - 0.4 - - - - 0.4 - - 

都市中核地域
(n=277)

10.1 9.0 15.2 5.8 19.1 12.3 22.7 0.4 - 2.9 1.4 1.1 - 0.7 - 1.4 0.4 0.4

岸和田北部地域
(n=204)

9.3 6.4 15.7 3.4 18.6 16.2 27.0 1.0 - 1.5 - 0.5 - - - 1.0 - 0.5

葛城の谷地域
(n=156)

10.9 8.3 9.0 3.2 21.8 10.9 27.6 1.3 - 2.6 1.3 - - 1.9 - 0.6 0.6 0.6

岸和田中部地域
(n=194)

12.4 7.2 11.3 3.1 18.6 27.8 12.4 1.0 - 2.1 - 1.5 - 1.5 - 2.6 1.0 0.5

久米田地域
(n=153)

8.5 3.9 11.1 2.6 15.7 16.3 34.6 - - 3.3 0.7 2.0 - - - 2.0 1.3 - 

牛滝の谷地域
(n=120)

10.0 11.7 10.0 0.8 19.2 10.0 32.5 0.8 - 1.7 - 0.8 - - - 1.7 - 1.7

フルタイム（休
業中含む）
(n=456)

1.5 2.0 2.9 1.8 25.7 24.1 36.6 0.9 - 3.1 0.7 1.5 - 0.2 - 0.2 0.2 - 

パート・アルバ
イト・派遣（休
業中含む）

6.0 12.2 8.3 6.0 21.2 16.4 24.7 0.9 - 3.0 0.5 0.5 - 0.5 - 0.7 0.5 0.2

働いていない
（学生含む）
(n=258)

32.6 8.9 36.0 1.9 3.1 1.2 8.1 - - - 0.8 0.8 - 1.9 - 5.8 1.2 0.8

子
ど
も
の
年
齢
別

地
域
別

母
親
の
就
労
状
況
別

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 
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（３）教育・保育事業を利用している場所 

⇒現在、利用している幼稚園や保育所などの場所であてはまる番号１つに○をつけ、また

利用日数 及び時間、希望する（理想の）利用日数と時間を記入してください。 

現在利用している幼稚園や保育所などの場所は、「岸和田市内」が86.8％で最も多く、

次いで「他市町村」が7.9％となっている。 

【教育・保育事業を利用している場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１週あたりの現在の利用日数は、「５日」が75.8％で最も多く、次いで「６日以上」が

17.3％となっている。１週あたりの希望する利用日数は、「５日」が38.7％で最も多く、

次いで「６日以上」が15.8％となっている。 

【１週当たりの利用日数】 

＜現在＞              ＜希望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岸和田市内

86.8%

他市町村

7.9%

無回答

5.2%

(n=1,162)

0.8 

0.5 

0.9 

1.0 

75.8 

17.3 

3.7 

0 20 40 60 80

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)
(n=1,162)

0.1 

0.3 

0.5 

0.3 

38.7 

15.8 

44.3 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)

(n=1,162)
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現在の１日当たりの利用時間は、「10時間以上」が25.5％で最も多く、次いで「８～９

時間未満」が21.1％、「９～10時間未満」が15.7％となっている。 

希望する１日当たりの利用時間は、「10時間以上」が16.9％で最も多く、次いで「８～

９時間未満」が12.3％、「９～10時間未満」が9.9％となっている。 

【１日当たりの利用時間】 

 ＜現在＞                ＜希望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の利用開始時刻は、「８時台」が53.2％で最も多く、次いで「９時台」が25.1％、

「７時台」が14.1％となっている。 

希望する利用開始時刻は、「８時台」が31.2％で最も多く、次いで「９時台」が13.2％、

「７時台」が8.2％となっている。 

【利用開始時刻】 

 ＜現在＞                ＜希望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.9 

0.7 

1.1 

6.8 

15.1 

7.1 

21.1 

15.7 

25.5 

5.9 

0 10 20 30 40 50

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)

(n=1,162)

0.5 

0.1 

0.2 

1.4 

5.0 

7.6 

12.3 

9.9 

16.9 

46.2 

0 10 20 30 40 50

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=1,162)

0.2 

14.1 

53.2 

25.1 

2.1 

0.0 

0.6 

4.7 

0 20 40 60

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=1,162)

0.1 

8.2 

31.2 

13.2 

1.0 

0.0 

0.3 

46.1 

0 20 40 60

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=1,162)
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現在の利用終了時刻は、「16時台」が24.0％で最も多く、次いで「18時台」が22.1％、

「17時台」が21.3％となっている。 

希望の利用終了時刻は、「17時台」が14.2％で最も多く、次いで「18時台」が13.8％、

「16時台」が13.2％となっている。 

【利用終了時刻】 

 ＜現在＞                ＜希望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2 

17.1 

6.9 

24.0 

21.3 

22.1 

2.7 

4.7 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)

(n=1,162)

0.2 

3.2 

5.9 

13.2 

14.2 

13.8 

3.5 

46.1 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=1,162)
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（５）支給認定の認定状況 

⇒「①」～「⑩」「⑫」のいずれかを利用されている場合、保育の必要性の有無や保育の必

要量について、認定（支給認定）を受けていますか。（あてはまる番号１つに○をつけて

ください。） 

現在、教育・保育事業を利用していると回答した人に、支給認定を受けているかについ

てたずねると、「１号認定」が23.9％で最も多く、次いで「２号認定（保育標準時間認定

（１日あたり最長11時間））」が22.3％、「３号認定（保育標準時間認定（１日あたり最長

11時間））」が15.6％となっている。 

【支給認定の認定状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.9 

22.3 

10.1 

15.6 

4.9 

11.0 

12.2 

0 10 20 30

１号認定

２号認定（保育標準時間認定
（１日あたり最長11時間））

２号認定（保育短時間認定
（１日あたり最長８時間））

３号認定（保育標準時間認定
（１日あたり最長11時間））

３号認定（保育短時間認定
（１日あたり最長８時間））

認定は受けていない

無回答

(%)

(n=1,124)
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（６）教育・保育事業を利用している理由 

⇒利用されている理由は何ですか。 

教育・保育事業を利用している理由については、「保護者が働いているため」が60.6％

で最も多く、次いで「子どもの教育や発達のため」が31.8％となっている。 

【教育・保育事業を利用している理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.6 

31.8 

1.2 

1.0 

0.3 

0.3 

0.5 

7.3 

0 20 40 60 80

保護者が働いているため

子どもの教育や発達のため

保護者が働く予定である、または
仕事を探しているため

保護者に病気や障がいがあるため

保護者が学生であるため

保護者が子どもの祖父母、親せき
の介護をしているため

その他

無回答

(MA%)

(n=1,162)
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（７）利用している教育・保育事業の優れている点 

⇒現在利用されている幼稚園や保育所などは、どのような点が優れているとお考えですか。 

 （あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

現在利用している教育・保育事業の優れている点については、「給食がある」が56.8％

で最も多く、次いで「職員の対応が良い」が53.1％、「送迎に便利な場所にある」が52.2％、

「教育・保育内容が良い」が48.5％となっている。 

【利用している教育・保育事業の優れている点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.8 

53.1 

52.2 

48.5 

30.6 

22.3 

19.5 

14.7 

5.9 

4.1 

6.2 

0 20 40 60

給食がある

職員の対応が良い

送迎に便利な場所にある

教育・保育内容が良い

低年齢から受け入れてくれる

教育・保育時間が妥当である

施設が充実している

保育料（利用料）が妥当である

金銭的援助（補助金や減免）を受ける
ことができる

その他

無回答

(MA%)
(n=1,162)
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（８）教育・保育事業を利用していない理由 

【問12で「２．利用していない」を選ばれた方に】 

問12-１ 幼稚園や保育所などを利用していない理由は何ですか。 

    （あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

平日に幼稚園や保育所などを利用していない理由は、「自身や配偶者が子どもの面倒を

みているため、利用する必要がない」が58.3％で最も多く、次いで「子どもが大きくなっ

たら利用しようと考えている」が40.7％、「利用したいが、幼稚園や保育所などに空きが

ない」が18.9％となっている。 

「子どもが大きくなったら利用しようと考えている」と回答した人に、子どもが何歳に

なったら利用を考えるかについては、「３歳」が55.5％で最も多く、次いで「４歳」が18.3％、

「２歳」が10.4％となっている。 

【教育・保育事業を利用していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用を考えている子どもが大きくなったときの年齢】 

 

 

 

 

 

 

  

58.3 

40.7 

18.9 

13.2 

7.2 

2.5 

1.0 

0.2 

8.9 

5.5 

0 20 40 60 80

自身や配偶者が子どもの面倒をみているため、
利用する必要がない

子どもが大きくなったら利用しようと考えている

利用したいが、幼稚園や保育所などに空きがない

子どもの祖父母、親せきがみている

利用したいが、経済的な理由で利用できない

利用したいが、サービスの質等で納得できる
幼稚園や保育所がない

利用したいが、延長・夜間などの時間帯の条件が
合わない

近所の人や友人・知人がみている

その他

無回答

(MA%)
(n=403)

１歳

8.5%
２歳

10.4%

３歳

55.5%

４歳

18.3%

５歳

3.0%

無回答

4.3%

(n=164)
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子どもの年齢別でみると、「自身や配偶者が子どもの面倒をみているため、利用する必

要がない」は０～３歳で過半数を占めている。 

【子どもの年齢別 教育・保育事業を利用していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

  

(MA%)
自
身
や
配
偶
者
が
子
ど
も
の
面

倒
を
み
て
い
る
た
め
、

利
用
す

る
必
要
が
な
い

子
ど
も
の
祖
父
母
、

親
せ
き
が

み
て
い
る

近
所
の
人
や
友
人
・
知
人
が
み

て
い
る

利
用
し
た
い
が
、

幼
稚
園
や
保

育
所
な
ど
に
空
き
が
な
い

利
用
し
た
い
が
、

経
済
的
な
理

由
で
利
用
で
き
な
い

利
用
し
た
い
が
、

延
長
・
夜
間

な
ど
の
時
間
帯
の
条
件
が
合
わ

な
い

利
用
し
た
い
が
、

サ
ー

ビ
ス
の

質
等
で
納
得
で
き
る
幼
稚
園
や

保
育
所
が
な
い

子
ど
も
が
大
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利
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し
よ
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と
考
え
て
い
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そ
の
他

無
回
答

全体
(n=403)

58.3 13.2 0.2 18.9 7.2 1.0 2.5 40.7 8.9 5.5

０歳
(n=169)

57.4 13.6 - 21.3 5.9 - 1.8 45.6 7.7 4.7

１歳
(n=113)

65.5 15.9 0.9 18.6 7.1 1.8 1.8 43.4 6.2 4.4

２歳
(n=87)

55.2 6.9 - 16.1 6.9 - 2.3 36.8 11.5 5.7

３歳
(n=20)

45.0 20.0 - 5.0 10.0 10.0 15.0 15.0 25.0 15.0

４歳
(n=2)

- - - - 50.0 - - - 50.0 - 

５歳
(n=)

- - - - - - - - - - 
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４ 平日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

※この項は就学前児童のみ 

（１）今後、平日に定期的に利用したい教育・保育事業 

問13 幼稚園や保育所などの施設やサービスを、現在利用している、利用していないにか

かわらず、平日（月曜日から金曜日）に封筒のあて名のお子さんに「定期的に」利用

させたい、あるいは、保護者が定期的に利用したいと考える施設やサービスをお答え

ください。（あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

なお、これらの施設やサービスを利用するためには、一定の利用料を支払う必要があ

ります。 

今後、平日に定期的に利用したい教育・保育事業は、「認定こども園」が31.6％で最も

多く、次いで「公立保育所」が26.8％、「公立幼稚園＋公立幼稚園の預かり保育」が22.8％

となっている。 

【今後、平日に定期的に利用したい教育・保育事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.6 

26.8 

22.8 

20.9 

17.8 

17.2 

12.2 

6.8 

5.0 

3.8 

3.1 

3.0 

2.9 

2.2 

2.0 

1.5 

1.3 

0.5 

1.5 

5.7 

0 10 20 30 40

認定こども園

公立保育所

公立幼稚園＋公立幼稚園の預かり保育

民間保育所

公立幼稚園

民間幼稚園＋民間幼稚園の預かり保育

民間幼稚園

地域子育て支援拠点など子育ての仲間が
集まる場

事業所内保育施設

どちらでもない

小規模な保育施設

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援

居宅訪問型保育

市役所が認証・認定した保育施設

どの施設・サービスも利用したくない

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

(MA%)
(n=1,568)
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前回調査と比較すると、「認定こども園」は前回（6.5％）より25.1ポイント高く、「民

間保育所」が前回（27.7％）より6.8ポイント低くなっている。 

【今後、平日に定期的に利用したい教育・保育事業（前回調査との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.6 

26.8 

22.8 

20.9 

17.8 

17.2 

12.2 

6.8 

5.0 

3.1 

3.0 

2.9 

2.2 

2.0 

1.3 

0.5 

1.5 

3.8 

1.5 

5.7 

6.5 

26.2 

20.9 

27.7 

20.5 

14.4 

14.6 

7.7 

4.1 

2.6 

2.6 

2.0 

2.0 

1.4 

0.8 

10.8 

0.4 

0.8 

5.7 

0 10 20 30 40

認定こども園

公立保育所

公立幼稚園＋公立幼稚園の預かり
保育

民間保育所

公立幼稚園

民間幼稚園＋民間幼稚園の預かり
保育

民間幼稚園

地域子育て支援拠点など子育ての
仲間が集まる場

事業所内保育施設

小規模な保育施設

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援

居宅訪問型保育

市役所が認証・認定した保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

どの施設・サービスも利用したく
ない

どちらでもない

その他

無回答

(MA%)

今回調査(n=1,568)

前回調査(n=1,687)
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子どもの年齢別でみると、１歳は「公立保育園」（37.6％）が最も多い。４・５歳は「公

立幼稚園＋公立幼稚園の預かり保育」が最も多く、それ以外の年齢では「認定こども園」

が最も多くなっており、「認定こども園」は低年齢児ほど割合が高くなっている。 

母親の就労状況別でみると、“フルタイム（休業中含む）”、“パート・アルバイト・派遣

（休業中含む）”では「認定こども園」が最も多いが、“働いていない（学生含む）”は「公

立幼稚園」が最も多くなっている。 

【子どもの年齢別 今後、平日に定期的に利用したい教育・保育事業】 

 

 

【母親の就労状況別 今後、平日に定期的に利用したい教育・保育事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

 

 

 

 

  

(MA%)
公
立
幼
稚
園

公
立
幼
稚
園
＋
公
立
幼
稚
園
の

預
か
り
保
育

民
間
幼
稚
園

民
間
幼
稚
園
＋
民
間
幼
稚
園
の

預
か
り
保
育

公
立
保
育
所

民
間
保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

小
規
模
な
保
育
施
設

家
庭
的
保
育

事
業
所
内
保
育
施
設

市
役
所
が
認
証
・
認
定
し
た
保

育
施
設

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設

居
宅
訪
問
型
保
育

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
な
ど
子

育
て
の
仲
間
が
集
ま
る
場

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ

ン
タ
ー

児
童
発
達
支
援

ど
の
施
設
・
サ
ー

ビ
ス
も
利
用

し
た
く
な
い

ど
ち
ら
で
も
な
い

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,568)

17.8 22.8 12.2 17.2 26.8 20.9 31.6 3.1 1.3 5.0 2.0 0.5 2.2 6.8 3.0 2.9 1.5 3.8 1.5 5.7

０歳
(n=240)

25.0 15.8 15.4 13.3 34.6 25.8 45.0 7.9 0.8 4.6 3.3 0.4 0.4 8.3 0.8 0.4 1.7 2.9 2.5 4.6

１歳
(n=245)

20.4 22.4 16.3 17.1 37.6 26.9 35.9 6.5 0.8 6.5 2.9 0.8 2.0 12.2 2.4 3.3 0.4 3.7 1.2 4.9

２歳
(n=277)

15.9 19.5 12.3 18.8 26.0 19.9 33.9 1.4 2.2 6.1 1.4 1.1 2.9 4.3 2.5 4.0 1.8 2.9 0.7 6.5

３歳
(n=227)

17.2 23.8 9.3 17.2 16.7 16.3 26.4 0.4 1.8 3.1 1.8 0.4 2.6 5.7 3.1 1.8 2.6 6.2 2.6 4.0

４歳
(n=262)

13.7 26.7 9.9 19.8 23.3 19.5 25.6 1.1 0.8 6.1 1.1 0.4 2.7 6.1 5.0 5.3 1.5 2.7 1.5 6.1

５歳
(n=245)

15.5 28.2 11.0 16.7 21.2 15.1 22.0 2.0 1.6 3.7 2.0 - 2.0 5.3 3.7 2.4 1.2 5.3 1.2 5.3

(MA%)
公
立
幼
稚
園

公
立
幼
稚
園
＋
公
立
幼
稚
園
の

預
か
り
保
育

民
間
幼
稚
園

民
間
幼
稚
園
＋
民
間
幼
稚
園
の

預
か
り
保
育

公
立
保
育
所

民
間
保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

小
規
模
な
保
育
施
設

家
庭
的
保
育

事
業
所
内
保
育
施
設

市
役
所
が
認
証
・
認
定
し
た
保

育
施
設

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設

居
宅
訪
問
型
保
育

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
な
ど
子

育
て
の
仲
間
が
集
ま
る
場

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ

ン
タ
ー

児
童
発
達
支
援

ど
の
施
設
・
サ
ー

ビ
ス
も
利
用

し
た
く
な
い

ど
ち
ら
で
も
な
い

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,563)

17.9 22.8 12.3 17.1 26.9 20.9 31.6 3.1 1.3 5.0 2.0 0.5 2.2 6.8 3.0 2.9 1.5 3.8 1.5 5.7

フルタイム（休業中
含む）(n=521)

4.0 16.3 3.8 14.8 33.8 30.9 41.1 2.7 1.7 6.7 1.3 0.8 3.3 6.3 4.4 1.7 1.0 4.0 1.3 5.4

パート・アルバイ
ト・派遣（休業中含
む）n=493)

11.2 23.5 9.7 17.6 29.8 22.3 32.5 3.4 0.8 5.1 1.8 0.6 1.2 5.1 3.0 3.0 2.2 3.2 1.4 4.3

働いていない（学生
含む）(n=532)

37.0 28.2 22.6 19.0 17.1 9.8 21.8 3.2 1.1 3.2 2.8 0.2 1.9 8.6 1.5 3.9 1.3 4.1 1.7 6.8
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（２）希望する教育・保育事業を選んだ理由 

⇒「１」～「18」を選ばれた理由は何ですか。（あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

希望する教育・保育事業を選んだ理由は、「教育・保育時間が適当であるから」が51.6％

で最も多く、次いで「場所が自宅、職場等から近いところにあるから」が49.9％、「給食

があるから」が47.5％となっている。 

【希望する教育・保育事業を選んだ理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）特に幼稚園の強い希望の有無   

⇒「１」～「４」のいずれかを選び、かつ「５」～「16」のいずれかにも○をつけた方に

おうかがいします。特に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合も含む）

の利用を強く希望しますか。（あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

公立または民間の幼稚園の利用を希望し、かつ保育所等の保育施設の利用希望がある人

に、特に幼稚園の利用を強く希望するかについてたずねると、「希望する」が66.3％、「希

望しない」が25.2％となっている。 

【特に幼稚園の強い希望の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51.6 

49.9 

47.5 

41.3 

5.4 

4.4 

0 20 40 60

教育・保育時間が適当であるから

場所が自宅、職場等から近いところにあるから

給食があるから

教育・保育内容・サービスが充実しているから

その他

無回答

(MA%)
(n=1,382)

希望する

66.3%

希望しない

25.2%

無回答

8.5%

(n=341)
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（４）一番利用したい施設・サービスが利用できているか   

問14 現在、一番利用したい施設・サービスを受けることができていますか。 

   （あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

現在一番利用したい施設やサービスが利用できているかについては、「できている」が

64.3％、「できていない」が30.0％となっている。 

前回調査と比較すると、「できている」は前回（53.8％）より10.5ポイント高くなって

いる。 

【一番利用したい施設・サービスが利用できているか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一番利用したい施設・サービスが利用できているか（前回調査との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

できている

64.3%

できていない

30.0%

無回答

5.7%

(n=1,568)

64.3 

53.8 

30.0 

36.0 

5.7 

10.2 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

できている できていない 無回答
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子どもの年齢別でみると、「できている」は４歳（84.0％）で最も高く、３歳以上で70％

を超えている。 

母親の就労状況別でみると、「できている」は“フルタイム（休業中含む）”と“パート・

アルバイト・派遣（休業中含む）”で70％台となっている。 

【子どもの年齢別 一番利用したい施設・サービスが利用できているか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の就労状況別 一番利用したい施設・サービスが利用できているか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.3 

29.6 

49.0 

59.2 

77.5 

84.0 

83.3 

30.0 

57.9 

44.5 

34.7 

19.4 

13.0 

13.9 

5.7 

12.5 

6.5 

6.1 

3.1 

3.1 

2.9 

全体
(n=1,568)

０歳
(n=240)

１歳
(n=245)

２歳
(n=277)

３歳
(n=227)

４歳
(n=262)

５歳
(n=245)

(%)
0 20 40 60 80 100

できている できていない 無回答

64.2 

71.6 

72.2 

50.4 

30.1 

24.8 

23.9 

40.8 

5.6 

3.6 

3.9 

8.8 

全体
(n=1,563)

フルタイム（休業中含む）
(n=521)

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=493)

働いていない（学生含む）
(n=532)

(%)
0 20 40 60 80 100

できている できていない 無回答
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（５）一番利用したい施設・サービスが利用できていない理由   

⇒「２」を選ばれた方、一番に利用したい施設・サービスを受けることができていない理

由は何ですか。（あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

現在一番利用したい施設やサービスが利用できていないと回答した人に、その理由につ

いてたずねると、「施設に空きがない」が34.6％で最も多く、次いで「入所できる年齢に

達していない」が28.5％、「保育料（利用料）が高い」が21.7％となっている。 

前回調査と比較すると、「施設に空きがない」が前回（28.3％）より6.3ポイント高くなっ

ている。 

【一番利用したい施設・サービスが利用できていない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【一番利用したい施設・サービスが利用できていない理由（前回調査との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.6 

28.5 

21.7 

11.0 

7.6 

5.9 

13.0 

6.2 

0 10 20 30 40

施設に空きがない

入所できる年齢に達していない

保育料（利用料）が高い

保育時間が短い

給食がない

近所に施設がない

その他

無回答

(MA%)
(n=471)

34.6 

28.5 

21.7 

11.0 

7.6 

5.9 

13.0 

6.2 

28.3 

35.4 

24.3 

14.3 

7.1 

6.1 

9.5 

4.4 

0 10 20 30 40

施設に空きがない

入所できる年齢に達していない

保育料（利用料）が高い

保育時間が短い

給食がない

近所に施設がない

その他

無回答

(MA%)

今回調査(n=471)

前回調査(n=608)
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５ 地域の子育て支援サービスの利用状況 

※この項は就学前児童のみ 

（１）地域子育て支援センターの利用状況 

問15 地域子育て支援センターについておうかがいします。 

現在、子育て支援センターを利用していますか。あてはまる番号１つに○をつけ、お

およその利用回数を枠内に数字を入れてください。 

地域子育て支援センターの利用状況は、「現在、利用していないし、今後も利用しない」

が69.4％で最も多く、次いで「現在、利用していないが、今後は利用したい」が23.7％、

「現在、利用している」が6.4％となっている。 

前回調査と比較すると、「現在、利用していないし、今後も利用しない」が前回（63.5％）

より5.9ポイント高くなっている。 

【地域子育て支援センターの利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域子育て支援センターの利用状況（前回調査との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在、利用している

6.4%

現在、利用していな

いが、今後は利用し

たい

23.7%

現在、利用して

いないし、今後も

利用しない

69.4%

無回答

0.6%

(n=1,568)

6.4 

8.9 

23.7 

21.3 

69.4 

63.5 

0.6 

6.2 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

現在、利用している

現在、利用していないが、今後は利用したい

現在、利用していないし、今後も利用しない 無回答
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地域別でみると、「現在、利用している」は岸和田中部地域（11.3％）で最も高く、「現

在、利用していないが、今後は利用したい」は葛城の谷地域（26.3％）で最も高くなって

いる。 

子どもの年齢別でみると、「現在、利用している」、「現在、利用していないが、今後は

利用したい」は０歳で最も高くなっている。 

【地域別 地域子育て支援センターの利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別 地域子育て支援センターの利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.4 

3.2 

6.7 

6.5 

11.3 

6.5 

5.1 

23.7 

24.7 

19.1 

26.3 

25.8 

21.5 

22.4 

69.4 

71.8 

74.2 

65.1 

62.5 

71.5 

71.8 

0.6 

0.3 

0.0 

2.2 

0.4 

0.5 

0.6 

全体
(n=1,568)

都市中核地域
(n=373)

岸和田北部地域
(n=267)

葛城の谷地域
(n=232)

岸和田中部地域
(n=248)

久米田地域
(n=214)

牛滝の谷地域
(n=156)

(%)
0 20 40 60 80 100

現在、利用

している

現在、利用していないが、今後は利用したい

現在、利用していないし、今後も利用しない 無回答

6.4 

17.1 

8.6 

7.2 

3.1 

1.5 

1.2 

23.7 

34.6 

31.8 

20.2 

17.2 

17.6 

20.0 

69.4 

47.1 

59.2 

71.8 

78.9 

80.9 

78.4 

0.6 

1.3 

0.4 

0.7 

0.9 

0.0 

0.4 

全体
(n=1,568)

０歳
(n=240)

１歳
(n=245)

２歳
(n=277)

３歳
(n=227)

４歳
(n=262)

５歳
(n=245)

(%)
0 20 40 60 80 100

現在、利用

している

現在、利用していないが、今後は利用したい

現在、利用していないし、今後も利用しない 無回答
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「現在、利用している」と回答した人に、現在の利用回数をたずねると、１ヶ月あたり

「１回」が38.0％で最も多く、次いで「３回」が18.0％、「２回」が14.0％となっている。 

希望の利用回数をたずねると、「４回」が14.0％で最も多く、次いで「１回」、「５～９

回」がともに10.0％となっている。 

「現在、利用していないが、今後は利用したい」と回答した人に、希望の利用回数をた

ずねると、１ヶ月あたり「１回」が25.3％で最も多く、次いで「２回」が12.1％、「４回」

が11.3％となっている。 

【現在利用している１ヶ月あたりの利用回数】 

 ＜現在＞                ＜希望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現在、利用していないが、今後利用したい１ヶ月あたりの利用回数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.0 

5.0 

3.0 

14.0 

10.0 

9.0 

6.0 

43.0 

0 10 20 30 40 50

１回

２回

３回

４回

５～９回

10～14回

15回以上

無回答

(%)
(n=100)

38.0 

14.0 

18.0 

11.0 

10.0 

2.0 

5.0 

2.0 

0 10 20 30 40 50

１回

２回

３回

４回

５～９回

10～14回

15回以上

無回答

(%)
(n=100)

25.3 

12.1 

4.3 

11.3 

3.2 

2.4 

1.3 

39.9 

0 10 20 30 40 50

１回

２回

３回

４回

５～９回

10～14回

15回以上

無回答

(%)
(n=371)
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（２）利用したいサービス内容 

⇒「１」または「２」を選ばれた方、地域子育て支援センターでの事業を利用するにあたっ

て、どのようなサービスを利用したいですか。（もっとも利用したい番号上位３つに○を

つけてください。） 

なお、事業の内容によっては、一定の利用料が発生する場合があります。 

地域子育て支援センターを利用したいと回答した人に、利用したいサービス内容につい

てたずねると、「常設の子育て親子の交流の場の提供」が44.6％で最も多く、次いで「子

育てに関する相談・援助」が38.0％、「地域の子育て関連情報の提供」が32.9％となって

いる。 

【利用したいサービス内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.6 

38.0 

32.9 

21.0 

17.6 

15.9 

13.0 

1.9 

2.1 

27.0 

0 10 20 30 40 50

常設の子育て親子の交流の場の提供

子育てに関する相談・援助

地域の子育て関連情報の提供

保育所や幼稚園の入所・利用に関する相談

子育てに関する講習

さまざまな世代との交流の場の提供

地域に出向いての交流の場の提供（出張ひろば）

家庭への訪問支援

その他

無回答

(3LA%)
(n=471)
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子どもの年齢別でみると、「常設の子育て親子の交流の場の提供」は０歳と１歳で50％

台と高く、「子育てに関する相談・援助」では１歳・３歳・４歳で40％台と高くなってい

る。 

【子ども年齢別 利用したいサービス内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(MA%)
常
設
の
子
育
て
親
子
の
交
流

の
場
の
提
供

子
育
て
に
関
す
る
相
談
・
援

助 地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の

提
供

子
育
て
に
関
す
る
講
習

地
域
に
出
向
い
て
の
交
流
の

場
の
提
供
（

出
張
ひ
ろ
ば
）

保
育
所
や
幼
稚
園
の
入
所
・

利
用
に
関
す
る
相
談

さ
ま
ざ
ま
な
世
代
と
の
交
流

の
場
の
提
供

家
庭
へ
の
訪
問
支
援

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=471)

44.6 38.0 32.9 17.6 13.0 21.0 15.9 1.9 2.1 27.0

０歳
(n=124)

58.1 36.3 33.1 21.8 16.9 29.8 12.9 0.8 1.6 21.8

１歳
(n=99)

52.5 44.4 40.4 15.2 11.1 29.3 8.1 1.0 1.0 24.2

２歳
(n=76)

31.6 32.9 32.9 9.2 11.8 23.7 19.7 3.9 - 34.2

３歳
(n=46)

47.8 41.3 23.9 19.6 8.7 15.2 28.3 2.2 2.2 23.9

４歳
(n=50)

42.0 42.0 40.0 28.0 14.0 8.0 14.0 2.0 10.0 18.0

５歳
(n=52)

23.1 34.6 25.0 19.2 13.5 3.8 23.1 3.8 1.9 32.7
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（３）子育て支援サービスの認知度・利用度・利用希望 

問16 子育て支援サービスの認知度・利用度についておうかがいします。知っているもの、

利用したことがあるものや、今後、利用したいサービスについて、「はい」「いいえ」

のどちらかに○をつけてください。 

子育て支援サービスの認知度については、「知っている」の割合は“⑤保育所や幼稚園

の園庭開放など”が88.0％で最も高く、次いで“①公民館・青少年会館、町会館、小学校

などの赤ちゃんサロン、子育てサロン”が77.9％、“④保健センターからの情報、相談・

教室など”が73.9％となっている。 

利用度については、「利用したことがある」の割合は、“⑤保育所や幼稚園の園庭開放な

ど”が56.8％で最も高く、次いで“①公民館・青少年会館、町会館、小学校などの赤ちゃ

んサロン、子育てサロン”が40.9％、“④保健センターからの情報、相談・教室など”が

31.6％となっている。 

【子育て支援サービスの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て支援サービスの利用度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77.9 

36.9 

37.5 

73.9 

88.0 

59.1 

15.8 

57.3 

56.6 

20.5 

5.4 

34.8 

6.3 

5.8 

5.9 

5.7 

6.6 

6.2 

①公民館・青少年会館、町会館、小学校など
の赤ちゃんサロン、子育てサロン

②公民館・青少年会館の家庭教育学級、サー
クル

③公民館・青少年会館の子育てに関する講座

④保健センターからの情報、相談・教室など

⑤保育所や幼稚園の園庭開放など

⑥地域子育て支援センターの相談・催し物

(%)
0 20 40 60 80 100

知っている 知らない 無回答
(n=1,568)

40.9 

7.7 

8.1 

31.6 

56.8 

21.1 

49.9 

77.6 

76.4 

56.5 

34.9 

66.5 

9.2 

14.7 

15.5 

11.9 

8.3 

12.4 

①公民館・青少年会館、町会館、小学校など
の赤ちゃんサロン、子育てサロン

②公民館・青少年会館の家庭教育学級、サー
クル

③公民館・青少年会館の子育てに関する講座

④保健センターからの情報、相談・教室など

⑤保育所や幼稚園の園庭開放など

⑥地域子育て支援センターの相談・催し物

(%)
0 20 40 60 80 100

利用したことがある 利用したことがない 無回答
(n=1,568)
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利用希望については、「今後、利用したい」の割合は、“⑤保育所や幼稚園の園庭開放な

ど”が43.9％で最も高く、次いで“④保健センターからの情報、相談・教室など”が39.2％、

“⑥地域子育て支援センターの相談・催し物”が33.2％なっている。 

【子育て支援サービスの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回と比較すると、「知っている」は“⑥地域子育て支援センターの相談・催し物”が

前回（55.3％）より3.8ポイントが高いが、それ以外の割合はいずれも低くなっている。 

【子育て支援サービスの認知度（前回調査との比較）】 

＜今回調査(n=1,568)＞       ＜前回調査(n=1,687)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.8 

19.5 

20.4 

39.2 

43.9 

33.2 

52.9 

63.9 

62.8 

43.8 

40.2 

50.1 

15.3 

16.6 

16.8 

17.0 

15.9 

16.8 

①公民館・青少年会館、町会館、小学校など
の赤ちゃんサロン、子育てサロン

②公民館・青少年会館の家庭教育学級、サー
クル

③公民館・青少年会館の子育てに関する講座

④保健センターからの情報、相談・教室など

⑤保育所や幼稚園の園庭開放など

⑥地域子育て支援センターの相談・催し物

(%)
0 20 40 60 80 100

今後、利用したい 利用したくない 無回答(n=1,568)

77.9 

36.9 

37.5 

73.9 

88.0 

59.1 

15.8 

57.3 

56.6 

20.5 

5.4 

34.8 

6.3 

5.8 

5.9 

5.7 

6.6 

6.2 

①公民館・青少年会館、町会
館、小学校などの赤ちゃんサ
ロン、子育てサロン

②公民館・青少年会館の家庭
教育学級、サークル

③公民館・青少年会館の子育
てに関する講座

④保健センターからの情報、
相談・教室など

⑤保育所や幼稚園の園庭開放
など

⑥地域子育て支援センターの
相談・催し物

(%)
0 20 40 60 80 100

知っている 知らない
無回答

79.0 

45.9 

43.8 

74.0 

90.0 

55.3 

16.2 

48.8 

51.2 

20.8 

4.8 

39.5 

4.8 

5.3 

5.0 

5.2 

5.2 

5.2 

(%)
0 20 40 60 80 100

知っている 知らない

無回答
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利用度を前回調査と比較すると、「利用したことがある」は“①公民館・青少年会館、

町会館、小学校などの赤ちゃんサロン、子育てサロン”、“④保健センターからの情報、相

談・教室など”、“⑥地域子育て支援センターの相談・催し物”で前回より割合が高くなっ

ているが、大きな差はみられない。 

利用希望を前回調査と比較すると、「今後、利用したい」はいずれの項目も前回より割

合が低くなっている。 

【子育て支援サービスの利用度（前回調査との比較）】 

＜今回調査(n=1,568)＞       ＜前回調査(n=1,687)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て支援サービスの利用希望（前回調査との比較）】 

＜今回調査(n=1,568)＞       ＜前回調査(n=1,687)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.9 

7.7 

8.1 

31.6 

56.8 

21.1 

49.9 

77.6 

76.4 

56.5 

34.9 

66.5 

9.2 

14.7 

15.5 

11.9 

8.3 

12.4 

①公民館・青少年会館、町会
館、小学校などの赤ちゃんサ
ロン、子育てサロン

②公民館・青少年会館の家庭
教育学級、サークル

③公民館・青少年会館の子育
てに関する講座

④保健センターからの情報、
相談・教室など

⑤保育所や幼稚園の園庭開放
など

⑥地域子育て支援センターの
相談・催し物

(%)
0 20 40 60 80 100

利用したこと

がある
利用したこと

がない 無回答

39.7 

11.0 

8.9 

29.9 

57.1 

19.1 

51.9 

77.2 

78.2 

59.1 

35.1 

70.1 

8.4 

11.8 

12.9 

11.0 

7.8 

10.8 

(%)
0 20 40 60 80 100

利用したこと

がある

利用したこと

がない 無回答

31.8 

19.5 

20.4 

39.2 

43.9 

33.2 

52.9 

63.9 

62.8 

43.8 

40.2 

50.1 

15.3 

16.6 

16.8 

17.0 

15.9 

16.8 

①公民館・青少年会館、町会
館、小学校などの赤ちゃんサ
ロン、子育てサロン

②公民館・青少年会館の家庭
教育学級、サークル

③公民館・青少年会館の子育
てに関する講座

④保健センターからの情報、
相談・教室など

⑤保育所や幼稚園の園庭開放
など

⑥地域子育て支援センターの
相談・催し物

(%)
0 20 40 60 80 100

今後、

利用したい 利用したくない 無回答

34.8 

22.8 

24.8 

42.1 

44.8 

35.8 

51.5 

62.9 

60.6 

44.3 

42.1 

50.3 

13.7 

14.3 

14.6 

13.5 

13.1 

13.9 

(%)

0 20 40 60 80 100

今後、利用

したい 利用したくない 無回答
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子どもの年齢別でみると、子育て支援サービスの認知度・利用度は「①公民館・青少年

会館、町会館、小学校などの赤ちゃんサロン、子育てサロン」、「②公民館・青少年会館の

家庭教育学級、サークル」、「③公民館・青少年会館の子育てに関する講座」では４歳で最

も高くなっている。 

利用希望は「①公民館・青少年会館、町会館、小学校などの赤ちゃんサロン、子育てサ

ロン」、「④保健センターからの情報、相談・教室など」、「⑤保育所や幼稚園の園庭開放な

ど」、「⑥地域子育て支援センターの相談・催し物」では０歳・１歳で高い割合となってい

る。 

【子どもの年齢別 子育て支援サービスの認知度・利用度・利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※全体より10％以上高いものに網掛けをしている。 

  

（%）
①
公
民
館
・
青
少
年
会
館
、

町

会
館
、

小
学
校
な
ど
の
赤
ち
ゃ

ん
サ
ロ
ン
、

子
育
て
サ
ロ
ン

②
公
民
館
・
青
少
年
会
館
の
家

庭
教
育
学
級
、

サ
ー

ク
ル

③
公
民
館
・
青
少
年
会
館
の
子

育
て
に
関
す
る
講
座

④
保
健
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
情

報
、

相
談
・
教
室
な
ど

⑤
保
育
所
や
幼
稚
園
の
園
庭
開

放
な
ど

⑥
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

の
相
談
・
催
し
物

全体(n=1,568) 77.9 36.9 37.5 73.9 88.0 59.1

０歳(n=240) 77.5 26.3 28.8 70.4 84.2 58.8

１歳(n=245) 79.2 35.1 33.5 76.7 89.4 65.3

２歳(n=277) 76.2 35.7 37.2 74.0 87.0 56.7

３歳(n=227) 78.4 37.9 40.1 78.4 91.6 57.3

４歳(n=262) 80.9 43.9 45.4 75.2 90.1 60.7

５歳(n=245) 77.1 39.2 38.0 67.3 86.1 53.9

全体(n=1,568) 40.9 7.7 8.1 31.6 56.8 21.1

０歳(n=240) 37.9 5.4 4.6 27.1 46.7 21.7

１歳(n=245) 42.0 6.5 6.1 33.9 52.7 28.2

２歳(n=277) 38.3 7.2 6.5 31.0 58.8 19.1

３歳(n=227) 39.2 9.3 9.3 35.2 62.1 20.3

４歳(n=262) 46.9 11.8 12.2 32.8 59.2 18.7

５歳(n=245) 44.1 4.9 9.4 29.0 63.7 18.8

全体(n=1,568) 31.8 19.5 20.4 39.2 43.9 33.2

０歳(n=240) 47.9 17.5 20.8 48.3 64.6 47.5

１歳(n=245) 44.9 22.0 24.5 45.3 55.9 45.3

２歳(n=277) 28.2 20.2 18.8 38.3 44.4 29.2

３歳(n=227) 25.1 19.8 19.8 37.0 38.3 30.4

４歳(n=262) 25.6 23.3 21.0 35.1 36.3 27.1

５歳(n=245) 23.3 14.7 20.0 34.3 28.6 23.7

認
知
度

利
用
度

利
用
希
望
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６ 休日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

※この項は就学前児童のみ 

（１）土曜日、日曜日・祝日の利用希望 

問17 封筒のあて名のお子さんについて、土曜日、日曜日・祝日に、幼稚園や保育所など

の利用希望がありますか。（仕事や介護などによる定期的な利用で、一時的な利用は

除きます。） 

（「土曜日」、「日曜日・祝日」欄それぞれのあてはまる番号１つに○をつけてくださ

い。） 

 

① 土曜日、日曜日・祝日の利用希望 

幼稚園や保育所などの土曜日の利用希望は、「利用する必要はない」が50.5％で最も多

く、次いで「たまに利用したい」が30.6％で、「ほぼ毎週利用したい」（14.3％）とたま

に利用したい」をあわせた『利用したい』は44.9％となっている。 

日曜日・祝日の利用希望は、「利用する必要はない」が70.1％で最も多く、次いで「た

まに利用したい」が20.0％で、『利用したい』は22.3％となっている。 

【土曜日、日曜日・祝日の利用希望】 

 ＜土曜日＞               ＜日曜日・祝日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用する必要

はない

50.5%

ほぼ毎週利用したい

14.3%

たまに利用

したい

30.6%

無回答

4.6%

(n=1,568)

利用する必要

はない

70.1%
ほぼ毎週

利用したい

2.3%

たまに利用したい

20.0%

無回答

7.7%

(n=1,568)
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土曜日の利用希望を地域別でみると、『利用したい』は岸和田北部地域（25.4％）で最

も高くなっている。 

日曜日の利用希望を地域別でみると、『利用したい』は岸和田北部地域（47.2％）と葛

城の谷地域（47.4％）で47％台と高くなっている。 

【地域別 土曜日、日曜日・祝日の利用希望】 

＜土曜日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日曜日・祝日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.5 

51.5 

47.2 

48.3 

52.4 

52.8 

53.8 

14.3 

15.0 

15.7 

15.5 

13.3 

15.0 

9.0 

30.6 

29.2 

31.5 

31.9 

30.2 

28.0 

32.1 

4.6 

4.3 

5.6 

4.3 

4.0 

4.2 

5.1 

全体
(n=1,568)

都市中核地域
(n=373)

岸和田北部地域
(n=267)

葛城の谷地域
(n=232)

岸和田中部地域
(n=248)

久米田地域
(n=214)

牛滝の谷地域
(n=156)

(%)
0 20 40 60 80 100

利用する必要はない
ほぼ毎週

利用したい たまに利用したい 無回答

70.1 

68.4 

67.8 

66.4 

74.2 

72.0 

75.6 

2.3 

2.4 

2.6 

1.3 

3.6 

1.9 

0.6 

20.0 

21.4 

22.8 

23.3 

15.3 

19.6 

15.4 

7.7 

7.8 

6.7 

9.1 

6.9 

6.5 

8.3 

全体
(n=1,568)

都市中核地域
(n=373)

岸和田北部地域
(n=267)

葛城の谷地域
(n=232)

岸和田中部地域
(n=248)

久米田地域
(n=214)

牛滝の谷地域
(n=156)

(%)
0 20 40 60 80 100

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

たまに

利用したい 無回答
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② 土曜日、日曜日・祝日の利用希望時間帯 

土曜日にほぼ毎週利用したい利用開始時刻は、「８時台」が56.3％で最も多く、次いで

「７時台」が23.2％、「９時台」が17.4％となっている。 

日曜日・祝日は、「８時台」が41.7％で最も多く、次いで「７時台」が30.6％、「９時

台」が25.0％となっている。 

土曜日にたまに利用した利用開始時刻は、「８時台」、「９時台」がそれぞれ40.4％で最

も多く、次いで「７時台」が12.7％となっている。 

日曜日・祝日は、「８時台」が42.5％で最も多く、次いで「９時台」が37.4％、「７時

台」が14.4％となっている。 

【“ほぼ毎週利用したい”と回答した人の土曜日、日曜日・祝日の利用希望開始時刻】 

＜土曜日＞             ＜日曜日・祝日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【“たまに利用したい”と回答した人の土曜日、日曜日・祝日の利用希望開始時刻】 

＜土曜日＞             ＜日曜日・祝日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

23.2 

56.3 

17.4 

0.4 

0.0 

0.0 

2.7 

0 20 40 60

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=224)

0.2 

12.7 

40.4 

40.4 

3.5 

0.0 

0.6 

2.1 

0 20 40 60

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=480)

0.0 

30.6 

41.7 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

0 20 40 60

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=36)

0.0 

14.4 

42.5 

37.4 

2.9 

0.0 

1.3 

1.6 

0 10 20 30 40 50

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=313)
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土曜日にほぼ毎週利用したい利用終了時刻は、「18時台」が43.8％で最も多く、次いで

「17時台」が24.1％、「16時台」が14.3％となっている。 

日曜日・祝日は、「18時台」が41.7％で最も多く、次いで「17時台」が25.0％、「19時

以降」が22.2％となっている。 

土曜日にたまに利用したい利用終了時刻は、「18時台」が27.9％で最も多く、次いで「17

時台」が26.7％、「16時台」が20.0％となっている。 

日曜日・祝日は、「18時台」が39.0％で最も多く、次いで「17時台」が24.9％、「16時

台」が15.3％となっている。 

【“ほぼ毎週利用したい”と回答した人の土曜日、日曜日・祝日の利用希望終了時刻】 

＜土曜日＞             ＜日曜日・祝日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【“たまに利用したい”と回答した人の土曜日、日曜日・祝日の利用希望終了時刻】 

＜土曜日＞             ＜日曜日・祝日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3 

0.4 

4.0 

14.3 

24.1 

43.8 

9.4 

2.7 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=224)

7.5 

3.8 

7.9 

20.0 

26.7 

27.9 

4.2 

2.1 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)

(n=480)

0.0 

0.0 

2.8 

5.6 

25.0 

41.7 

22.2 

2.8 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=36)

3.5 

1.9 

8.9 

15.3 

24.9 

39.0 

4.8 

1.6 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=313)
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（２）長期休暇中の幼稚園の利用希望 

問18 封筒のあて名のお子さんが「幼稚園」を利用されている方におうかがいします。 

   夏休み・冬休みなど長期休暇中に、幼稚園の利用を希望しますか。あてはまる番号

１つに○をつけてください。希望がある場合は、枠内に具体的な数字を入れてくだ

さい。 

 

① 長期休暇中の幼稚園の利用希望 

長期休暇中に幼稚園の利用希望は、「たまに利用したい」が42.7％で最も多く、次いで

「利用する必要はない」が24.6％、「ほぼ毎日利用したい」が24.1％で、『利用したい』

（「ほぼ毎日利用したい」と「たまに利用したい」をあわせた割合）は66.8％となってい

る。 

地域別でみると、『利用したい』は牛滝の谷地域（71.8％）で最も高くなっている。 

【長期休暇中の幼稚園の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域別 長期休暇中の幼稚園の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用する必要はない

24.6%

ほぼ毎日利用したい

24.1%

たまに利用したい

42.7%

無回答

8.5%

(n=386)

24.6 

22.5 

23.9 

24.5 

30.3 

25.0 

20.5 

24.1 

30.6 

21.1 

20.4 

18.2 

22.5 

28.2 

42.7 

37.8 

47.9 

46.9 

47.0 

37.5 

43.6 

8.5 

9.0 

7.0 

8.2 

4.5 

15.0 

7.7 

全体
(n=386)

都市中核地域
(n=111)

岸和田北部地域
(n=71)

葛城の谷地域
(n=49)

岸和田中部地域
(n=66)

久米田地域
(n=40)

牛滝の谷地域
(n=39)

(%)
0 20 40 60 80 100

利用する必要はない

ほぼ毎日

利用したい たまに利用したい 無回答
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② 長期休暇中の幼稚園の利用希望時間帯 

長期休暇中にほぼ毎週利用したい利用希望開始時刻は、「８時台」が64.5％で最も多く、

次いで「９時台」が29.0％となっている。 

利用希望終了時刻は、「16時台」が37.6％で最も多く、次いで「17時台」、「18時台」が

それぞれ26.9％となっている。 

長期休暇中にたまに利用したい利用希望開始時刻は、「９時台」が56.4％で最も多く、

次いで「８時台」が32.7％となっている。 

利用希望終了時刻は、「16時台」が33.3％で最も多く、次いで「17時台」が26.7％、「15

時台」が16.4％となっている。 

 

【“ほぼ毎日利用したい”と回答した人の長期休暇中の利用希望時間帯】 

 ＜利用希望開始時刻＞          ＜利用希望終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【“たまに利用したい”と回答した人の長期休暇中の利用希望時間帯】 

 ＜利用希望開始時刻＞          ＜利用希望終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

5.4 

64.5 

29.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=93)

0.0 

3.0 

32.7 

56.4 

6.1 

0.0 

0.0 

1.8 

0 20 40 60 80

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=165)

0.0 

1.1 

2.2 

37.6 

26.9 

26.9 

5.4 

0.0 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)

(n=93)

1.8 

5.5 

16.4 

33.3 

26.7 

12.1 

2.4 

1.8 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

(%)
(n=165)
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７ 病気の際の対応について 

（１）この１年間に、子どもが病気やケガで通常の保育サービスが利用できなかっ

たことや学校を休まなければならなかった経験の有無 

（就学前）問19 平日に定期的に幼稚園や保育所などを利用していると答えた保護者の方

（問12で「１．利用している」に○をつけた方）に、封筒のあて名のお子

さんが病気になったときの対応についておうかがいします。 

この１年間に、封筒のあて名のお子さんが病気やけがで、幼稚園や保育所

などの施設やサービスを利用できなかったことはありますか。 

（小学生）問10 封筒のあて名のお子さんが病気になったときの対応についておうかがい

します。 

この１年間に封筒のあて名のお子さんが病気やけがで、小学校を休まなけ

ればならなかったことはありましたか。 

子どもが病気やけがで幼稚園や保育所などを利用できなかったことの有無は、就学前は

「あった」が85.1％、「なかった」が10.5％となっている。小学生は「あった」が65.3％、

「なかった」が32.0％となっている。 

【子どもが病気等で通常の事業を利用できなかったことの有無】 

 ＜就学前＞                ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あった

85.1%

なかった

10.5%

無回答

4.4%

(n=1,162)

あった

65.3%

なかった

32.0%

無回答

2.7%

(n=1,752)
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子どもの年齢（学年）別でみると、就学前では「あった」は１歳（93.9％）で最も高く、

０～４歳で80％を超えている。 

小学生では「あった」は小学２年生（70.2％）で最も高く、次いで小学４年生（70.1％）

となっている。 

【子どもの年齢（学年）別 子どもが病気等で通常の事業を利用できなかったことの有無】 

 ＜就学前＞                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85.1 

85.9 

93.9 

85.7 

85.0 

86.5 

78.8 

10.5 

11.3 

2.3 

7.9 

11.6 

10.4 

15.9 

4.4 

2.8 

3.8 

6.3 

3.4 

3.1 

5.3 

全体
(n=1,162)

０歳
(n=71)

１歳
(n=131)

２歳
(n=189)

３歳
(n=207)

４歳
(n=260)

５歳
(n=245)

(%)
0 20 40 60 80 100

あった

なかった

無回答

65.3 

66.2 

70.2 

69.0 

70.1 

58.7 

58.7 

32.0 

31.2 

27.7 

28.2 

28.0 

39.8 

37.1 

2.7 

2.6 

2.1 

2.7 

1.9 

1.5 

4.2 

全体
(n=1,752)

小学１年生
(n=311)

小学２年生
(n=285)

小学３年生
(n=294)

小学４年生
(n=261)

小学５年生
(n=264)

小学６年生
(n=283)

(%)
0 20 40 60 80 100

あった なかった 無回答
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（１）－１ 子どもが病気等で通常の事業を利用できなかった場合の対処方法 

⇒この１年間で、封筒のあて名のお子さんが病気で幼稚園や保育所などを利用できなかっ

た場合の対処方法とその日数は何日くらいですか。 

あてはまる番号全てに○をつけ、その日数について枠内に具体的な数字を入れてくださ

い。（半日程度についても１日としてカウントしてください。） 

子どもが病気やけがで幼稚園や保育所などを利用できなかったことがあったと回答し

た人に、その場合の対処についてたずねると、就学前は「母親が仕事を休んだ」が69.2％

で最も多く、次いで「自身や配偶者の親、親せき、友人・知人にみてもらった」が34.4％、

「働いていない父親か母親が子どもをみた」が18.5％となっている。小学生は「母親が仕

事を休んだ」が58.9％で最も多く、次いで「自身や配偶者の親、親せき、友人・知人にみ

てもらった」が25.7％、「働いていない父親か母親が子どもをみた」が18.8％となってい

る。 

【子どもが病気等で通常の事業を利用できなかった場合の対処方法】 

 ＜就学前＞         ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.5 

69.2 

34.4 

18.5 

3.4 

0.0 

0.1 

0.5 

0.8 

1.6 

0 20 40 60 80

父親が仕事を休んだ

母親が仕事を休んだ

自身や配偶者の親、親せき、
友人・知人にみてもらった

働いていない父親か母親が子どもをみた

保育所や病院に併設する病気の子どものため
の保育施設を利用した

民間事業者による訪問型サービス（ベビー
シッター）を利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

(MA%)

(n=989)

8.5 

58.9 

25.7 

18.8 

0.2 

0.0 

0.1 

5.1 

1.1 

3.1 

0 20 40 60 80
(MA%)

(n=1,144)
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母親の就労状況別でみると、就学前・小学生とも“フルタイム（休業中含む）”、“パー

ト・アルバイト・派遣（休業中含む）”は「母親が仕事を休んだ」が最も多く、次いで「自

身や配偶者の親、親せき、友人・知人にみてもらった」となっている。 

【母親の就労状況別 子どもが病気等で通常の事業を利用できなかった場合の対処方法】 

 ＜就学前＞          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(MA%)
父
親
が
仕
事
を
休
ん
だ

母
親
が
仕
事
を
休
ん
だ

自
身
や
配
偶
者
の
親
、

親
せ
き
、

友
人
・

知
人
に
み
て
も
ら
っ

た

働
い
て
い
な
い
父
親
か
母
親
が
子
ど
も
を

み
た

保
育
所
や
病
院
に
併
設
す
る
病
気
の
子
ど

も
の
た
め
の
保
育
施
設
を
利
用
し
た

民
間
事
業
者
に
よ
る
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス

（

ベ
ビ
ー

シ
ッ

タ
ー
）

を
利
用
し
た

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

を

利
用
し
た

仕
方
な
く
子
ど
も
だ
け
で
留
守
番
を
さ
せ

た そ
の
他

無
回
答

全体
(n=986)

16.2 69.4 34.5 18.6 3.4 - 0.1 0.5 0.8 1.6

フルタイム（休業中含む）
(n=423)

26.0 82.7 42.8 6.6 5.7 - 0.2 0.2 1.2 0.2

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=375)

10.4 85.9 31.2 6.1 2.7 - - 0.8 0.5 0.8

働いていない（学生含む）
(n=181)

4.4 5.0 21.0 71.8 - - - 0.6 - 6.1

(MA%)
父
親
が
仕
事
を
休
ん
だ

母
親
が
仕
事
を
休
ん
だ

自
身
や
配
偶
者
の
親
、

親
せ
き
、

友
人
・

知
人
に
み
て
も
ら
っ

た

働
い
て
い
な
い
父
親
か
母
親
が
子
ど
も
を

み
た

保
育
所
や
病
院
に
併
設
す
る
病
気
の
子
ど

も
の
た
め
の
保
育
施
設
を
利
用
し
た

民
間
事
業
者
に
よ
る
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス

（

ベ
ビ
ー

シ
ッ

タ
ー
）

を
利
用
し
た

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

を

利
用
し
た

仕
方
な
く
子
ど
も
だ
け
で
留
守
番
を
さ
せ

た そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,136)

8.5 59.2 25.3 18.9 0.2 - 0.1 5.1 1.1 3.2

フルタイム（休業中含む）
(n=359)

17.0 75.8 30.6 1.7 0.6 - - 5.3 1.1 0.6

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=503)

5.8 73.4 25.4 5.0 - - - 7.2 1.8 2.0

働いていない（学生含む）
(n=256)

1.2 9.4 15.2 71.1 - - 0.4 0.4 - 9.4
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子どもが病気やけがで幼稚園や保育所などを利用できなかった場合の対処別に、その日

数をみると、就学前は“①父親が仕事を休んだ”は「１～２日」（45.4％）が最も多いが、

“②母親が仕事を休んだ”や“③自身や配偶者の親、親せき、友人・知人にみてもらった”

などは「３～５日」が最も多くなっている。小学生は“④働いていない父親か母親が子ど

もをみた”は「３～５日」（36.3％）が最も多いが、それ以外の対処方法では「１～２日」

が最も多くなっている。 

【子どもが病気やケガの際の対処日数】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一番多い項目に網掛けをしている。 

  

（％）

n

１
～

２
日

３
～

５
日

６
～

1
0
日

1
1
～

2
0
日

2
1
～

3
0
日

3
1
日
以
上

無
回
答

①父親が仕事を休んだ
163 45.4 36.8 8.6 0.6 0.6 0.6 7.4

②母親が仕事を休んだ
684 19.2 31.1 24.7 9.9 3.7 1.5 9.9

③自身や配偶者の親、親せき、友
人・知人にみてもらった

340 21.8 34.7 20.0 7.9 2.4 0.3 12.9

④働いていない父親か母親が子ども
をみた

183 15.8 32.2 24.0 8.2 3.3 1.6 14.8

⑤保育所や病院に併設する病気の子
どものための保育施設を利用した

34 26.5 38.2 11.8 8.8 - - 14.7

⑥民間事業者による訪問型サービス
（ベビーシッター）を利用した

- - - - - - - - 

⑦ファミリー・サポート・センター
を利用した

1 - - - - - - 100.0

⑧仕方なく子どもだけで留守番をさ
せた

5 80.0 - - - - - 20.0

⑨その他
8 - 37.5 25.0 12.5 12.5 - 12.5

（％）

n

１
～

２
日

３
～

５
日

６
～

1
0
日

1
1
～

2
0
日

2
1
～

3
0
日

3
1
日
以
上

無
回
答

①父親が仕事を休んだ
97 77.3 16.5 2.1 - - - 4.1

②母親が仕事を休んだ
674 45.5 30.6 12.0 1.6 1.0 0.1 9.1

③自身や配偶者の親、親せき、友
人・知人にみてもらった

294 49.0 29.6 8.8 1.0 - 0.3 11.2

④働いていない父親か母親が子ども
をみた

215 29.8 36.3 15.3 2.8 - - 15.8

⑤保育所や病院に併設する病気の子
どものための保育施設を利用した

2 50.0 - - - - - 50.0

⑥民間事業者による訪問型サービス
（ベビーシッター）を利用した

- - - - - - - - 

⑦ファミリー・サポート・センター
を利用した

1 - - 100.0 - - - - 

⑧仕方なく子どもだけで留守番をさ
せた

58 67.2 17.2 3.4 1.7 - - 10.3

⑨その他
13 38.5 23.1 23.1 - - - 15.4
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（２）病児・病後児保育施設の利用希望 

問20[10-1] 問19[10]で「①」または「②」を選ばれた子どもの病気のため仕事を休んだ

方におうかがいします。 

   そのときに「できれば病気の子どものための保育施設などを利用したい」と思われ

ましたか。あてはまる番号１つに○をつけ、希望がある方は枠内に具体的な数字を

入れてください。 

なお、病気の子どものための保育施設などの利用には、一定の利用料がかかり、ま

た、利用前にかかりつけ医の診察を受け、その診断書を施設に提出するなどの手続

きが必要な場合があります。 

父親または母親が仕事を休んだと回答した人に、病気の子どものための保育施設を利用

したいと思ったかについてたずねると、就学前は「利用したいと思わない」が60.4％で、

「できれば病気の子どものための保育施設などを利用したい」は36.0％となっている。小

学生は「利用したいと思わない」が74.9％で、「できれば病気の子どものための保育施設

などを利用したい」は15.6％となっている。 

【病児・病後児保育施設の利用希望】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

できれば病気の子ど

ものための保育施設

などを利用したい

36.0%

利用したい

と思わない

60.4%

無回答

3.7%

(n=709)

できれば病気の子ど

ものための保育施設

などを利用したい

15.6%

利用したいと

思わない

74.9%

無回答

9.5%

(n=698)
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子どもの年齢（学年）別でみると、就学前では「できれば病気の子どものための保育施

設などを利用したい」は３歳（41.7％）で最も高くなっている。 

小学生では「できれば病気の子どものための保育施設などを利用したい」は小学１年生

（20.7％）で最も高くなっている。 

【子どもの年齢（学年）別 病児・病後児保育施設の利用希望】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.0 

37.3 

38.5 

35.9 

41.7 

35.2 

29.6 

60.4 

60.8 

56.9 

62.5 

54.2 

62.0 

64.0 

3.7 

2.0 

4.6 

1.6 

4.2 

2.8 

6.4 

全体
(n=709)

０歳
(n=51)

１歳
(n=109)

２歳
(n=128)

３歳
(n=120)

４歳
(n=142)

５歳
(n=125)

(%)
0 20 40 60 80 100

できれば病気の子どものため

の保育施設などを利用したい 利用したいと思わない 無回答

15.6 

20.7 

16.3 

18.4 

13.6 

11.3 

12.2 

74.9 

67.8 

74.8 

71.1 

78.8 

79.4 

80.0 

9.5 

11.6 

8.9 

10.5 

7.6 

9.3 

7.8 

全体
(n=698)

小学１年生
(n=121)

小学２年生
(n=135)

小学３年生
(n=114)

小学４年生
(n=118)

小学５年生
(n=97)

小学６年生
(n=90)

(%)
0 20 40 60 80 100

できれば病気の子どものため

の保育施設などを利用したい 利用したいと思わない 無回答
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前回調査と比較すると、「できれば病気の子どものための保育施設などを利用したい」

は就学前は前回（42.1％）より6.1ポイント低いが、小学生は前回（11.6％）より4.0ポイ

ント高くなっている。 

【病児・病後児保育施設の利用希望（前回調査との比較）】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

できれば病気の子どものための保育施設などを利用したいと回答した人に、利用したい

日数をたずねると、就学前は「３～５日」が30.6％で最も多く、次いで「６～10日」が16.1％

となっている。小学生は、「３～５日」が39.4％で最も多く、次いで「１～２日」が30.3％

となっている。 

【病児・病後児保育施設の利用希望日数】 

＜就学前＞                 ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.9 

30.6 

16.1 

4.3 

2.0 

0.8 

33.3 

0 10 20 30 40 50

１～２日

３～５日

６～10日

11～20日

21～30日

31日以上

無回答

(%)
(n=255)

30.3 

39.4 

10.1 

1.8 

0.0 

0.0 

18.3 

0 10 20 30 40 50

１～２日

３～５日

６～10日

11～20日

21～30日

31日以上

無回答

(%)
(n=109)

36.0 

42.1 

60.4 

53.8 

3.7 

4.1 

今回調査
(n=709)

前回調査
(n=615)

(%)
0 20 40 60 80 100

できれば病気の子どものため

の保育施設などを利用したい 利用したいと思わない 無回答

15.6 

11.6 

74.9 

81.4 

9.5 

6.9 

今回調査
(n=698)

前回調査
(n=318)

(%)
0 20 40 60 80 100

できれば病気の子どものため

の保育施設などを利用したい 利用したいと思わない 無回答
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（２）－１ 利用する場合、望ましいサービス 

⇒利用する場合、下記のいずれのサービスが望ましいと思われますか。 

（あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

就学前で、できれば病気の子どものための保育施設などを利用したいと回答した人に、

利用する場合、望ましいサービスについてたずねると、「幼稚園・保育所などに併設した

施設で子どもをみてくれるサービス」が74.5％で最も多く、次いで「小児科に併設した施

設で子どもをみてくれるサービス」が68.2％となっている。 

【病児・病後児保育施設等を利用する場合、望ましいサービス】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74.5 

68.2 

6.3 

5.9 

0.0 

3.1 

0 20 40 60 80

幼稚園・保育所などに併設した施設で子どもを
みてくれるサービス

小児科に併設した施設で子どもをみてくれる
サービス

ベビーシッターなどが利用者宅を訪問し子ども
を保育するサービス

ファミリー・サポート・センターの地域住民が
自宅などで子どもを預かるサービス

その他

無回答

(MA%)
(n=255)
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（２）－２ 病児・病後児保育施設などを利用したいと思わない理由 

⇒その理由について、お答えください。（あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

就学前で、できれば病気の子どものための保育施設などを利用したいと思わないと回答

した人に、その理由をたずねると、「病気の子どもを家族以外の人にみてもらうのは不安

である」が60.7％で最も多く、次いで「父母が仕事を休んで対応できるため」が45.8％、

「病気の子どもは家族がみるべきである」が40.7％となっている。 

【病児・病後児保育施設などを利用したいと思わない理由】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.7 

45.8 

40.7 

27.8 

18.9 

16.4 

13.8 

13.8 

0.2 

3.7 

0 20 40 60 80

病気の子どもを家族以外の人にみてもらうの
は不安である

父母が仕事を休んで対応できるため

病気の子どもは家族がみるべきである

利用料がかかる、高い

サービスの質に不安がある

利用料がわからない

施設の場所や利用時間・日数など、サービス
の使い勝手がよくない

その他

特に理由はない

無回答

(MA%)
(n=428)
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地域別でみると、「施設の場所や利用時間・日数など、サービスの使い勝手がよくない」

は葛城の谷地域（27.6％）で最も高くなっている。 

子どもの年齢別でみると、「病気の子どもを家族以外の人にみてもらうのは不安である」

は０歳（67.7％）で最も高くなっている。 

【地域別 病児・病後児保育施設などを利用したいと思わない理由】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別 病児・病後児保育施設などを利用したいと思わない理由】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

  

(MA%)
病
気
の
子
ど
も
を
家
族
以
外
の
人
に
み
て

も
ら
う
の
は
不
安
で
あ
る

病
気
の
子
ど
も
は
家
族
が
み
る
べ
き
で
あ

る サ
ー

ビ
ス
の
質
に
不
安
が
あ
る

施
設
の
場
所
や
利
用
時
間
・
日
数
な
ど
、

サ
ー

ビ
ス
の
使
い
勝
手
が
よ
く
な
い

利
用
料
が
か
か
る
、

高
い

利
用
料
が
わ
か
ら
な
い

父
母
が
仕
事
を
休
ん
で
対
応
で
き
る
た
め

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

全体
(n=428)

60.7 40.7 18.9 13.8 27.8 16.4 45.8 13.8 0.2 3.7

都市中核地域
(n=107)

63.6 48.6 15.0 10.3 18.7 24.3 48.6 17.8 - 3.7

岸和田北部地域
(n=73)

61.6 45.2 20.5 12.3 30.1 24.7 50.7 20.5 - 1.4

葛城の谷地域
(n=58)

62.1 34.5 20.7 27.6 36.2 13.8 39.7 10.3 - 3.4

岸和田中部地域
(n=63)

55.6 30.2 14.3 12.7 25.4 7.9 50.8 7.9 - 6.3

久米田地域
(n=53)

60.4 45.3 22.6 11.3 45.3 13.2 47.2 9.4 - 1.9

牛滝の谷地域
(n=49)

55.1 34.7 22.4 10.2 18.4 8.2 36.7 12.2 2.0 8.2

(MA%)
病
気
の
子
ど
も
を
家
族
以
外
の
人
に
み
て

も
ら
う
の
は
不
安
で
あ
る

病
気
の
子
ど
も
は
家
族
が
み
る
べ
き
で
あ

る サ
ー

ビ
ス
の
質
に
不
安
が
あ
る

施
設
の
場
所
や
利
用
時
間
・
日
数
な
ど
、

サ
ー

ビ
ス
の
使
い
勝
手
が
よ
く
な
い

利
用
料
が
か
か
る
、

高
い

利
用
料
が
わ
か
ら
な
い

父
母
が
仕
事
を
休
ん
で
対
応
で
き
る
た
め

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

全体
(n=428)

60.7 40.7 18.9 13.8 27.8 16.4 45.8 13.8 0.2 3.7

０歳
(n=31)

67.7 45.2 25.8 12.9 35.5 19.4 54.8 9.7 - 3.2

１歳
(n=62)

53.2 32.3 11.3 6.5 17.7 12.9 50.0 11.3 - 4.8

２歳
(n=80)

57.5 36.3 17.5 18.8 28.8 16.3 36.3 17.5 1.3 8.8

３歳
(n=65)

64.6 44.6 16.9 18.5 33.8 15.4 46.2 10.8 - 1.5

４歳
(n=88)

60.2 43.2 19.3 10.2 21.6 17.0 50.0 18.2 - 1.1

５歳
(n=80)

65.0 45.0 23.8 15.0 32.5 18.8 47.5 12.5 - 3.8
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８ 一時的な預かりや宿泊を伴う預かりについて 

（１）この１年間に利用した不定期に子どもを預かるサービス 

問21 私用、ご自身や配偶者の親の通院、不定期な仕事などを理由として、子どもを預か

るサービスを「不定期に」利用しましたか。（幼稚園や保育所などの定期的な利用や

子どもが病気のときの保育施設などの利用は除きます。） 

   あてはまる番号全てに○をつけ、１年間のおおよその利用日数について枠内に具体

的な数字を入れてください。 

就学前で、この１年間に利用した不定期に子どもを預かるサービスについては、「利用

していない」が79.8％で最も多いが、利用したサービスでは「幼稚園の預かり保育」が8.2％

で最も多く、次いで「一時預かり」が5.0％となっている。 

この１年間に利用した不定期に利用した子どもを預かるサービス別に利用日数をみる

と、「一時預かり」は「１～２日」（35.4％）が最も多く、「幼稚園の預かり保育」は「６

～10日」（27.9％）が最も多くなっている。 

【この１年間に利用した不定期に子どもを預かるサービス】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【この１年間に利用した不定期に利用した子どもを預かるサービス別 利用日数】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％）

ｎ

１
～

２
日

３
～

５
日

６
～

1
0
日

1
1
～

2
0
日

2
1
～

3
0
日

3
1
日
以
上

無
回
答

①一時預かり
79 35.4 20.3 17.7 8.9 2.5 8.9 6.3

②幼稚園の預かり保育
129 14.0 16.3 27.9 11.6 4.7 16.3 9.3

③ファミリー・サポート・セ
ンターを利用した

5 80.0 - - - 20.0 - - 

④トワイライトステイを利用
した

- - - - - - - - 

⑤ベビーシッターを利用した
2 50.0 - - - - 50.0 - 

⑥その他
6 16.7 16.7 - 33.3 16.7 - 16.7

5.0 

8.2 

0.3 

0.0 

0.1 

0.4 

79.8 

6.7 

0 20 40 60 80 100

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センターを利用した

トワイライトステイを利用した

ベビーシッターを利用した

その他

利用していない

無回答

(MA%)
(n=1,568)

※一番多い項目に網掛けをしている。 
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この１年間に利用した不定期に子どもを預かるサービスを前回調査と比較すると、「幼

稚園の預かり保育」、「一時預かり」は前回より割合がやや高くなっているが、「利用して

いない」も前回（73.5％）より6.3ポイント高くなっている。 

【この１年間に利用した不定期に子どもを預かるサービス（前回調査との比較）】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.2 

5.0 

0.3 

0.1 

0.0 

0.4 

79.8 

6.7 

7.7 

4.6 

0.4 

0.1 

0.0 

0.2 

73.5 

13.9 

0 20 40 60 80 100

幼稚園の預かり保育

一時預かり

ファミリー・サポート・センターを利用した

ベビーシッターを利用した

トワイライトステイを利用した

その他

利用していない

無回答

(MA%)

今回調査

(n=1,568)

前回調査

(n=1,687)
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この１年に利用したサービスについて、地域別でみると、「一時預かり」は葛城の谷地

域（6.5％）で、「幼稚園の預かり保育」は岸和田中部地域（11.3％）で最も高くなってい

る。 

子どもの年齢別でみると、「一時預かり」は１歳（10.2％）で、「幼稚園の預かり保育」

は４歳（19.8％）で最も高くなっている。 

【地域別 この１年間に利用した不定期に子どもを預かるサービス】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別 この１年間に利用した不定期に子どもを預かるサービス】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

  

(MA%)
一
時
預
か
り

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ
ー

を
利
用
し
た

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
を
利

用
し
た

ベ
ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

を
利
用
し

た そ
の
他

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

全体
(n=1,568)

5.0 8.2 0.3 - 0.1 0.4 79.8 6.7

都市中核地域
(n=373)

5.4 9.4 - - 0.3 - 78.6 6.7

岸和田北部地域
(n=267)

4.1 10.1 - - - 0.4 79.4 6.7

葛城の谷地域
(n=232)

6.5 5.6 0.9 - - 0.9 81.9 5.6

岸和田中部地域
(n=248)

3.6 11.3 0.4 - - 1.2 78.2 6.0

久米田地域
(n=214)

6.1 6.5 - - 0.5 - 80.4 7.0

牛滝の谷地域
(n=156)

5.8 7.1 1.3 - - - 76.9 9.0

(MA%)
一
時
預
か
り

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ
ー

を
利
用
し
た

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
を
利

用
し
た

ベ
ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

を
利
用
し

た そ
の
他

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

全体
(n=1,568)

5.0 8.2 0.3 - 0.1 0.4 79.8 6.7

０歳
(n=240)

5.8 0.8 - - - 0.4 84.6 8.8

１歳
(n=245)

10.2 0.8 - - - 0.8 82.4 6.1

２歳
(n=277)

8.3 1.8 - - - 0.4 83.0 6.9

３歳
(n=227)

1.8 11.0 0.4 - - 0.4 80.6 6.6

４歳
(n=262)

2.3 19.8 0.4 - 0.4 0.4 70.6 7.3

５歳
(n=245)

1.6 16.7 0.8 - 0.4 - 75.5 5.3
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（２）この１年間に子どもを家族以外に一時的に預けた経験 

問[11] 私用、ご自身や配偶者の親の通院、不定期な仕事などを理由として、子どもを家

族以外の誰かに一時的に預けたことはありましたか。（子どもが病気のときの保育施

設などの利用は除きます。） 

   あてはまる番号全てに○をつけ、１年間のおおよその利用日数について枠内に具体

的な数字を入れてください。 

小学生のこの１年間に子どもを家族以外に一時的に預けた経験については、「祖父母、

親せき、友人・知人に見てもらった」が51.2％で最も多く、「預けるようなことはなかっ

た」が43.7％となっている。 

この１年間に子どもを家族以外に一時的に預けた内容別に利用日数をみると、「祖父母、

親せき、友人・知人に見てもらった」は「３～５日」が24.0％で最も多くなっている。 

【この１年間に子どもを家族以外のだれかに一時的に預けたこと】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【この１年間に子どもを家族以外に一時的に預けた内容別 利用日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51.2 

0.3 

0.1 

0.0 

0.9 

43.7 

4.4 

0 20 40 60

祖父母、親せき、友人・知人に見てもらった

ファミリー・サポート・センターを利用した

トワイライトステイを利用した

ベビーシッターを利用した

その他

預けるようなことはなかった

無回答

(MA%)
(n=1,752)

（％）

ｎ

１
～

２
日

３
～

５
日

６
～

1
0
日

1
1
～

2
0
日

2
1
～

3
0
日

3
1
日
以
上

無
回
答

①祖父母、親せき、友
人・知人に見てもらった

897 20.1 24.0 16.8 8.7 3.5 7.5 19.5

②ファミリー・サポー
ト・センターを利用した

6 33.3 16.7 33.3 - - - 16.7

③トワイライトステイを
利用した

1 100.0 - - - - - - 

④ベビーシッターを利用
した

- - - - - - - - 

⑤その他
15 13.3 - 20.0 6.7 - 20.0 40.0

※一番多い項目に網掛けをしている。 
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（３）一時預かりの利用希望 

問22 私用、親の通院、不定期な仕事などを理由として、１年間に何日くらい保育所など

で実施されている「一時預かり」を利用したいと思いますか。 

   利用したいか、する必要がないかについて、あてはまる番号どちらかに○をつけて

ください。利用したい場合、利用したい目的ごとに枠内に日数を記入し、合計の枠

内についても記入してください。なお、サービスの利用にあたっては、一定の利用

料が発生します。 

就学前の一時預かりの利用希望については、「利用したい」が37.9％、「利用する必要は

ない」が55.4％となっている。 

「利用したい」と回答した人に、１年間の利用希望日数をたずねると、「11～20日」が

20.2％で最も多く、次いで「６～10日」が15.7％、「３～５日」が13.8％となっている。 

【一時預かりの利用希望】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一時預かりの利用希望日数（年間合計）】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用したい

37.9%

利用する

必要はない

55.4%

無回答

6.8%

(n=1,568)

１～２日

6.1%

３～５日

13.8%

６～10日

15.7%

11～20日

20.2%
21～30日

10.1%

31日以上

10.4%

無回答

23.7%

(n=594)
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就学前の一時預かりの利用希望について、地域別でみると、「利用したい」は葛城の谷

地域（43.1％）で最も高くなっている。 

子どもの年齢別でみると、「利用したい」は１歳（44.9％）で最も高くなっている。 

【地域別 一時預かりの利用希望】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別 一時預かりの利用希望】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.9 

35.9 

39.7 

43.1 

39.1 

36.0 

34.0 

55.4 

56.8 

54.3 

51.3 

54.4 

57.9 

57.7 

6.8 

7.2 

6.0 

5.6 

6.5 

6.1 

8.3 

全体
(n=1,568)

都市中核地域
(n=373)

岸和田北部地域
(n=267)

葛城の谷地域
(n=232)

岸和田中部地域
(n=248)

久米田地域
(n=214)

牛滝の谷地域
(n=156)

(%)
0 20 40 60 80 100

利用したい 利用する必要はない 無回答

37.9 

40.8 

44.9 

38.3 

31.3 

35.1 

36.3 

55.4 

51.7 

47.8 

54.2 

62.6 

58.4 

58.8 

6.8 

7.5 

7.3 

7.6 

6.2 

6.5 

4.9 

全体
(n=1,568)

０歳
(n=240)

１歳
(n=245)

２歳
(n=277)

３歳
(n=227)

４歳
(n=262)

５歳
(n=245)

(%)
0 20 40 60 80 100

利用したい 利用する必要はない 無回答
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「利用したい」と回答した人に、利用目的をたずねると、「買物、子どもたちや自身の

習い事、リフレッシュ」が66.5％で最も多く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子どもたち

や親の通院など」が56.6％、「不定期な仕事」が31.1％となっている。 

利用目的別に利用希望日数をみると、「買物、子どもたちや自身の習い事、リフレッシュ」

や「冠婚葬祭、学校行事、子どもたちや親の通院など」は「３～５日」が最も多くなって

いる。 

【一時預かりの利用目的】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一時預かりの利用目的別 利用希望日数】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.5 

56.6 

31.1 

6.1 

7.9 

0 20 40 60 80

買物、子どもたちや自身の習い事、リフレッシュ

冠婚葬祭、学校行事、子どもたちや親の通院など

不定期な仕事

その他

無回答

(MA%)
(n=594)

（％）

ｎ

１
～

２
日

３
～

５
日

６
～

1
0
日

1
1
～

2
0
日

2
1
～

3
0
日

3
1
日
以
上

無
回
答

①買物、子どもたちや自身の
習い事、リフレッシュ

395 12.9 23.0 21.0 20.0 5.8 4.8 12.4

②冠婚葬祭、学校行事、子ど
もたちや親の通院など

336 17.3 29.2 26.5 5.1 3.3 0.3 18.5

③不定期な仕事
185 8.1 20.0 21.6 16.2 4.9 7.0 22.2

④その他
36 16.7 22.2 30.6 5.6 0.0 11.1 13.9
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（３）－１ 一時預かりで望ましいサービス 

⇒私用、親の通院、不定期な仕事などの理由でお子さんを預ける場合、下記のいずれの子

育て支援サービスが望ましいと思われますか。（あてはまる番号全てに○をつけてくださ

い。） 

私用、親の通院、不定期な仕事などの理由でお子さんを預ける場合に望ましいサービス

についてたずねると、「幼稚園・保育所などの大規模な施設で子どもを保育するサービス」

が66.7％で最も多く、次いで「小規模な施設で子どもを保育するサービス」が36.2％となっ

ている。 

子どもの年齢別でみると、「幼稚園・保育所などの大規模な施設で子どもを保育するサー

ビス」は５歳（74.2％）で最も高くなっている。 

【一時預かりで望ましいサービス】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別 一時預かりで望ましいサービス】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.7 

36.2 

8.1 

5.9 

1.3 

22.4 

0 20 40 60 80

幼稚園・保育所などの大規模な施設で子どもを
保育するサービス

小規模な施設で子どもを保育するサービス

ファミリー・サポート・センターの地域住民が
自宅などで子どもを預かるサービス

ベビーシッターなどが利用者宅を訪問し子ども
を保育するサービス

その他

無回答

(MA%)
(n=594)

(MA%)
幼
稚
園
・
保
育
所
な
ど
の
大
規
模

な
施
設
で
子
ど
も
を
保
育
す
る

サ
ー

ビ
ス

小
規
模
な
施
設
で
子
ど
も
を
保
育

す
る
サ
ー

ビ
ス

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン

タ
ー

の
地
域
住
民
が
自
宅
な
ど
で

子
ど
も
を
預
か
る
サ
ー

ビ
ス

ベ
ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

な
ど
が
利
用
者

宅
を
訪
問
し
子
ど
も
を
保
育
す
る

サ
ー

ビ
ス

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=594)

66.7 36.2 8.1 5.9 1.3 22.4

０歳
(n=98)

63.3 52.0 8.2 7.1 2.0 20.4

１歳
(n=110)

71.8 43.6 10.9 10.0 0.9 17.3

２歳
(n=106)

61.3 33.0 7.5 4.7 - 27.4

３歳
(n=71)

56.3 31.0 4.2 2.8 2.8 25.4

４歳
(n=92)

72.8 25.0 6.5 4.3 2.2 20.7

５歳
(n=89)

74.2 30.3 7.9 4.5 1.1 21.3

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 
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（４）この１年間に泊りがけで家族以外に子どもをみてもらったこと 

問23[12] この１年間に、冠婚葬祭、家族の病気などの保護者の用事により、お子さんを

「泊りがけで」家族以外に預ける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。） 

あったか、なかったかについて、あてはまる番号どちらかに○をつけてください。

あった場合、その対処方法ごとに枠内に日数を記入し、合計の枠内についても記入

してください。 

この１年間に泊りがけで家族以外に子どもをみてもらったことについては、就学前は

「なかった」が77.7％で、「あった」が17.7％となっている。小学生は「なかった」が81.7％

で、「あった」が15.8％となっている。 

泊りがけで家族以外に預けた年間合計泊数は、就学前は「１～２泊」が33.9％で最も多

く、次いで「３～５泊」が31.4％となっている。小学生は「１～２泊」が40.8％で最も多

く、次いで「３～５泊」が24.2％となっている。 

【この１年間に泊りがけで家族以外に子どもをみてもらったこと】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【泊りがけで家族以外に預けた年間合計泊数】 

 ＜就学前＞              ＜小学生＞ 

 

 

  

あった

17.7%

なかった

77.7%

無回答

4.7%

(n=1,568)

あった

15.8%

なかった

81.7%

無回答

2.5%

(n=1,752)

33.9 

31.4 

18.4 

3.6 

2.2 

1.8 

8.7 

0 10 20 30 40

１～２泊

３～５泊

６～10泊

11～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

(%)

(n=277)

40.8 

24.2 

12.6 

3.6 

1.1 

0.7 

17.0 

0 10 20 30 40 50

１～２泊

３～５泊

６～10泊

11～20泊

21～30泊

31泊以上

無回答

(%)

(n=277)
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この１年間に泊りがけで家族以外に子どもをみてもらったことについて、母親の就労状

況別でみると、就学前・小学生とも「あった」は“フルタイム（休業中含む）”で最も高

くなっている。 

【母親の就労状況別 この１年間に泊りがけで家族以外に子どもをみてもらったこと】 

＜就学前＞               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.7 

19.6 

16.6 

16.5 

77.7 

74.9 

78.7 

80.1 

4.6 

5.6 

4.7 

3.4 

全体
(n=1,563)

フルタイム
（休業中含む）(n=521)

パート・アルバイト・派
遣（休業中含む）(n=493)

働いていない
（学生含む）(n=532)

(%)
0 20 40 60 80 100

あった なかった 無回答

15.7 

19.7 

14.9 

11.2 

82.0 

78.1 

83.2 

85.7 

2.4 

2.2 

1.9 

3.1 

全体
(n=1,736)

フルタイム（休業中含む）
(n=552)

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=773)

働いていない（学生含む）
(n=385)

(%)
0 20 40 60 80 100

あった なかった 無回答
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この１年間に泊りがけで家族以外に子どもをみてもらったことがあったと回答した人

に、その際の対処方法についてたずねると、就学前・小学生とも「自身や配偶者の親、親

せき、友人・知人に預けた」が９割を占めており、就学前が89.5％、小学生が91.0％となっ

ている。 

【泊りがけで家族以外に子どもをみてもらわなければならなかった際の対処方法】 

＜就学前＞                 ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.5 

0.7 

0.0 

9.4 

1.1 

2.9 

1.1 

0 20 40 60 80 100

自身や配偶者の親、親せ
き、友人・知人に預けた

短期入所生活援助事業
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）を利用した

認可外保育施設、ベビー
シッターなどを利用した

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

(MA%)

(n=277)

91.0 

0.4 

0.0 

2.9 

2.2 

0.4 

4.3 

0 20 40 60 80 100

自身や配偶者の親、親せ
き、友人・知人に預けた

短期入所生活援助事業
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）を利用した

ベビーシッターなどを
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

(MA%)
(n=277)
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この１年間に泊りがけで家族以外に子どもをみてもらったことがあったと回答した人

に、対処方法別に泊数をたずねると、「自身や配偶者の親、親せき、友人・知人に預けた」

は「１～２泊」が35.1％で最も多くなっている。小学生も「自身や配偶者の親、親せき、

友人・知人に預けた」は「１～２泊」が44.0％で最も多くなっている。 

【対処方法別 泊数】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

  

（％）

ｎ

１
～

２
泊

３
～

５
泊

６
～

1
0
泊

1
1
～

2
0
泊

2
1
～

3
0
泊

3
1
泊
以
上

無
回
答

①自身や配偶者の親、親せき、
友人・知人に預けた

248 35.1 33.1 18.5 3.2 2.4 1.2 6.5

② 短 期 入 所 生 活 援 助 事 業
（ショートステイ）を利用した

2 - - 50.0 50.0 - - - 

③認可外保育施設、ベビーシッ
ターなどを利用した

- - - - - - - - 

④仕方なく子どもを同行させた
26 50.0 23.1 3.8 - - - 23.1

⑤仕方なく子どもだけで留守番
をさせた

3 66.7 - 33.3 - - - - 

⑥その他
8 12.5 25.0 12.5 - 12.5 12.5 25.0

（％）

ｎ

１
～

２
泊

３
～

５
泊

６
～

1
0
泊

1
1
～

2
0
泊

2
1
～

3
0
泊

3
1
泊
以
上

無
回
答

①自身や配偶者の親、親せき、
友人・知人に預けた

252 44.0 25.0 13.5 4.0 1.2 0.8 11.5

② 短 期 入 所 生 活 援 助 事 業
（ショートステイ）を利用した

1 - 100.0 - - - - - 

③ベビーシッターなどを利用し
た

- - - - - - - - 

④仕方なく子どもを同行させた
8 25.0 37.5 - - - - 37.5

⑤仕方なく子どもだけで留守番
をさせた

6 50.0 - - - - - 50.0

⑥その他
1 - 100.0 - - - - - 
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９ 小学校就学後の放課後の過ごし方 

※この項は就学前児童のみ 

（１）小学校低学年の放課後を過ごさせたい場所 

問24 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。 

   あてはまる番号全てに○をつけ、それぞれの希望する１週間の利用日数について、

枠内に具体的な数字を入れてください。 

３．放課後児童クラブ（チビッコホーム）」を選択された場合には、利用を希望する

時間についても枠内に具体的な数字を入れてください。時間は必ず（18:00）のよう

に24時間制で記入してください。 

就学前の子どもの小学校低学年の放課後で過ごさせたい場所は、「放課後児童クラブ（チ

ビッコホーム）」が55.4％で最も多く、次いで「自宅」が51.5％、「習い事（ピアノ教室、

スポーツクラブ、学習塾など）」が38.5％となっている。 

【小学校低学年の放課後を過ごさせたい場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51.5 

22.7 

55.4 

8.3 

8.7 

38.5 

10.3 

0.2 

2.8 

0.8 

3.2 

0 20 40 60

自宅

自身や配偶者の親・親せきの家、友人・知人の家

放課後児童クラブ（チビッコホーム）

放課後児童クラブ（民設）

放課後子ども教室

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）

公民館や公園などの公共施設

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

(MA%)
(n=507)
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就学前の子どもの小学校低学年の放課後で過ごさせたい場所別に過ごさせたい日数を

みると、“①自宅”、“③放課後児童クラブ（チビッコホーム）”、“④放課後児童クラブ（民

設）”は「５日」が最も多くなっている。 

“③放課後児童クラブ（チビッコホーム）”と回答した人に、何年生まで利用したいか

をたずねると、「小学３年生まで」が47.0％で最も多く、次いで「小学６年生まで」が13.5％、

「小学４年生まで」が13.2％となっている。また、下校時から何時まで利用したいかにつ

いては、「18時台（～18時30分）まで」が43.8％で最も多く、次いで「17時台まで」が29.5％

となっている。 

【小学校低学年の放課後を過ごさせたい場所別 過ごさせたい日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平日の放課後児童クラブの利用希望学年】  【平日の放課後児童クラブの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％）

ｎ

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

無
回
答

①自宅
261 8.8 12.6 14.9 8.0 29.5 26.1

②自身や配偶者の親・親せき
の家、友人・知人の家

115 29.6 22.6 7.0 2.6 17.4 20.9

③放課後児童クラブ（チビッ
コホーム）

281 0.7 2.8 8.9 8.2 62.3 17.1

④放課後児童クラブ（民設）
42 14.3 9.5 11.9 9.5 50.0 4.8

⑤放課後子ども教室
44 38.6 15.9 13.6 - 9.1 22.7

⑥習い事（ピアノ教室、ス
ポーツクラブ、学習塾など）

195 26.7 41.0 14.4 4.1 1.0 12.8

⑦公民館や公園などの公共施
設

52 26.9 28.8 13.5 3.8 3.8 23.1

⑧ファミリー・サポート・セ
ンター

1 - - - - - 100.0

⑨放課後等デイサービス
14 35.7 - 21.4 14.3 21.4 7.1

⑩その他
4 - 50.0 - - 25.0 25.0

0.7 

12.1 

47.0 

13.2 

2.5 

13.5 

11.0 

0 10 20 30 40 50

小学１年生まで

小学２年生まで

小学３年生まで

小学４年生まで

小学５年生まで

小学６年生まで

無回答

(%)
(n=281)

6.0 

29.5 

43.8 

0.4 

7.5 

1.4 

11.4 

0 10 20 30 40 50

16時台まで

17時台まで

18時台（～18時30分）まで

18時台（18時30分より後）まで

19時台まで

20時台まで

無回答

(%)

(n=281)
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（２）小学校高学年の放課後を過ごさせたい場所 

問25 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。 

   あてはまる番号全てに○をつけ、それぞれの希望する１週間の利用日数について、

枠内に具体的な数字を入れてください。 

  「３．放課後児童クラブ（チビッコホーム）」を選択された場合には、利用を希望する

時間についても枠内に具体的な数字を入れてください。時間は必ず（18:00）のよう

に24時間制で記入してください。 

就学前の子どもの小学校高学年の放課後を過ごさせたい場所は、「自宅」が76.5％で最

も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）」が59.2％、「自身

や配偶者の親・親せきの家、友人・知人の家」が28.0％となっている。 

【小学校高学年の放課後を過ごさせたい場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.5 

28.0 

21.3 

4.9 

8.1 

59.2 

14.2 

0.2 

2.6 

1.4 

3.2 

0 20 40 60 80

自宅

自身や配偶者の親・親せきの家、友人・知人の家

放課後児童クラブ（チビッコホーム）

放課後児童クラブ（民設）

放課後子ども教室

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）

公民館や公園などの公共施設

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

(MA%)

(n=507)



- 88 - 

就学前の子どもの小学校高学年の放課後で過ごさせたい場所別に過ごさせたい日数を

みると、低学年同様、“①自宅”、“③放課後児童クラブ（チビッコホーム）”、“④放課後児

童クラブ（民設）”は「５日」が最も多くなっている。 

“③放課後児童クラブ（チビッコホーム）”と回答した人に、何年生まで利用したいか

をたずねると、「小学６年生まで」が59.3％で最も多く、次いで「小学４年生まで」が16.7％

となっている。また、下校時から何時まで利用したいかについては、「18時台（～18時30

分）まで」が48.1％で最も多く、次いで「17時台まで」が14.8％となっている。 

【小学校高学年の放課後を過ごさせたい場所別 過ごさせたい日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平日の放課後児童クラブの利用希望学年】  【平日の放課後児童クラブの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％）

ｎ

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

無
回
答

①自宅
388 8.5 16.0 14.7 5.7 25.8 29.4

②自身や配偶者の親・親せき
の家、友人・知人の家

142 23.9 26.8 9.9 2.1 14.1 23.2

③放課後児童クラブ（チビッ
コホーム）

108 1.9 7.4 12.0 4.6 50.9 23.1

④放課後児童クラブ（民設）
25 12.0 28.0 24.0 8.0 28.0 - 

⑤放課後子ども教室
41 34.1 12.2 26.8 - 12.2 14.6

⑥習い事（ピアノ教室、ス
ポーツクラブ、学習塾など）

300 13.7 36.7 25.7 6.3 2.0 15.7

⑦公民館や公園などの公共施
設

72 25.0 18.1 23.6 2.8 8.3 22.2

⑧ファミリー・サポート・セ
ンター

1 - - - - - 100.0

⑨放課後等デイサービス
13 30.8 15.4 15.4 - 38.5 - 

⑩その他
7 - 42.9 14.3 - 14.3 28.6

16.7 

6.5 

59.3 

17.6 

0 20 40 60 80

小学４年生まで

小学５年生まで

小学６年生まで

無回答

(%)
(n=108)

2.8 

14.8 

48.1 

0.0 

10.2 

3.7 

20.4 

0 20 40 60

16時台まで

17時台まで

18時台（～18時30分）まで

18時台（18時30分より後）まで

19時台まで

20時台まで

無回答

(%)

(n=108)
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（３）放課後児童クラブの土曜日、日曜日・祝日、長期休暇中の利用希望 

問26 問24または問25で「３．放課後児童クラブ（チビッコホーム）（公設：市が運営）」

を選ばれた方におうかがいします。 

   土曜日、日曜日・祝日、夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中に、放課後児童ク

ラブ（チビッコホーム）の利用希望はありますか。 

   それぞれについて、あてはまる番号１つに○をつけてください。 

   また、利用したい時間帯を、枠内に（9:00～18:00）のように24時間制で入れてくだ

さい。なお、利用にあたっては、一定の利用料が発生します。 

小学校就学後の平日の放課後を放課後児童クラブで過ごさせたいと回答した人に、土曜

日、日曜日・祝日、長期休暇期間中の利用希望についてたずねると、土曜日の利用希望は、

「利用する必要はない」が39.1％で最も多く、次いで「低学年（１～３年生）の間は利用

したい」が28.7％となっている。日曜日・祝日は、「利用する必要はない」が66.1％で最

も多く、次いで「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が9.7％となっている。長期

休暇期間中は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が49.1％で最も多く、次いで

「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が36.0％となっている。 

【放課後児童クラブの土曜日・日曜日・祝日の利用希望】 

 ＜土曜日＞     ＜日曜日・祝日＞   ＜長期休暇期間中＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.7 

19.4 

39.1 

12.8 

0 10 20 30 40 50

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=289)

9.7 

6.9 

66.1 

17.3 

0 20 40 60 80

(%)

(n=289)

49.1 

36.0 

2.4 

12.5 

0 20 40 60
(%)

(n=289)
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地域別でみると、土曜日では「高学年（４～６年生）になっても利用したい」は葛城の

谷地域（31.3％）で最も高くなっている。 

日曜日・祝日では「利用する必要はない」がいずれの地域も過半数を占めており、岸和

田北部地域（75.0％）で最も高くなっている。 

【地域別 放課後児童クラブの土曜日・日曜日・祝日の利用希望①】 

＜土曜日＞      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日曜日・祝日＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.7 

26.7 

31.7 

25.0 

21.8 

32.6 

43.5 

19.4 

17.3 

15.0 

31.3 

29.1 

18.6 

0.0 

39.1 

42.7 

46.7 

34.4 

34.5 

34.9 

30.4 

12.8 

13.3 

6.7 

9.4 

14.5 

14.0 

26.1 

全体
(n=289)

都市中核地域
(n=75)

岸和田北部地域
(n=60)

葛城の谷地域
(n=32)

岸和田中部地域
(n=55)

久米田地域
(n=43)

牛滝の谷地域
(n=23)

(%)
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

9.7 

13.3 

10.0 

6.3 

7.3 

9.3 

8.7 

6.9 

5.3 

5.0 

12.5 

10.9 

7.0 

0.0 

66.1 

64.0 

75.0 

62.5 

65.5 

67.4 

52.2 

17.3 

17.3 

10.0 

18.8 

16.4 

16.3 

39.1 

全体
(n=289)

都市中核地域
(n=75)

岸和田北部地域
(n=60)

葛城の谷地域
(n=32)

岸和田中部地域
(n=55)

久米田地域
(n=43)

牛滝の谷地域
(n=23)

(%)
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
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長期休暇期間中では「低学年（１～３年生）の間は利用したい」は久米田地域（65.1％）

で最も高く、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」は岸和田中部地域（54.5％）

で最も高くなっている。 

【地域別 放課後児童クラブの土曜日・日曜日・祝日の利用希望②】 

＜長期休暇期間中＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.1 

46.7 

55.0 

46.9 

34.5 

65.1 

52.2 

36.0 

34.7 

36.7 

37.5 

54.5 

25.6 

13.0 

2.4 

4.0 

1.7 

3.1 

3.6 

0.0 

0.0 

12.5 

14.7 

6.7 

12.5 

7.3 

9.3 

34.8 

全体
(n=289)

都市中核地域
(n=75)

岸和田北部地域
(n=60)

葛城の谷地域
(n=32)

岸和田中部地域
(n=55)

久米田地域
(n=43)

牛滝の谷地域
(n=23)

(%)
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
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土曜日に低学年の間は利用したいと回答した人に、利用したい時間帯をたずねると、利

用開始時刻は「９時台」が33.7％で最も多く、次いで「８時台（８時30分より前）」が30.1％、

「８時台（８時30分以降）」が16.9％となっている。利用終了時刻は「18時台（18時30分

まで）」が43.4％で最も多く、次いで「17時台」が24.1％となっている。 

【土曜日の放課後児童クラブの利用時間帯】 

①低学年の間は利用したいと回答した人 

＜利用開始時刻＞            ＜利用終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高学年の間は利用したいと回答した人に、利用したい時間帯をたずねると、利用開始時

刻は「８時台（８時30分より前）」が35.7％で最も多く、次いで「８時台（８時30分以降）」

が25.0％となっている。利用終了時刻は「18時台（18時30分まで）」が48.2％で最も多く、

次いで「17時台」が25.0％、「19時以降」が14.3％となっている。 

【土曜日の放課後児童クラブの利用時間帯】 

②高学年になっても利用したいと回答した人 

＜利用開始時刻＞             ＜利用終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.4 

30.1 

16.9 

33.7 

1.2 

0.0 

1.2 

8.4 

0 10 20 30 40

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=83)

1.2 

1.2 

3.6 

8.4 

24.1 

43.4 

0.0 

9.6 

8.4 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時
30分まで）

18時台（18時
30分より後）

19時以降

無回答

(%)

(n=83)

17.9 

35.7 

25.0 

17.9 

0.0 

0.0 

0.0 

3.6 

0 10 20 30 40

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=56)

0.0 

0.0 

1.8 

7.1 

25.0 

48.2 

0.0 

14.3 

3.6 

0 20 40 60

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時
30分まで）

18時台（18時
30分より後）

19時以降

無回答

(%)

(n=56)
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日曜日・祝日に低学年の間は利用したいと回答した人（28人）に、利用したい時間帯を

たずねると、利用開始時刻は「９時台」が39.3％（11人）で最も多く、次いで「８時台（８

時30分より前）」が28.6％（８人）となっている。利用終了時刻は「18時台（18時30分ま

で）」が46.4％（13人）で最も多く、次いで「17時台」が17.9％（５人）となっている。 

【日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用時間帯】 

①低学年の間は利用したいと回答した人 

＜利用開始時刻＞             ＜利用終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高学年の間は利用したいと回答した人（20人）に、利用したい時間帯をたずねると、利

用開始時刻は「８時台（８時30分より前）」が50.0％（10人）で最も多く、次いで「７時

台」が20.0％（４人）となっている。利用終了時刻は「18時台（18時30分まで）」が60.0％

（12人）で最も多く、次いで「19時以降」が20.0％（４人）となっている。 

【日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用時間帯】 

②高学年になっても利用したいと回答した人 

＜利用開始時刻＞              ＜利用終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.1 

28.6 

21.4 

39.3 

0.0 

0.0 

0.0 

3.6 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=28)

0.0 

3.6 

7.1 

10.7 

17.9 

46.4 

0.0 

10.7 

3.6 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時
30分まで）

18時台（18時
30分より後）

19時以降

無回答

(%)

(n=28)

20.0 

50.0 

10.0 

10.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

0 20 40 60

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=20)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

60.0 

0.0 

20.0 

10.0 

0 20 40 60 80

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時
30分まで）

18時台（18時
30分より後）

19時以降

無回答

(%)

(n=20)
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長期休暇期間中に低学年の間は利用したいと回答した人に、利用したい時間帯をたずね

ると、利用開始時刻は「８時台（８時30分より前）」が34.5％で最も多く、次いで「８時

台（８時30分以降）」が26.1％となっている。利用終了時刻は「18時台（18時30分まで）」

が38.7％で最も多く、次いで「17時台」が35.9％となっている。 

【長期休暇期間中の放課後児童クラブの利用時間帯】 

①低学年の間は利用したいと回答した人 

＜利用開始時刻＞             ＜利用終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高学年の間は利用したいと回答した人に、利用したい時間帯をたずねると、利用開始時

刻は「８時台（８時30分より前）」が38.5％で最も多く、次いで「７時台」、「８時台（８

時30分以降）」がそれぞれ19.2％となっている。利用終了時刻は、「18時台（18時30分まで）」

が47.1％で最も多く、次いで「17時台」が23.1％となっている。 

【長期休暇期間中の放課後児童クラブの利用時間帯】 

②高学年になっても利用したいと回答した人 

＜利用開始時刻＞              ＜利用終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.0 

34.5 

26.1 

25.4 

0.7 

0.0 

0.7 

5.6 

0 10 20 30 40

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=142)

0.0 

0.7 

3.5 

9.9 

35.9 

38.7 

0.0 

5.6 

5.6 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時
30分まで）

18時台（18時
30分より後）

19時以降

無回答

(%)

(n=142)

19.2 

38.5 

19.2 

17.3 

1.0 

0.0 

0.0 

4.8 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=104)

0.0 

1.0 

1.9 

9.6 

23.1 

47.1 

0.0 

12.5 

4.8 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時
30分まで）

18時台（18時
30分より後）

19時以降

無回答

(%)
(n=104)
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10 小学生の平日の放課後や休日の過ごし方 

※この項は小学生児童のみ 

（１）小学生の平日の放課後や休日の時間帯別の普段の過ごし方 

問[17] 平日の放課後および休日のお子さんの普段の過ごし方で一番多いものについて、時

間帯ごとに、枠内の選択肢の中からあてはまる番号１つを選んで記入してください。 

小学生の平日の放課後や休日の時間帯別の普段の過ごし方については、平日14～16時は、

「授業などで学校にいる」が70.5％で最も多く、次いで「放課後児童クラブ（チビッコホー

ム）で過ごす」が9.1％となっている。 

平日16～18時は、「家や公園などで友だちと過ごす」が30.5％で最も多く、次いで「学

習塾や習い事へ行く」が24.1％となっている。 

平日18～20時は、「保護者や兄弟姉妹などの家族と過ごす」が71.7％で最も多く、次い

で「学習塾や習い事へ行く」が12.8％となっている。 

平日20時以降は、「保護者や兄弟姉妹などの家族と過ごす」が83.3％で最も多く、次い

で「家で、ひとりで勉強などをして過ごす」が2.9％となっている。 

休日は、「保護者や兄弟姉妹などの家族と過ごす」が71.6％で最も多く、次いで「家や

公園などで友だちと過ごす」が10.0％となっている。 

【小学生の平日の放課後や休日の時間帯別の普段の過ごし方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70.5 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

平日14～16時

平日16～18時

平日18～20時

平日20時以降

休日

(n=1,752)

9.1 

9.8 

0.2 

0.0 

0.1 

0 20 40 60 80 100

0.7 

1.1 

0.1 

0.0 

0.1 

0 20 40 60 80 100

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.2 

0 20 40 60 80 100

4.1 

20.4 

71.7 

83.3 

71.6 

0 20 40 60 80 100
(%)

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0 20 40 60 80 100

平日14～16時

平日16～18時

平日18～20時

平日20時以降

休日

(n=1,752)

6.2 

30.5 

2.0 

2.3 

10.0 

0 20 40 60 80 100

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.1 

0 20 40 60 80 100

0.1 

1.0 

1.4 

0.1 

3.6 

0 20 40 60 80 100

1.1 

24.1 

12.8 

2.5 

4.3 

0 20 40 60 80 100
(%)

1.4 

6.2 

4.2 

2.9 

1.3 

0 20 40 60 80 100

平日14～16時

平日16～18時

平日18～20時

平日20時以降

休日

(n=1,752)

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

0.5 

0.7 

0.0 

0.0 

0.1 

0 20 40 60 80 100

0.3 

1.0 

0.6 

1.0 

0.7 

0 20 40 60 80 100

5.8 

4.2 

6.8 

7.8 

7.9 

0 20 40 60 80 100
(%)

授業などで学校に

いる

放課後児童クラブ

（チビッコホーム）

で過ごす

放課後児童クラブ

（民設）で過ごす

放課後子ども教室

に参加する

保護者や兄弟姉妹な

どの家族と過ごす

ベビーシッターなどの

サービスを利用する

家や公園などで友だ

ちと過ごす

公民館や図書館など

公共の施設にいる

スポーツクラブの活動

や子ども会などの地域

活動に参加する

学習塾や習い事へ

行く

家で、ひとりで勉強

などをして過ごす

ファミリー・サ

ポート・センター

を利用する

放課後等デイサービ

スを利用する
その他 無回答
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子どもの学年別でみると、平日14～16時では「放課後児童クラブ（チビッコホーム）で

過ごす」、「保護者や兄弟姉妹などの家族と過ごす」、「家や公園などで友だちと過ごす」、

「学習塾や習い事へ行く」が小学校１年生で最も高くなっている。 

平日16～18時では「学習塾や習い事へ行く」が小学３年生で最も高くなっている。 

平日18～20時、平日20時以降、休日はいずれの学年も「保護者や兄弟姉妹などの家族と

過ごす」が過半数を占めている。 

【子どもの学年別 小学生の平日の放課後や休日の時間帯別の普段の過ごし方】 
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ト
・
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ン

タ
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を
利
用
す
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放
課
後
等
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を
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す

る そ
の
他

無
回
答

全体 1,752 70.5 9.1 0.7 0.1 4.1 - 6.2 - 0.1 1.1 1.4 0.1 0.5 0.3 5.8

小学１年生 311 34.7 26.7 1.6 - 13.5 - 10.9 - - 3.2 2.9 0.3 1.3 0.6 4.2

小学２年生 285 56.5 17.2 1.8 - 6.3 - 7.0 - - 2.1 2.5 - - 0.7 6.0

小学３年生 294 78.9 4.8 - - 1.4 - 7.1 - - - 0.7 - 0.7 - 6.5

小学４年生 261 82.4 1.9 0.4 - 1.5 - 3.8 - 0.4 1.1 1.5 - 0.8 - 6.1

小学５年生 264 88.3 - 0.4 - 0.8 - 3.4 - - - - - - 0.4 6.8

小学６年生 283 90.5 - - - 0.4 - 3.5 - - 0.4 0.7 - 0.4 - 4.2

全体 1,752 0.7 9.8 1.1 0.2 20.4 0.1 30.5 0.1 1.0 24.1 6.2 - 0.7 1.0 4.2

小学１年生 311 0.3 24.4 1.9 0.3 33.8 0.3 15.4 - 0.3 13.8 3.2 - 1.3 0.6 4.2

小学２年生 285 0.7 18.2 1.8 - 21.8 - 26.0 - - 20.7 4.6 - 0.7 1.4 4.2

小学３年生 294 1.0 9.5 0.7 - 16.7 - 30.3 0.7 1.0 31.3 3.1 - 0.3 1.4 4.1

小学４年生 261 0.4 3.4 1.1 - 14.2 - 35.6 - 1.9 25.7 10.0 - 1.1 1.1 5.4

小学５年生 264 0.8 0.8 0.4 - 17.8 - 37.1 - 1.1 28.8 6.8 - 0.4 1.5 4.5

小学６年生 283 1.1 - 0.4 0.4 15.9 - 41.0 - 1.8 26.5 9.9 - 0.4 - 2.8

全体 1,752 - 0.2 0.1 0.1 71.7 0.1 2.0 - 1.4 12.8 4.2 - - 0.6 6.8

小学１年生 311 - - - - 84.6 - 2.9 - - 3.5 1.6 - - 0.6 6.8

小学２年生 285 - 0.7 - - 80.0 - 2.5 - - 5.6 3.5 - - 1.1 6.7

小学３年生 294 - 0.3 - - 75.5 - 2.0 - 0.7 7.5 5.1 - - 1.0 7.8

小学４年生 261 - - - - 68.6 - 1.9 - 2.3 14.2 5.0 - - 0.8 7.3

小学５年生 264 - - 0.4 - 61.4 0.4 1.1 - 2.3 24.2 3.8 - - - 6.4

小学６年生 283 - - - 0.4 60.4 - 1.4 - 3.2 24.7 4.9 - - 0.4 4.6

全体 1,752 - - - 0.1 83.3 0.1 2.3 - 0.1 2.5 2.9 - - 1.0 7.8

小学１年生 311 - - - - 87.5 - 2.9 - - 0.6 1.0 - - 0.6 7.4

小学２年生 285 - - - - 86.3 0.4 2.5 - - 1.1 1.8 - - 1.4 6.7

小学３年生 294 - - - - 84.0 - 1.7 - - 1.0 2.7 - - 1.7 8.8

小学４年生 261 - - - - 83.5 - 2.3 - - 1.5 3.1 - - 0.4 9.2

小学５年生 264 - - - - 81.4 - 1.9 - - 5.3 2.7 - - 1.1 7.6

小学６年生 283 - - - 0.4 79.2 - 2.1 - 0.7 6.0 4.9 - - 0.7 6.0

全体 1,752 - 0.1 0.1 0.2 71.6 - 10.0 0.1 3.6 4.3 1.3 - 0.1 0.7 7.9

小学１年生 311 - 0.6 - - 81.7 - 6.1 - 0.3 2.3 0.3 - 0.3 0.3 8.0

小学２年生 285 - - - - 83.2 - 4.9 - 1.1 2.1 1.1 - - 1.1 6.7

小学３年生 294 - - 0.3 - 75.2 - 6.8 - 3.1 2.7 0.7 - - 1.7 9.5

小学４年生 261 - - 0.4 - 67.0 - 11.5 - 5.7 5.0 1.5 - - 0.4 8.4

小学５年生 264 - - - - 64.0 - 12.9 0.4 6.1 6.4 0.8 - - 0.8 8.7

小学６年生 283 - - - 0.7 58.3 - 18.7 - 6.4 8.5 2.1 - - 0.4 4.9

平日
14～16

時

平日
16～18

時

平日
18～20

時

平日
20時以

降

休日

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 
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（２）小学生の平日の放課後や休日の過ごし方 

問[13] お子さんは、（１）平日（月～金曜日）の放課後、（２）土曜日の日中、（３）日曜

日・祝日の日中をどのような場所で過ごされていますか。 

   あてはまる番号全てに○をつけ、（１）平日については、それぞれの利用日数につい

ても（ ）内に具体的な数字を入れてください。 

小学生の子どもの平日の放課後の過ごし方は、「自宅」が70.4％で最も多く、次いで「習

い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）」が64.6％、「祖父母や親せき、友人・

知人の家」が25.4％となっている。 

土曜日の日中の過ごし方は、「自宅」が80.1％で最も多く、次いで「習い事（ピアノ教

室、スポーツクラブ、学習塾など）」が36.6％、「祖父母や親せき、友人・知人の家」が30.9％

となっている。 

日曜日・祝日の日中の過ごし方は、「自宅」が88.9％で最も多く、次いで「祖父母や親

せき、友人・知人の家」が28.9％、「公園や図書館などの公共施設」が20.9％となってい

る。 

【小学生の平日の放課後や休日の過ごし方】 

     ＜平日の放課後＞  ＜土曜日の日中＞   ＜日曜日・祝日の日中＞ 
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64.6 

70.4 

25.4 

18.2 
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0 20 40 60 80 100

放課後児童クラブ
（チビッコホーム）

放課後児童クラブ（民設）

放課後子ども教室

習い事（ピアノ教室、スポー
ツクラブ、学習塾など）

自宅

祖父母や親せき、友人・知人
の家

公園や図書館などの公共施設

ファミリー・サポート・
センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

(MA%)

(n=1,752)
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80.1 

30.9 

18.9 

0.1 
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6.1 

1.3 

0 20 40 60 80 100
(MA%)

(n=1,752)

0.0 

0.1 

16.8 

88.9 

28.9 

20.9 

0.1 

0.3 

8.6 

1.4 
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(MA%)

(N=1,752)
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平日の放課後の過ごし方別に週あたりの日数をみると、“①放課後児童クラブ（チビッ

コホーム）”、“②放課後児童クラブ（民設）”、“⑤自宅”、“⑨放課後等デイサービス”は「５

日」が最も多く、それ以外は「１日」または「２日」が最も多くなっている。 

【平日の放課後の過ごし方別 週あたりの日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％）

n １日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

①放課後児童クラブ（チビッコホーム） 278 0.7 1.4 6.5 20.5 68.3 2.5

②放課後児童クラブ（民設） 28 17.9 7.1 7.1 14.3 39.3 14.3

③放課後子ども教室 46 76.1 4.3 8.7 - 4.3 6.5

④習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など） 1,131 18.8 28.6 22.8 14.4 8.5 6.9

⑤自宅 1,233 14.5 16.7 16.5 8.1 24.1 20.1

⑥祖父母や親せき、友人・知人の家 445 31.2 22.9 11.5 4.5 13.0 16.9

⑦公園や図書館などの公共施設 318 23.6 26.4 17.0 8.2 8.2 16.7

⑧ファミリー・サポート・センター 5 60.0 20.0 - - 20.0 - 

⑨放課後等デイサービス 25 8.0 16.0 12.0 24.0 40.0 - 

⑩その他 45 17.8 33.3 15.6 20.0 11.1 2.2
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（３）放課後を過ごさせたい場所 

問[14] お子さんのこれから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

いと思いますか。あてはまる番号全てに○をつけてください。また、それぞれ希望

する１週間の利用日数等について（ ）内に具体的な数字を入れてください。 

小学生の子どもにこれからの放課後を過ごさせたい場所は、「自宅」が67.2％で最も多

く、次いで「習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）」が62.4％、「祖父母や

親せき、友人・知人の家」が25.7％となっている。 

放課後を過ごさせたい場所別に週あたりの日数をみると、“①放課後児童クラブ（チビッ

コホーム）”、“②放課後児童クラブ（民設）”は「５日」が最も多くなっている。 

【放課後を過ごさせたい場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放課後を過ごさせたい場所別 週あたりの日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.5 

2.2 

6.0 

62.4 

67.2 

25.7 

23.5 

0.2 

1.8 

2.7 

2.2 

0 20 40 60 80

放課後児童クラブ（チビッコホーム）

放課後児童クラブ（民設）

放課後子ども教室

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾
など）

自宅

祖父母や親せき、友人・知人の家

公園や図書館などの公共施設

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

(MA%)
(n=1,752)

（％）

n １日 ２日 ３日 ４日 ５日 無回答

①放課後児童クラブ（チビッコホーム） 324 0.9 2.8 9.6 15.1 62.7 9.0

②放課後児童クラブ（民設） 38 18.4 15.8 15.8 5.3 34.2 10.5

③放課後子ども教室 105 51.4 15.2 10.5 - 4.8 18.1

④習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など） 1,093 11.3 26.0 24.7 12.8 8.3 16.9

⑤自宅 1,178 12.6 18.9 13.6 6.3 16.1 32.5

⑥祖父母や親せき、友人・知人の家 451 27.5 24.2 8.4 2.0 9.5 28.4

⑦公園や図書館などの公共施設 411 20.9 25.8 15.8 4.4 6.8 26.3

⑧ファミリー・サポート・センター 4 50.0 - - - - 50.0

⑨放課後等デイサービス 31 9.7 9.7 16.1 25.8 22.6 16.1

⑩その他 47 12.8 25.5 12.8 8.5 12.8 27.7
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放課後を過ごさせたい場所で放課後児童クラブ（チビッコホーム）と回答した人に、何

年生まで利用したいかをたずねると、「小学６年生まで」が25.3％で最も多く、次いで「小

学３年生まで」、「小学４年生まで」がともに21.9％となっている。 

放課後児童クラブ（チビッコホーム）を下校時から何時まで利用したいかについては、

「17時台まで」が33.3％で最も多く、次いで「18時台（～18時30分）まで」が21.0％、「16

時台まで」が11.7％となっている。 

【放課後児童クラブの利用希望学年】    【放課後児童クラブの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.3 

7.7 

21.9 

21.9 

6.5 

25.3 

16.4 

0 10 20 30

小学１年生まで

小学２年生まで

小学３年生まで

小学４年生まで

小学５年生まで

小学６年生まで

無回答

(%)
(n=324)

0.0 

0.0 

0.3 

11.7 

33.3 

21.0 

0.0 

6.2 

27.5 

0 10 20 30 40

14時より前まで

14時台まで

15時台まで

16時台まで

17時台まで

18時台（～18時
30分）まで

18時台（18時30
分より後）まで

19時以降まで

無回答

(%)
(n=324)
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（４）放課後児童クラブ（チビッコホーム）の利用希望 

問[15] 問14で「１．放課後児童クラブ（チビッコホーム）（公設：市が運営）」を選ばれ

た方におうかがいします。 

   放課後児童クラブ（チビッコホーム）をどのように利用したいとお考えですか。あ

てはまる番号１つに○をつけてください。希望がある場合は、（ ）内に具体的な数

字を入れてください。また、利用したい時間帯を、枠内に（9:00～18:00）のように

24時間制で入れてください。なお、利用にあたっては、一定の利用料が発生します。 

小学生の子どもに放課後を過ごさせたい場所で放課後児童クラブ（チビッコホーム）と

回答した人に、放課後児童クラブ（チビッコホーム）の利用希望についてたずねると、「期

間にかかわらず１年中利用したい」が59.3％で最も多く、次いで「長期学校休業期間のみ

利用したい」が19.4％で、両者をあわせた『利用したい』は78.7％となっている。 

「期間にかかわらず１年中利用したい」と回答した人に、希望する１日あたりの利用時

間をたずねると、「３時間未満」が17.2％で最も多く、次いで「３～４時間未満」が16.1％、

「４～５時間未満」が8.3％となっている。 

１年中利用したい人の希望する時間帯は、「17時台まで」が37.5％で最も多く、次いで

「18時台（～18時30分）まで」が28.1％となっている。 

【放課後児童クラブ（チビッコホーム）の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１年中利用したい人の１日当たりの利用希望時間】  【１年中利用したい人の利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

  

期間にかかわらず

１年中利用したい

59.3%長期学校休業期間

のみ利用したい

19.4%

利用しない

0.3%

無回答

21.0%

(n=324)

0.0 

0.0 

0.0 

7.3 

37.5 

28.1 

0.0 

7.8 

19.3 

0 10 20 30 40

14時より前まで

14時台まで

15時台まで

16時台まで

17時台まで

18時台（～18時30分）
まで

18時台（18時30分
より後）まで

19時以降まで

無回答

(%)

(n=192)

17.2 

16.1 

8.3 

1.6 

0.5 

0.5 

2.1 

2.6 

4.7 

46.4 

0 10 20 30 40 50

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=192)



- 102 - 

１年中利用したい人の放課後児童クラブの土曜日の利用希望は、「ある」が43.2％、「な

い」が44.3％となっている。 

土曜日に利用希望が「ある」と回答した人に、利用したい時間帯についてたずねると、

開始時刻は「８時台（８時30分以降）」が38.6％で最も多く、次いで「８時台（８時30分

より前）」が26.5％、「９時台」が16.9％となっている。終了時刻は「17時台」が33.7％で

最も多く、次いで「18時台（～18時30分）まで」が30.1％、「16時台」が10.8％となって

いる。 

【放課後児童クラブの土曜日の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土曜日に利用したい時間帯】 

＜利用希望開始時刻＞          ＜利用希望終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

43.2%

ない

44.3%

無回答

12.5%

(n=192)

4.8 

26.5 

38.6 

16.9 

4.8 

0.0 

1.2 

7.2 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=83)

6.0 

0.0 

6.0 

10.8 

33.7 

30.1 

0.0 

6.0 

7.2 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（～18時30分）
まで

18時台（18時30分より
後）まで

19時以降まで

無回答

(%)

(n=83)
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１年中利用したい人の放課後児童クラブの日曜日・祝日の利用希望は、「ある」が12.5％、

「ない」が68.2％となっている。 

日曜日・祝日に利用希望が「ある」と回答した人（24人）に、利用したい時間帯につい

てたずねると、開始時刻は「８時台（８時30分以降）」が33.3％（８人）で最も多く、次

いで「８時台（８時30分より前）」が29.2％（７人）となっている。終了時刻は「18時台

（～18時30分）まで」が41.7％（10人）で最も多く、次いで「17時台」が29.2％（７人）

となっている。 

【放課後児童クラブの日曜日・祝日の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日曜日・祝日に利用したい時間帯】 

＜利用希望開始時刻＞          ＜利用希望終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

12.5%

ない

68.2%

無回答

19.3%

(n=192)

12.5 

29.2 

33.3 

20.8 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0 10 20 30 40

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=24)

0.0 

4.2 

0.0 

8.3 

29.2 

41.7 

0.0 

16.7 

0.0 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（～18時30分）
まで

18時台（18時30分より
後）まで

19時以降まで

無回答

(%)

(n=24)
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長期学校休業期間のみ利用したい人の放課後児童クラブの春休みの利用希望は、「ある」

が82.5％、「ない」が7.9％となっている。 

春休みに利用希望が「ある」と回答した人に、利用したい時間帯についてたずねると、

開始時刻は「８時台（８時30分以降）」が46.2％で最も多く、次いで「８時台（８時30分

より前）」が32.7％、「９時台」が17.3％となっている。終了時刻は「17時台」が44.2％で

最も多く、次いで「16時台」、「18時台（～18時30分）まで」がともに19.2％となっている。 

【放課後児童クラブの春休みの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【春休みに利用したい時間帯】 

＜利用希望開始時刻＞          ＜利用希望終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

82.5%

ない

7.9%

無回答

9.5%

(n=63)

0.0 

32.7 

46.2 

17.3 

0.0 

0.0 

1.9 

1.9 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=52)

1.9 

0.0 

11.5 

19.2 

44.2 

19.2 

0.0 

1.9 

1.9 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（～18時30分）
まで

18時台（18時30分より
後）まで

19時以降まで

無回答

(%)
(n=52)
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長期学校休業期間のみ利用したい人の放課後児童クラブの夏休みの利用希望は、「ある」

が100.0％となっている。 

夏休みに利用希望が「ある」と回答した人に、利用したい時間帯についてたずねると、

開始時刻は「８時台（８時30分以降）」が47.6％で最も多く、次いで「８時台（８時30分

より前）」が31.7％、「９時台」が17.5％となっている。終了時刻は「17時台」が46.0％で

最も多く、次いで「16時台」が20.6％、「18時台（～18時30分）まで」が17.5％となって

いる。 

【放課後児童クラブの夏休みの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【夏休みに利用したい時間帯】 

＜利用希望開始時刻＞          ＜利用希望終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

100.0%

ない

0.0%

(n=63)

1.6 

0.0 

11.1 

20.6 

46.0 

17.5 

0.0 

1.6 

1.6 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（～18時30分）
まで

18時台（18時30分より
後）まで

19時以降まで

無回答

(%)

(n=63)

0.0 

31.7 

47.6 

17.5 

0.0 

0.0 

1.6 

1.6 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=63)
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長期学校休業期間のみ利用したい人の放課後児童クラブの冬休みの利用希望は、「ある」

が81.0％、「ない」が7.9％となっている。 

冬休みに利用希望が「ある」と回答した人に、利用したい時間帯についてたずねると、

開始時刻は「８時台（８時30分以降）」が49.0％で最も多く、次いで「８時台（８時30分

より前）」が33.3％、「９時台」が13.7％となっている。終了時刻は「17時台」が49.0％で

最も多く、次いで「16時台」が21.6％、「18時台（～18時30分）まで」が15.7％となって

いる。 

【放課後児童クラブの冬休みの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【冬休みに利用したい時間帯】 

＜利用希望開始時刻＞          ＜利用希望終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

81.0%

ない

7.9%

無回答

11.1%

(n=63)

0.0 

33.3 

49.0 

13.7 

0.0 

0.0 

3.9 

0.0 

0 20 40 60

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=51)

0.0 

0.0 

11.8 

21.6 

49.0 

15.7 

0.0 

2.0 

0.0 

0 20 40 60

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（～18時30分）
まで

18時台（18時30分より
後）まで

19時以降まで

無回答

(%)
(n=51)
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11 子どもの生活習慣について 

（１）朝食の摂取状況 

問27[16] お子さんの生活習慣について、それぞれあてはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

（１）朝ごはんを食べますか。 

子どもの朝食の摂取状況は、就学前は「毎日食べる」が88.6％で最も多く、次いで「食

べる日のほうが多い」が5.9％となっている。小学生は「毎日食べる」が88.9％で最も多

く、次いで「食べる日のほうが多い」が5.8％となっている。 

前回調査と比較すると、「毎日食べる」は就学前は前回とほとんど差はないが、小学生

は2.8ポイント低くなっている。 

【朝食の摂取状況】 

＜就学前＞             ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【朝食の摂取状況（前回調査との比較）】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

  

毎日食べる

88.6%

食べる日の

ほうが多い

5.9%

食べない日の

ほうが多い

2.6%

ほとんど食べない

0.6%

無回答

2.3%

(n=1,568)

毎日食べる

88.9%

食べる日の

ほうが多い

5.8%

食べない日の

ほうが多い

2.7%

ほとんど食べない

0.9%

無回答

1.8%

(n=1,752)

88.9 

91.7 

5.8 

4.1 

2.7 

2.8 

0.9 

1.0 

1.8 

0.4 

今回調査
(N=1,752)

前回調査
(N=1,025)

(%)
0 20 40 60 80 100

毎日食べる 食べる日のほうが多い

食べない日のほうが多い

ほとんど食べない

無回答

88.6 

88.7 

5.9 

5.4 

2.6 

2.6 

0.6 

0.9 

2.3 

2.4 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

毎日食べる
食べる日のほうが多い

食べない日のほうが多い ほとんど食べない

無回答
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（２）１日１回は家族と一緒に食事をするか 

（２）１日１回は家族と一緒に食事をしますか。 

１日１回は家族と一緒に食事をするかについては、就学前は「する」が96.0％で、「し

ない」が1.7％となっている。小学生は「する」が96.4％で、「しない」が1.6％となって

いる。 

前回調査と比較しても、大きな差はみられない。 

【１日１回は家族と一緒に食事をするか】 

＜就学前＞             ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１日１回は家族と一緒に食事をするか（前回調査との比較）】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

  

する

96.0%

しない

1.7%

無回答

2.4%

(n=1,568)

する

96.4%

しない

1.6%

無回答

2.0%

(n=1,752)

96.0 

95.0 

1.7 

2.5 

2.4 

2.5 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

する しない

無回答

96.4 

97.4 

1.6 

1.8 

2.0 

0.9 

今回調査
(N=1,752)

前回調査
(N=1,025)

(%)
0 20 40 60 80 100

する

しない

無回答



- 109 - 

（３）平日のテレビ・ビデオ（ゲームを含む）の１日の平均視聴時間 

（３）平日のテレビ・ビデオ（ゲームを含む）の１日あたり平均視聴時間はどれくらい

ですか。 

子どもの平日のテレビ・ビデオ（ゲームを含む）の１日の平均視聴時間は、就学前は「２

時間以上」が30.4％で最も多く、次いで「２時間以内」が27.0％、「１時間以内」が17.5％

となっている。小学生は「２時間以上」が40.9％で最も多く、次いで「２時間以内」が27.3％、

「１時間以内」が13.6％となっている。 

前回調査と比較すると、「２時間以上」は就学前で前回（28.7％）より1.7ポイント高い

が、小学生では前回（45.3％）より4.4ポイント低くなっている。 

【平日のテレビ・ビデオ（ゲームを含む）の１日の平均視聴時間】 

＜就学前＞              ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平日のテレビ・ビデオ（ゲームを含む）の１日の平均視聴時間（前回調査との比較）】 

＜就学前＞               

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では「視聴しない」の選択肢はなかった。  

視聴しない

2.7%

30分以内

7.8%

１時間以内

17.5%

１時間30分以内

11.9%
２時間以内

27.0%

２時間以上

30.4%

無回答

2.7%

(n=1,568)

視聴しない

1.3% 30分以内

3.7%

１時間以内

13.6%

１時間30分以内

10.9%

２時間以内

27.3%

２時間以上

40.9%

無回答

2.3%

(n=1,752)

2.7 

0.0 

7.8 

9.0 

17.5 

16.2 

11.9 

22.6 

27.0 

20.8 

30.4 

28.7 

2.7 

2.8 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

視聴しない

30分以内

１時間以内

１時間30分以内

２時間以内 ２時間以上 無回答

1.3 

3.7 

2.2 

13.6 

9.2 

10.9 

17.6 

27.3 

25.1 

40.9 

45.3 

2.3 

0.7 

今回調査
(N=1,752)

前回調査
(N=1,025)

(%)
0 20 40 60 80 100

視聴しない

30分以内 １時間以内

１時間30分以内 ２時間以内 ２時間以上 無回答
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小学生について、子どもの学年別でみると、「２時間以上」は小学６年生（50.2％）で

最も高く、小学３年生以上で40％を超えている。 

【子どもの学年別 平日のテレビ・ビデオ（ゲームを含む）の１日の平均視聴時間】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3 

1.6 

0.7 

1.0 

1.1 

1.5 

2.1 

3.7 

4.2 

3.9 

2.7 

2.7 

4.2 

3.9 

13.6 

15.1 

16.1 

12.6 

12.6 

16.7 

8.5 

10.9 

11.3 

9.8 

15.3 

11.9 

9.1 

8.5 

27.3 

33.1 

31.9 

24.8 

21.1 

25.0 

26.9 

40.9 

32.2 

34.4 

40.5 

47.5 

41.3 

50.2 

2.3 

2.6 

3.2 

3.1 

3.1 

2.3 

0.0 

全体
(n=1,752)

小学１年生
(n=311)

小学２年生
(n=285)

小学３年生
(n=294)

小学４年生
(n=261)

小学５年生
(n=264)

小学６年生
(n=283)

(%)
0 20 40 60 80 100

視聴しない

30分以内

１時間以内

１時間30分以内 ２時間以内 ２時間以上 無回答
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（４）平日のスマホ・タブレット端末の１日の平均使用時間 

（４）平日のスマホ・タブレット端末の１日あたり平均使用時間はどれくらいですか。 

子どもの平日のスマホ・タブレット端末の１日の平均使用時間は、就学前は「使用しな

い」が48.1％で最も多く、次いで「30分以内」が19.6％、「１時間以内」が13.1％となっ

ている。小学生は「使用しない」が25.7％で最も多く、次いで「１時間以内」が20.3％、

「30分以内」が17.8％となっている。 

小学生について、子どもの学年別でみると、「１時間30分以内」、「２時間以内」、「２時

間以上」はいずれも小学６年生で最も高い割合となっている。 

【平日のスマホ・タブレット端末の１日の平均使用時間】 

＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの学年別 平日のスマホ・タブレット端末の１日の平均使用時間】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

使用しない

48.1%

30分以内

19.6%

１時間以内

13.1%

１時間30分以内

3.8%

２時間以内

7.6%

２時間以上

5.2% 無回答

2.6%

(n=1,568)

使用しない

25.7%

30分以内

17.8%

１時間以内

20.3%

１時間30分以内

7.2%

２時間以内

11.3%

２時間

以上

15.6%

無回答

2.0%

(n=1,752)

25.7 

37.3 

32.3 

25.9 

24.9 

17.8 

14.5 

17.8 

23.8 

19.3 

23.1 

15.3 

14.0 

11.0 

20.3 

16.4 

22.1 

21.1 

23.8 

18.9 

20.1 

7.2 

5.5 

6.3 

7.1 

7.3 

8.3 

9.2 

11.3 

8.4 

8.4 

7.5 

11.9 

13.6 

17.7 

15.6 

6.1 

9.5 

12.2 

14.2 

25.8 

27.6 

2.0 

2.6 

2.1 

3.1 

2.7 

1.5 

0.0 

全体
(n=1,752)

小学１年生
(n=311)

小学２年生
(n=285)

小学３年生
(n=294)

小学４年生
(n=261)

小学５年生
(n=264)

小学６年生
(n=283)

(%)
0 20 40 60 80 100

使用しない 30分以内 １時間以内

１時間30分以内

２時間以内

２時間以上

無回答
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（５）就寝時刻 

（５）就寝時刻は何時ですか。 

子どもの就寝時刻は、就学前は「21時～21時半」が30.4％で最も多く、次いで「21時半

～22時」が26.0％、「20時半～21時」が19.5％となっている。小学生は「21時半～22時」

が30.1％で最も多く、次いで「21時～21時半」が28.8％、「22時～23時」が25.6％となっ

ている。 

前回調査と比較すると、就学前・小学生とも22時以降の割合が前回より低くなっている。 

【就寝時刻】 

＜就学前＞             ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就寝時刻（前回調査との比較）】 

＜就学前＞              

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

  

20時半より前

5.2%

20時半～21時

19.5%

21時～21時半

30.4%

21時半～22時

26.0%

22時～23時

15.1%

23時以降

1.6%

無回答

2.4%

(n=1,568)

20時半より前

1.3%

20時半～21時

7.9%

21時～21時半

28.8%

21時半～22時

30.1%

22時～23時

25.6%

23時以降

4.3%

無回答

2.1%

(n=1,752)

5.2 

6.5 

19.5 

16.4 

30.4 

30.6 

26.0 

24.5 

15.1 

16.6 

1.6 

2.9 

2.4 

2.5 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

20時半より前

20時半～21時

21時～21時半 21時半～22時 22時～23時

23時以降

無回答

1.3 

1.6 

7.9 

6.4 

28.8 

26.0 

30.1 

29.3 

25.6 

30.3 

4.3 

5.6 

2.1 

0.9 

今回調査
(N=1,752)

前回調査
(N=1,025)

(%)
0 20 40 60 80 100

20時半より前

20時半～21時

21時～21時半 21時半～22時 22時～23時

23時以降

無回答
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小学生について、子どもの学年別でみると、「22時～23時」、「23時以降」は学年が上が

るほど割合が高くなり、小学６年生で最も高くなっている。 

【子どもの学年別 就寝時刻】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3 

2.3 

1.1 

2.0 

1.5 

0.0 

0.4 

7.9 

17.7 

11.6 

6.5 

3.8 

5.7 

1.4 

28.8 

39.2 

37.9 

32.0 

21.8 

22.3 

17.3 

30.1 

24.8 

28.8 

33.3 

40.6 

27.7 

26.1 

25.6 

12.9 

18.2 

21.8 

26.4 

33.7 

41.3 

4.3 

1.3 

0.0 

1.4 

2.7 

8.7 

13.1 

2.1 

1.9 

2.5 

3.1 

3.1 

1.9 

0.4 

全体
(n=1,752)

小学１年生
(n=311)

小学２年生
(n=285)

小学３年生
(n=294)

小学４年生
(n=261)

小学５年生
(n=264)

小学６年生
(n=283)

(%)
0 20 40 60 80 100

20時半より前

20時半～21時

21時～21時半 21時半～22時 22時～23時

23時以降

無回答
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12 小学生の自然体験、活動などについて 

※この項は小学生児童のみ 

（１）地域の環境は自然、社会、文化などの体験をしやすい環境と考えるか 

問[18] お住まいの地域が、子どもにとって自然、社会、文化などの体験をしやすい環境

であると考えますか。（あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

子どもにとって地域の環境は自然、社会、文化などの体験をしやすい環境と考えるかに

ついては、「体験をしやすいとは思わない」が27.3％で最も多く、次いで「どちらでもな

い」が27.2％、「体験をしやすいと思う」が22.1％となっている。 

地域別でみると、「体験をしやすいと思う」は牛滝の谷地域（29.4％）で最も高く、「体

験をしやすいとは思わない」は岸和田北部地域（33.1％）で最も高くなっている。 

【地域の環境は自然、社会、文化などの体験をしやすい環境と考えるか】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域別 地域の環境は自然、社会、文化などの体験をしやすい環境と考えるか】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

体験をしやすい

と思う

22.1%

体験をしやすいとは

思わない

27.3%

どちらでもない

27.2%

わからない

20.3%

無回答

3.2%

(n=1,752)

22.1 

18.5 

15.5 

28.8 

27.4 

17.6 

29.4 

27.3 

27.9 

33.1 

24.3 

22.4 

30.9 

24.6 

27.2 

30.2 

25.0 

26.2 

26.6 

29.6 

22.3 

20.3 

19.6 

21.6 

18.7 

20.9 

19.7 

20.4 

3.2 

3.8 

4.7 

1.9 

2.7 

2.1 

3.3 

全体
(n=1,752)

都市中核地域
(n=470)

岸和田北部地域
(n=296)

葛城の谷地域
(n=267)

岸和田中部地域
(n=263)

久米田地域
(n=233)

牛滝の谷地域
(n=211)

(%)
0 20 40 60 80 100

体験をしやすいと思う

体験をしやすいとは思わない

どちらでもない

わからない

無回答
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（２）参加したことがある、参加させたい地域活動 

問[19] 地域での自然体験、社会参加、文化活動のうち、お子さんが参加したことがある

もの、今後参加させたいものはどれですか。（あてはまる欄全てに○をつけてくだ

さい。） 

小学生の子どもが参加したことがある地域活動は、「地域の活動」が60.4％で最も多く、

次いで「青少年団体活動」が32.6％、「スポーツ活動」が30.5％となっている。 

今後、参加させたい地域活動は、「体験学習活動」が29.9％で最も多く、次いで「野外

活動」が26.9％、「スポーツ活動」が21.8％となっている。 

【参加したことがある地域活動】＜小学生＞    【今後参加させたい地域活動】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.4 

32.6 

30.5 

22.0 

13.4 

12.3 

8.3 

6.8 

6.4 

3.8 

0.9 

0.6 

22.1 

5.7 

0 20 40 60 80

地域の活動

青少年団体活動

スポーツ活動

体験学習活動

野外活動

文化芸術活動

社会福祉活動

環境教育活動

ボランティア活動

環境分野での社会
貢献活動

国際交流活動

その他

参加したことがない

無回答

(MA%)

(n=1,752)

29.9 

26.9 

21.8 

21.6 

20.9 

20.8 

17.4 

14.6 

13.7 

12.6 

11.8 

0.6 

43.9 

0 20 40 60 80

体験学習活動

野外活動

スポーツ活動

国際交流活動

環境教育活動

ボランティア活動

文化芸術活動

環境分野での社会
貢献活動

社会福祉活動

地域の活動

青少年団体活動

その他

無回答

(MA%)
(n=1,752)
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前回調査と比較すると、「参加したことがない」は前回（18.1％）より4.0ポイント高く、

「地域の活動」、「青少年団体活動」、「スポーツ活動」、「野外活動」は前回より低い割合と

なっている。 

【参加したことがある地域活動（前回調査との比較）】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.4 

32.6 

30.5 

22.0 

13.4 

12.3 

8.3 

6.8 

6.4 

3.8 

0.9 

0.6 

22.1 

5.7 

66.0 

38.5 

31.4 

19.8 

14.8 

6.7 

4.3 

5.6 

3.9 

3.3 

0.3 

0.8 

18.1 

4.9 

0 20 40 60 80

今回調査(n=1,752) 前回調査(n=1,025)

地域の活動

青少年団体活動

スポーツ活動

体験学習活動

野外活動

文化芸術活動

社会福祉活動

環境教育活動

ボランティア活動

環境分野での社会貢献活動

国際交流活動

その他

参加したことがない

無回答

(MA%)
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参加したことがある地域活動について、子どもの学年別でみると、「地域の活動」は小

学５年生（66.3％）で最も高くなっている。「スポーツ活動」は学年が上がるほど高い割

合となっている。 

今後参加させたい地域活動について、子どもの学年別でみると、「スポーツ活動」、「体

験学習活動」、「青少年団体活動」、「地域の活動」は小学１年生で最も高く、低学年ほど高

い割合となっている。 

【子どもの学年別 参加したことがある地域活動】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの学年別 今後参加させたい地域活動】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。  

(MA%)
ス
ポ
ー

ツ
活
動

文
化
芸
術
活
動

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

体
験
学
習
活
動

野
外
活
動

社
会
福
祉
活
動

国
際
交
流
活
動

青
少
年
団
体
活
動

環
境
分
野
で
の
社
会
貢
献
活
動

環
境
教
育
活
動

地
域
の
活
動

そ
の
他

参
加
し
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

全体
(n=1,752)

30.5 12.3 6.4 22.0 13.4 8.3 0.9 32.6 3.8 6.8 60.4 0.6 22.1 5.7

小学１年生
(n=311)

22.8 11.9 5.1 13.2 6.1 8.0 0.3 23.5 2.9 6.1 52.1 0.3 29.6 7.4

小学２年生
(n=285)

25.6 11.2 3.5 21.1 8.8 7.4 - 33.0 2.8 4.2 62.8 0.4 21.8 6.3

小学３年生
(n=294)

30.3 12.2 9.2 22.8 12.2 8.8 1.4 35.4 3.4 7.8 59.5 0.3 22.4 5.1

小学４年生
(n=261)

33.7 10.0 7.3 30.3 16.5 6.9 0.8 34.5 5.0 8.8 62.8 0.8 16.5 7.7

小学５年生
(n=264)

33.7 14.0 3.4 22.7 15.9 7.6 1.5 33.7 3.0 6.8 66.3 0.4 18.9 4.5

小学６年生
(n=283)

38.5 14.5 10.2 24.4 23.3 10.6 1.8 38.9 5.3 7.4 63.3 1.1 20.5 2.8

(MA%)
ス
ポ
ー

ツ
活
動

文
化
芸
術
活
動

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

体
験
学
習
活
動

野
外
活
動

社
会
福
祉
活
動

国
際
交
流
活
動

青
少
年
団
体
活
動

環
境
分
野
で
の
社
会
貢
献
活
動

環
境
教
育
活
動

地
域
の
活
動

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,752)

21.8 17.4 20.8 29.9 26.9 13.7 21.6 11.8 14.6 20.9 12.6 0.6 43.9

小学１年生
(n=311)

28.3 21.9 22.2 40.8 30.5 16.1 23.2 15.1 14.1 22.5 17.7 0.6 38.9

小学２年生
(n=285)

27.4 18.2 22.1 34.0 33.0 13.3 17.5 14.4 14.7 25.6 14.4 0.7 36.8

小学３年生
(n=294)

20.7 18.4 19.4 30.3 27.6 12.9 25.5 11.9 16.3 24.1 12.9 1.0 40.1

小学４年生
(n=261)

19.2 18.8 20.3 30.3 24.5 15.7 24.5 11.9 16.1 22.6 11.5 0.4 44.1

小学５年生
(n=264)

17.8 13.6 18.9 23.5 23.9 11.0 17.4 9.1 12.1 16.3 11.4 - 49.6

小学６年生
(n=283)

17.3 12.7 23.3 19.8 23.0 13.8 21.9 8.8 15.9 15.2 8.5 0.4 53.0
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（３）子どもがこれまで参加していない理由 

⇒「13」を選ばれた方、お子さんがこれまで参加していない理由は何ですか。 

 （あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

小学生の子どもが地域活動に参加したことがないと回答した人に、その理由をたずねる

と、「知り合いなどがおらず参加しにくい」が41.2％で最も多く、次いで「活動に関する

情報がなく参加しにくい」が37.1％、「活動の内容に興味や関心がない」が28.9％となっ

ている。 

子どもの学年別でみると、「活動に関する情報がなく参加しにくい」、「初めての者が参

加しにくい雰囲気がある」、「参加の時間帯が合わない」は小学１年生で最も高くなってい

る。 

【子どもがこれまで参加していない理由】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの学年別 子どもがこれまで参加していない理由】＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

41.2 

37.1 

28.9 

28.4 

25.8 

16.0 

7.2 

2.8 

0 10 20 30 40 50

知り合いなどがおらず参加しにくい

活動に関する情報がなく参加しにくい

活動の内容に興味や関心がない

参加の時間帯が合わない

初めての者が参加しにくい雰囲気がある

費用がかかる

その他

無回答

(MA%)
(n=388)

(MA%)
活
動
に
関
す
る
情
報
が

な
く
参
加
し
に
く
い

知
り
合
い
な
ど
が
お
ら

ず
参
加
し
に
く
い

初
め
て
の
者
が
参
加
し

に
く
い
雰
囲
気
が
あ
る

参
加
の
時
間
帯
が
合
わ

な
い

費
用
が
か
か
る

活
動
の
内
容
に
興
味
や

関
心
が
な
い

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=388)

37.1 41.2 25.8 28.4 16.0 28.9 7.2 2.8

小学１年生
(n=92)

46.7 48.9 30.4 34.8 18.5 23.9 6.5 4.3

小学２年生
(n=62)

30.6 53.2 24.2 25.8 25.8 25.8 9.7 1.6

小学３年生
(n=66)

42.4 39.4 30.3 28.8 13.6 25.8 7.6 1.5

小学４年生
(n=43)

37.2 30.2 20.9 25.6 11.6 25.6 9.3 - 

小学５年生
(n=50)

30.0 32.0 20.0 28.0 6.0 36.0 6.0 8.0

小学６年生
(n=58)

29.3 32.8 19.0 24.1 17.2 41.4 5.2 - 
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13 子育てを支援する生活環境の整備や子どもの安全確保について 

（１）子どもとの外出の際、困ること・困ったこと 

問28 封筒のあて名のお子さんと外出されるときに、困ること、困ったことはありますか。 

   （あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

子どもとの外出の際、困ること・困ったことは、「自動車の通行が多くても歩道や信号

がない道路が多いので心配」が39.7％で最も多く、次いで「買い物や用事などの合間の気

分転換に子どもを遊ばせる場所がない」が33.7％、「小さな子どもとの食事に配慮された

場所（店）が少ない」が29.7％となっている。 

【子どもとの外出の際、困ること・困ったこと】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.7 

33.7 

29.7 

28.6 

27.2 

26.3 

21.6 

18.2 

16.0 

14.9 

7.5 

4.5 

17.2 

5.2 

0 10 20 30 40 50

自動車の通行が多くても歩道や信号がない道路が
多いので心配

買い物や用事などの合間の気分転換に子どもを
遊ばせる場所がない

小さな子どもとの食事に配慮された場所（店）が
少ない

緑や広い歩道が少ないなど街並みにゆとりと
うるおいがない

トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されて
いない

地域に子どもが安全、安心に遊べる場所がない

歩道の段差などがベビーカーや自転車での通行の
妨げになっている

授乳する場所や必要な設備がない

交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮され
ていない

子どもに手をとられて困っている時に手を貸して
くれる人が少ない

周囲の人が子ども連れを迷惑そうに見る

その他

特にない

無回答

(MA%)
(n=1,568)
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地域別でみると、都市中核地域と葛城の谷地域では「買い物や用事などの合間の気分転

換に子どもを遊ばせる場所がない」が最も多い。それ以外の地域では「自動車の通行が多

くても歩道や信号がない道路が多いので心配」が最も多く、なかでも岸和田中部地域

（53.6％）で最も高い割合となっている。 

子どもの年齢別でみると、０歳・１歳では「小さな子どもとの食事に配慮された場所（店）

が少ない」が最も多く、40％台と高い割合となっている。 

【地域別・子どもの年齢別 子どもとの外出の際、困ること・困ったこと】＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地
域
に
子
ど
も
が
安
全
、

安
心
に
遊
べ
る

場
所
が
な
い

自
動
車
の
通
行
が
多
く
て
も
歩
道
や
信
号

が
な
い
道
路
が
多
い
の
で
心
配

歩
道
の
段
差
な
ど
が
ベ
ビ
ー

カ
ー

や
自
転

車
で
の
通
行
の
妨
げ
に
な
っ

て
い
る

交
通
機
関
や
建
物
が
ベ
ビ
ー

カ
ー

で
の
移

動
に
配
慮
さ
れ
て
い
な
い

ト
イ
レ
が
オ
ム
ツ
替
え
や
親
子
で
の
利
用

に
配
慮
さ
れ
て
い
な
い

授
乳
す
る
場
所
や
必
要
な
設
備
が
な
い

小
さ
な
子
ど
も
と
の
食
事
に
配
慮
さ
れ
た

場
所
（

店
）

が
少
な
い

買
い
物
や
用
事
な
ど
の
合
間
の
気
分
転
換

に
子
ど
も
を
遊
ば
せ
る
場
所
が
な
い

緑
や
広
い
歩
道
が
少
な
い
な
ど
街
並
み
に

ゆ
と
り
と
う
る
お
い
が
な
い

周
囲
の
人
が
子
ど
も
連
れ
を
迷
惑
そ
う
に

見
る

子
ど
も
に
手
を
と
ら
れ
て
困
っ

て
い
る
時

に
手
を
貸
し
て
く
れ
る
人
が
少
な
い

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体
(n=1,568)

26.3 39.7 21.6 16.0 27.2 18.2 29.7 33.7 28.6 7.5 14.9 4.5 17.2 5.2

都市中核地域
(n=373)

21.2 33.0 22.0 17.7 29.5 19.8 26.5 34.0 26.3 4.0 15.0 5.9 17.2 6.4

岸和田北部地域
(n=267)

30.7 41.2 23.2 15.7 26.6 15.7 35.2 34.1 29.6 9.7 18.7 5.6 14.6 4.1

葛城の谷地域
(n=232)

34.9 33.2 25.0 18.5 27.6 21.1 35.8 40.5 35.8 9.5 15.5 3.9 17.2 3.4

岸和田中部地域
(n=248)

14.1 53.6 14.9 10.9 26.6 15.7 27.8 31.9 23.0 6.9 11.7 4.8 16.9 4.4

久米田地域
(n=214)

26.6 39.7 21.0 16.4 29.0 15.0 28.0 29.0 30.8 8.9 16.4 1.4 22.0 4.2

牛滝の谷地域
(n=156)

36.5 45.5 23.1 17.9 25.0 21.8 26.9 32.1 29.5 7.1 9.6 3.8 16.7 4.5

０歳
(n=240)

30.4 36.7 30.0 24.6 37.5 30.8 45.0 36.7 32.1 7.5 18.8 3.3 10.4 3.8

１歳
(n=245)

23.3 35.9 24.9 18.0 33.9 23.7 42.0 39.6 31.0 6.9 19.6 4.1 16.7 3.3

２歳
(n=277)

24.2 37.9 23.5 18.1 33.6 18.8 30.7 36.1 27.4 7.2 17.0 3.2 17.0 4.7

３歳
(n=227)

24.7 38.3 12.3 14.1 23.8 13.2 23.8 26.0 22.9 11.5 14.5 4.8 21.6 4.0

４歳
(n=262)

29.0 44.7 21.4 13.0 22.1 12.2 21.8 32.8 28.6 7.6 11.8 6.9 19.1 6.1

５歳
(n=245)

25.3 46.1 16.7 10.2 13.9 9.0 17.1 31.4 31.4 4.9 8.6 5.3 18.8 6.9

地
域
別

子
ど
も
の
年
齢
別
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（２）地域の子どもの遊び場に関する満足度 

問29[20] お住まいの地域における子どもの遊び場に関して満足していますか。 

   （あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

子どもの遊び場の満足度は、就学前は「どちらともいえない」が36.4％で最も多く、次

いで「満足していない」が35.3％、「満足している」が18.0％となっている。小学生は「満

足していない」が42.4％で最も多く、次いで「どちらともいえない」が33.3％、「満足し

ている」が17.2％となっている。 

前回調査と比較すると、「満足している」は就学前は前回（15.2％）より2.8ポイント、

小学生は前回（15.7％）より1.5ポイント高くなっている。 

【地域の子どもの遊び場に関する満足度】 

＜就学前＞                ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの遊び場の満足度（前回調査との比較）】 

＜就学前＞ 

            

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

  

満足している

18.0%

満足していない

35.3%

どちらとも

いえない

36.4%

わからない

5.3%

無回答

5.0%

(n=1,568)

満足している

17.2%

満足していない

42.4%

どちらとも

いえない

33.3%

わからない

4.7%

無回答

2.4%

(n=1,752)

18.0 

15.2 

35.3 

40.9 

36.4 

37.0 

5.3 

3.9 

5.0 

3.1 

今回調査
(N=1,568)

前回調査
(N=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

満足している 満足していない どちらともいえない

わからない

無回答

17.2 

15.7 

42.4 

44.2 

33.3 

30.5 

4.7 

3.8 

2.4 

5.8 

今回調査
(N=1,752)

前回調査
(N=1,025)

(%)
0 20 40 60 80 100

満足している 満足していない どちらともいえない

わからない

無回答
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地域別でみると、就学前・小学生とも「満足している」は岸和田中部地域で30％台と最

も高くなっている。 

【地域別 地域の子どもの遊び場に関する満足度】 

＜就学前＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.0 

15.5 

16.1 

14.2 

32.3 

17.3 

11.5 

35.3 

33.0 

36.0 

47.0 

23.0 

33.6 

48.1 

36.4 

40.5 

37.8 

31.9 

34.3 

41.1 

29.5 

5.3 

5.6 

6.4 

4.3 

6.0 

3.3 

5.8 

5.0 

5.4 

3.7 

2.6 

4.4 

4.7 

5.1 

全体
(n=1,568)

都市中核地域
(n=373)

岸和田北部地域
(n=267)

葛城の谷地域
(n=232)

岸和田中部地域
(n=248)

久米田地域
(n=214)

牛滝の谷地域
(n=156)

(%)
0 20 40 60 80 100

満足している 満足していない どちらともいえない

わからない

無回答

17.2 

15.7 

16.6 

15.7 

35.4 

10.7 

8.1 

42.4 

42.6 

43.6 

43.1 

29.3 

40.8 

59.2 

33.3 

33.2 

35.1 

34.8 

28.1 

39.5 

27.0 

4.7 

5.1 

4.1 

4.9 

3.4 

5.6 

4.7 

2.4 

3.4 

0.7 

1.5 

3.8 

3.4 

0.9 

全体
(n=1,752)

都市中核地域
(n=470)

岸和田北部地域
(n=296)

葛城の谷地域
(n=267)

岸和田中部地域
(n=263)

久米田地域
(n=233)

牛滝の谷地域
(n=211)

(%)
0 20 40 60 80 100

満足している 満足していない どちらともいえない

わからない

無回答
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（３）地域の子どもの遊び場について日頃感じること 

問30[21] お住まいの地域の子どもの遊び場について日ごろ感じることは何ですか。 

   （あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

子どもの遊び場について日ごろ感じることについては、就学前は「雨の日に遊べる場所

がない」が65.9％で最も多く、次いで「公園などのトイレがおむつ替えや親子での利用に

配慮されていない」が44.5％、「遊具などの種類が充実していない」が44.1％となってい

る。小学生は「雨の日に遊べる場所がない」が63.2％で最も多く、次いで「遊具などの種

類が充実していない」が41.3％、「思い切り遊ぶために十分な広さがない」が35.8％となっ

ている。 

【地域の子どもの遊び場について日頃感じること】 

 ＜就学前＞        ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65.9 

44.5 

44.1 

33.0 

28.6 

25.6 

25.1 

24.7 

23.1 

19.3 

18.7 

15.1 

13.6 

10.1 

5.0 

8.5 

4.3 

0 20 40 60 80

雨の日に遊べる場所がない

公園などのトイレがおむつ
替えや親子での利用に配慮

されていない

遊具などの種類が充実して
いない

不衛生である

遊び場周辺の道路が危険で
ある

緑や水辺など子どもが自然
にふれあう場が少ない

近くに遊び場がない

遊具などの設備が古くて危
険である

思い切り遊ぶために十分な
広さがない

いつも閑散としていて寂し
い感じがする

自由に遊ぶ場所がない

遊び場に行っても子どもと
同じ歳くらいの遊び仲間が

いない

遊び場やその周辺の環境が
悪くて安心して遊べない

寄り添い、見守ってくれる
人がいない

その他

特に感じることはない

無回答

(MA%)
(n=1,568)

63.2 

41.3 

35.8 

28.3 

23.3 

22.4 

19.9 

19.5 

18.9 

17.1 

17.0 

16.8 

14.6 

5.7 

5.8 

8.2 

1.7 

0 20 40 60 80

雨の日に遊べる場所がない

遊具などの種類が充実して
いない

思い切り遊ぶために十分な
広さがない

遊び場周辺の道路が危険で
ある

自由に遊ぶ場所がない

緑や水辺など子どもが自然
にふれあう場が少ない

近くに遊び場がない

公園などのトイレがおむつ
替えや親子での利用に配慮

されていない

不衛生である

遊び場やその周辺の環境が
悪くて安心して遊べない

遊具などの設備が古くて危
険である

寄り添い、見守ってくれる
人がいない

いつも閑散としていて寂し
い感じがする

遊び場に行っても子どもと
同じ歳くらいの遊び仲間が

いない

その他

特に感じることはない

無回答

(MA%)
(n=1,752)
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地域別でみると、就学前では「近くに遊び場がない」、「遊具などの種類が充実していな

い」、「遊具などの設備が古くて危険である」、「遊び場に行っても子どもと同じ歳くらいの

遊び仲間がいない」は葛城の谷地域で最も高くなっている。 

小学生は、牛滝の谷地域では「近くに遊び場がない」、「自由に遊ぶ場所がない」、「雨の

日に遊べる場所がない」、「思い切り遊ぶために十分な広さがない」、「遊具などの種類が充

実していない」が30％を超えており、他の地域に比べて高くなっている。 

【地域別 地域の子どもの遊び場について日頃感じること】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

(MA%)
近
く
に
遊
び
場
が
な
い

自
由
に
遊
ぶ
場
所
が
な
い

雨
の
日
に
遊
べ
る
場
所
が
な
い

思
い
切
り
遊
ぶ
た
め
に
十
分
な
広
さ
が
な

い 遊
具
な
ど
の
種
類
が
充
実
し
て
い
な
い

不
衛
生
で
あ
る

い
つ
も
閑
散
と
し
て
い
て
寂
し
い
感
じ
が

す
る

遊
具
な
ど
の
設
備
が
古
く
て
危
険
で
あ
る

緑
や
水
辺
な
ど
子
ど
も
が
自
然
に
ふ
れ
あ

う
場
が
少
な
い

遊
び
場
や
そ
の
周
辺
の
環
境
が
悪
く
て
安

心
し
て
遊
べ
な
い

寄
り
添
い
、

見
守
っ

て
く
れ
る
人
が
い
な

い 公
園
な
ど
の
ト
イ
レ
が
お
む
つ
替
え
や
親

子
で
の
利
用
に
配
慮
さ
れ
て
い
な
い

遊
び
場
周
辺
の
道
路
が
危
険
で
あ
る

遊
び
場
に
行
っ

て
も
子
ど
も
と
同
じ
歳
く

ら
い
の
遊
び
仲
間
が
い
な
い

そ
の
他

特
に
感
じ
る
こ
と
は
な
い

無
回
答

全体
(n=1,568)

25.1 18.7 65.9 23.1 44.1 33.0 19.3 24.7 25.6 13.6 10.1 44.5 28.6 15.1 5.0 8.5 4.3

都市中核地域
(n=373)

19.6 16.6 68.9 18.5 41.8 34.6 14.7 21.7 24.1 13.1 9.4 48.5 26.3 12.3 6.7 8.3 5.4

岸和田北部地域
(n=267)

26.2 20.6 63.3 25.1 46.4 38.6 15.0 24.3 36.0 17.2 12.4 47.9 30.3 13.9 6.0 6.4 3.7

葛城の谷地域
(n=232)

38.4 26.3 69.4 28.0 53.4 34.9 28.0 35.3 26.7 15.1 11.2 40.1 27.2 22.4 2.6 6.9 1.7

岸和田中部地域
(n=248)

15.7 8.5 66.9 17.3 37.1 21.8 14.9 15.7 16.5 7.3 9.7 41.1 27.0 11.3 5.6 11.7 2.8

久米田地域
(n=214)

23.4 17.3 65.4 26.6 48.6 33.6 22.4 24.3 29.4 13.6 9.8 43.0 33.6 15.0 4.7 10.7 3.7

牛滝の谷地域
(n=156)

35.3 26.9 64.1 30.8 45.5 35.9 29.5 32.1 21.2 15.4 9.6 47.4 30.1 21.8 4.5 4.5 4.5

(MA%)
近
く
に
遊
び
場
が
な
い

自
由
に
遊
ぶ
場
所
が
な
い

雨
の
日
に
遊
べ
る
場
所
が
な
い

思
い
切
り
遊
ぶ
た
め
に
十
分
な
広
さ
が

な
い

遊
具
な
ど
の
種
類
が
充
実
し
て
い
な
い

不
衛
生
で
あ
る

い
つ
も
閑
散
と
し
て
い
て
寂
し
い
感
じ

が
す
る

遊
具
な
ど
の
設
備
が
古
く
て
危
険
で
あ

る 緑
や
水
辺
な
ど
子
ど
も
が
自
然
に
ふ
れ

あ
う
場
が
少
な
い

遊
び
場
や
そ
の
周
辺
の
環
境
が
悪
く
て

安
心
し
て
遊
べ
な
い

寄
り
添
い
、

見
守
っ

て
く
れ
る
人
が
い

な
い

公
園
な
ど
の
ト
イ
レ
が
お
む
つ
替
え
や

親
子
で
の
利
用
に
配
慮
さ
れ
て
い
な
い

遊
び
場
周
辺
の
道
路
が
危
険
で
あ
る

遊
び
場
に
行
っ

て
も
子
ど
も
と
同
じ
歳

く
ら
い
の
遊
び
仲
間
が
い
な
い

そ
の
他

特
に
感
じ
る
こ
と
は
な
い

無
回
答

全体
(n=1,752)

19.9 23.3 63.2 35.8 41.3 18.9 14.6 17.0 22.4 17.1 16.8 19.5 28.3 5.7 5.8 8.2 1.7

都市中核地域
(n=470)

18.1 21.9 66.6 30.6 40.2 24.0 14.3 19.8 24.3 18.3 16.8 23.4 27.7 4.5 6.0 6.8 3.0

岸和田北部地域
(n=296)

15.2 23.6 61.8 36.1 37.5 19.9 11.8 18.9 27.4 17.6 18.6 17.2 22.6 3.4 6.4 7.1 1.4

葛城の谷地域
(n=267)

27.3 24.7 60.3 42.3 44.9 13.1 18.0 15.0 24.0 16.1 15.0 20.2 25.1 8.2 5.6 7.9 0.4

岸和田中部地域
(n=263)

9.1 13.7 60.8 27.8 34.6 9.9 9.1 10.6 12.2 12.5 13.7 15.2 36.5 2.7 2.7 15.6 1.5

久米田地域
(n=233)

15.5 23.6 59.7 39.5 40.3 20.2 13.3 14.6 27.5 19.3 17.6 15.9 33.5 5.6 7.7 7.7 1.7

牛滝の谷地域
(n=211)

38.9 36.0 68.2 45.5 54.5 23.2 23.2 21.3 16.1 18.0 19.0 22.7 25.1 11.8 6.6 4.3 0.5
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14 子育てに対する意識について 

（１）近所で日常的に子どもの話や世間話をする人はいるか 

問31[22] 近所（お住まいの近く）で日常的にちょっとした子どもの話や世間話をする人

はいますか。 (あてはまる番号１つに○をつけてください。) 

近所で日常的に世間話をする人はいるかについては、就学前は「いる」が69.6％、「い

ない」が25.7％となっている。小学生は「いる」が74.0％、「いない」が24.9％となって

いる。 

【近所で日常的に子どもの話や世間話をする人はいるか】 

 ＜就学前＞               ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いる

69.6%

いない

25.7%

無回答

4.7%

(n=1,568)

いる

74.0%

いない

24.9%

無回答

1.0%

(n=1,752)
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子どもの年齢（学年）別でみると、就学前では「いる」は３歳（74.0％）で最も高く、

２歳以上で70％を超えている。 

小学生では「いる」は小学５年生（78.4％）で最も高く、小学１～５年生で70％を超え

ている。 

【子どもの年齢（学年）別 近所で日常的に子どもの話や世間話をする人はいるか】 

 ＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.6 

65.4 

64.9 

72.2 

74.0 

71.0 

71.8 

25.7 

31.3 

31.8 

24.9 

22.0 

24.4 

20.8 

4.7 

3.3 

3.3 

2.9 

4.0 

4.6 

7.3 

全体
(n=1,568)

０歳
(n=240)

１歳
(n=245)

２歳
(n=277)

３歳
(n=227)

４歳
(n=262)

５歳
(n=245)

(%)
0 20 40 60 80 100

いる いない 無回答

74.0 

71.7 

75.1 

75.2 

77.0 

78.4 

68.9 

24.9 

27.3 

23.2 

24.1 

22.6 

20.8 

29.7 

1.0 

1.0 

1.8 

0.7 

0.4 

0.8 

1.4 

全体
(n=1,752)

小学１年生
(n=311)

小学２年生
(n=285)

小学３年生
(n=294)

小学４年生
(n=261)

小学５年生
(n=264)

小学６年生
(n=283)

(%)
0 20 40 60 80 100

いる いない 無回答
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（２）子育てを楽しいと感じることが多いか 

問32[23] ご自身にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それともつ

らいと感じることが多いと思いますか。（あてはまる番号１つに○をつけてくださ

い。） 

子育てを楽しいと感じることが多いかについては、就学前は「楽しいと感じることの方

が多い」が67.2％で最も多く、次いで「楽しいと感じることとつらいと感じることが同じ

くらい」が22.9％となっている。小学生は「楽しいと感じることの方が多い」が62.7％で

最も多く、次いで「楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい」が27.1％と

なっている。 

前回調査と比較すると、「楽しいと感じることの方が多い」は就学前では前回（68.3％）

より1.1ポイント低いが、小学生は前回（64.5％）より2.7ポイント高くなっている。 

【子育てを楽しいと感じることが多いか】 

＜就学前＞                 ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育てを楽しいと感じることが多いか（前回との比較）】 

＜就学前＞ 

            

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

  

67.2 

22.9 

1.9 

2.9 

0.0 

5.0 

0 20 40 60 80

楽しいと感じることの方が
多い

楽しいと感じることとつらい
と感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が
多い

わからない

その他

無回答

(%)

(n=1,568)

62.7 

27.1 

2.1 

6.1 

0.1 

2.0 

0 20 40 60 80

楽しいと感じることの方が
多い

楽しいと感じることとつらい
と感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が
多い

わからない

その他

無回答

(%)

(n=1,752)

67.2 

68.3 

22.9 

23.3 

1.9 

2.7 

2.9 

3.0 

0.0 

0.2 

5.0 

2.4 

今回調査
(N=1,568)

前回調査
(N=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い
わからない

その他

無回答

67.2 

64.5 

22.9 

24.0 

1.9 

2.2 

2.9 

5.1 

0.0 

0.4 

5.0 

3.8 

今回調査
(N=1,568)

前回調査
(N=1,025)

(%)
0 20 40 60 80 100

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い
わからない

その他

無回答
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母親の就労状況別でみると、就学前・小学生ともいずれの就労形態も「楽しいと感じる

ことの方が多い」が最も多く、“フルタイム（休業中含む）”で最も高くなっている。 

【母親の就労状況別 子育てを楽しいと感じることが多いか】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

 

 

  

(%)
楽
し
い
と
感
じ
る
こ
と
の
方

が
多
い

楽
し
い
と
感
じ
る
こ
と
と
つ

ら
い
と
感
じ
る
こ
と
が
同
じ

く
ら
い

つ
ら
い
と
感
じ
る
こ
と
の
方

が
多
い

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,563)

67.4 22.8 1.9 2.9 - 5.0

フルタイム（休業中含む）
(n=521)

71.2 20.2 1.0 3.3 - 4.4

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=493)

66.3 22.7 2.6 2.6 - 5.7

働いていない（学生含む）
(n=532)

65.2 25.2 2.1 3.0 - 4.5

(%)
楽
し
い
と
感
じ
る
こ
と
の
方

が
多
い

楽
し
い
と
感
じ
る
こ
と
と
つ

ら
い
と
感
じ
る
こ
と
が
同
じ

く
ら
い

つ
ら
い
と
感
じ
る
こ
と
の
方

が
多
い

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,736)

62.7 27.1 2.1 6.0 0.1 2.0

フルタイム（休業中含む）
(n=552)

64.9 24.5 2.5 6.2 0.2 1.8

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=773)

61.7 29.0 1.8 5.4 - 2.1

働いていない（学生含む）
(n=385)

60.8 27.8 2.1 7.3 0.3 1.8
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（２）－１ 子育てをする中で、有効な支援・対策 

⇒「１」を選ばれた方、子育てをする中で、どのような支援・対策が有効と感じています

か。（あてはまる番号３つまでに○をつけてください。） 

子育てを楽しいと感じることが多いと回答した人に、子育てをする中で、有効な支援・

対策をたずねると、就学前は「仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備」が43.7％

で最も多く、次いで「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」が34.2％、「保育サー

ビスの充実」が33.8％となっている。小学生は「子どもを対象にした犯罪・事故の軽減」

が45.3％で最も多く、次いで「仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備」が42.8％、

「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」が38.4％となっている。 

【子育てをする中で、有効な支援・対策】 

＜就学前＞           ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.7 

34.2 

33.8 

30.9 

30.5 

23.8 

23.1 

17.9 

6.0 

5.8 

2.6 

3.0 

6.4 

0 10 20 30 40 50

仕事と家庭生活の両立ができる
労働環境の整備

子育てしやすい住居・まちの
環境面での充実

保育サービスの充実

子どもの教育環境

子どもを対象にした犯罪・事故
の軽減

地域における子育て支援の充実
（一時預かり、育児相談など）

地域における子どもの活動拠点
の充実（児童館など）

健やかな妊娠・出産に対する
支援

子育て支援のネットワーク
づくり

援護を要する子どもに対する
支援

訪問型の支援サービスの充実

その他

無回答

(3LA%)

(n=1,054)

45.3 

42.8 

38.4 

32.8 

29.2 

20.9 

7.5 

6.6 

2.9 

6.6 

0 10 20 30 40 50

子どもを対象にした犯罪・
事故の軽減

仕事と家庭生活の両立が
できる労働環境の整備

子育てしやすい住居・まち
の環境面での充実

子どもの教育環境

地域における子どもの活動
拠点の充実（児童館など）

放課後児童クラブ（チビッ
コホーム）の充実

子育て支援のネットワーク
づくり

援護を要する子どもに対す
る支援

その他

無回答

(3LA%)
(n=1,098)



- 130 - 

（２）－２ 子育てのつらさを解消するために必要な支援・対策 

⇒「２」または「３」を選ばれた方、子育てのつらさを解消するために必要な支援・対策

は何ですか。（あてはまる番号３つまでに○をつけてください。） 

子育てを楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい、またはつらいと感じ

ることの方が多いと回答した人に、子育てのつらさを解消するために必要な支援・対策を

たずねると、就学前は「仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備」が33.7％で最も

多く、次いで「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」が20.3％、「地域における

子育て支援の充実（一時預かり、育児相談など）」が19.5％となっている。小学生は「仕

事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備」が31.8％で最も多く、次いで「子どもを対

象にした犯罪・事故の軽減」が25.7％、「地域における子どもの活動拠点の充実（児童館

など）」、「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」がともに19.2％となっている。 

 

【子育てのつらさを解消するために必要な支援・対策】 

＜就学前＞           ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.7 

20.3 

19.5 

16.7 

14.7 

13.1 

12.9 

8.7 

5.7 

4.9 

3.6 

3.6 

41.4 

0 10 20 30 40 50

仕事と家庭生活の両立が
できる労働環境の整備

子育てしやすい住居・まち
の環境面での充実

地域における子育て支援の
充実（一時預かり、育児相

談など）

保育サービスの充実

子どもを対象にした犯罪・
事故の軽減

子どもの教育環境

地域における子どもの活動
拠点の充実（児童館など）

子育て支援のネットワーク
づくり

健やかな妊娠・出産に
対する支援

援護を要する子どもに
対する支援

訪問型の支援サービスの
充実

その他

無回答

(3LA%)
(n=389)

31.8 

25.7 

19.2 

19.2 

16.5 

10.4 

7.1 

5.5 

2.7 

42.7 

0 10 20 30 40 50

仕事と家庭生活の両立が
できる労働環境の整備

子どもを対象にした犯罪・
事故の軽減

地域における子どもの活動
拠点の充実（児童館など）

子育てしやすい住居・まち
の環境面での充実

子どもの教育環境

放課後児童クラブ（チビッ
コホーム）の充実

援護を要する子どもに
対する支援

子育て支援のネットワーク
づくり

その他

無回答

(3LA%)
(n=510)
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母親の就労状況別でみると、就学前では“フルタイム（休業中含む）”と“パート・ア

ルバイト・派遣（休業中含む）”で「仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備」が

最も多く、“働いていない（学生含む）”では「放課後児童クラブ（チビッコホーム）の充

実」（28.3％）で最も高くなっている。 

小学生では、就労形態にかかわらず「仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備」

が最も多くなっている。 

【母親の就労状況別 子育てのつらさを解消するために必要な支援・対策】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

 

  

(3LA%)
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
の
充
実

（

一
時
預
か
り
、

育
児
相
談
な
ど
）

保
育
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

子
育
て
支
援
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ
く
り

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
活
動
拠
点
の

充
実
（

児
童
館
な
ど
）

訪
問
型
の
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

健
や
か
な
妊
娠
・
出
産
に
対
す
る
支
援

子
ど
も
の
教
育
環
境

子
育
て
し
や
す
い
住
居
・
ま
ち
の
環
境

面
で
の
充
実

仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
が
で
き
る
労

働
環
境
の
整
備

子
ど
も
を
対
象
に
し
た
犯
罪
・
事
故
の

軽
減

援
護
を
要
す
る
子
ど
も
に
対
す
る
支
援

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=386)

19.4 16.8 8.8 12.7 3.4 5.7 13.2 20.5 33.9 14.8 4.7 3.6 41.5

フルタイム（休業中含む）
(n=110)

11.8 12.7 3.6 8.2 4.5 5.5 11.8 18.2 38.2 13.6 2.7 1.8 51.8

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=125)

15.2 12.0 8.0 11.2 2.4 6.4 15.2 22.4 44.0 18.4 5.6 6.4 34.4

働いていない（学生含む）
(n=145)

28.3 24.8 13.1 17.2 3.4 5.5 13.1 21.4 22.8 13.1 4.8 2.8 39.3

(3LA%)
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（

チ
ビ
ッ

コ
ホ
ー

ム
）

の
充
実

子
育
て
支
援
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク

づ
く
り

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
活
動

拠
点
の
充
実
（

児
童
館
な
ど
）

子
ど
も
の
教
育
環
境

子
育
て
し
や
す
い
住
居
・
ま
ち

の
環
境
面
で
の
充
実

仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
が
で

き
る
労
働
環
境
の
整
備

子
ど
も
を
対
象
に
し
た
犯
罪
・

事
故
の
軽
減

援
護
を
要
す
る
子
ど
も
に
対
す

る
支
援

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=506)

10.1 5.1 19.2 16.2 19.0 31.8 25.5 6.9 2.8 43.1

フルタイム（休業中含む）
(n=149)

14.8 3.4 15.4 16.1 12.1 38.9 19.5 4.7 3.4 45.6

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=238)

10.1 5.0 21.8 15.5 21.4 31.9 30.7 5.0 2.9 39.9

働いていない（学生含む）
(n=115)

4.3 7.8 19.1 17.4 22.6 23.5 22.6 13.0 1.7 47.0
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（３）子育てに関して、日頃悩んでいること、気になること 

問33[24] 子育てに関して、日常悩んでいること、あるいは気になることは何ですか。 

   （それぞれあてはまる番号全てに○をつけてください。） 

① 子どもに関すること 

子どもに関して日常悩んでいることは、就学前は「食事や栄養に関すること」が33.7％

で最も多く、次いで「子どもの教育に関すること」が32.6％、「病気や発育発達に関する

こと」が25.3％となっている。小学生は「子どもの友だちづきあいに関すること」が41.6％

で最も多く、次いで「子どもの教育に関すること」が40.6％、「子どもと過ごす時間が十

分取れないこと」が21.5％となっている。 

【子育てに関して、日頃悩んでいること、気になること（子どもに関すること）】 

＜就学前＞                  ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.7 

32.6 

25.3 

22.3 

21.4 

14.8 

3.8 

2.0 

24.4 

2.6 

0 10 20 30 40

食事や栄養に関すること

子どもの教育に関する
こと

病気や発育発達に関する
こと

子どもの友だちづきあい
に関すること

子どもと過ごす時間が十
分取れないこと

子どもとの接し方に自信
が持てないこと

子どもの登所・登園拒否
（登所・登園渋り）など

その他

特にない

無回答

(MA%)
(n=1,568)

41.6 

40.6 

21.5 

19.1 

18.3 

12.3 

2.5 

1.8 

23.1 

2.2 

0 10 20 30 40 50

子どもの友だちづきあい
に関すること

子どもの教育に関する
こと

子どもと過ごす時間が
十分取れないこと

病気や発育発達に関する
こと

食事や栄養に関すること

子どもとの接し方に自信
が持てないこと

子どもの不登校（登校渋
り）など

その他

特にない

無回答

(MA%)
(n=1,752)
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子どもの年齢（学年）別でみると、就学前では「食事や栄養に関すること」が０歳（42.5％）

で最も高く、低年齢児ほど高い割合となっている。 

小学生では「病気や発育発達に関すること」が０歳（33.8％）で最も高く、低学年ほど

高い割合となっている。「子どもの教育に関すること」と「子どもの友だちづきあいに関

すること」は小学４年生で最も高くなっている。 

【子どもの年齢（学年）別 子育てに関して、日頃悩んでいること、気になること（子どもに関すること）】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(MA%)
病
気
や
発
育
発
達
に
関
す
る
こ

と 食
事
や
栄
養
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
と
の
接
し
方
に
自
信
が

持
て
な
い
こ
と

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が
十
分

取
れ
な
い
こ
と

子
ど
も
の
教
育
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
友
だ
ち
づ
き
あ
い
に

関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
登
所
・
登
園
拒
否

（

登
所
・
登
園
渋
り
）

な
ど

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体
(n=1,568)

25.3 33.7 14.8 21.4 32.6 22.3 3.8 2.0 24.4 2.6

０歳
(n=240)

33.8 42.5 13.3 13.3 25.8 14.2 3.3 0.4 26.3 2.1

１歳
(n=245)

29.0 39.6 13.9 20.0 30.2 15.9 2.4 2.0 24.9 2.4

２歳
(n=277)

24.5 33.9 16.2 20.2 27.8 19.9 5.8 1.8 24.2 4.0

３歳
(n=227)

20.7 32.6 12.3 23.8 33.0 18.5 4.8 3.1 27.8 1.8

４歳
(n=262)

22.5 29.4 18.7 26.3 41.2 28.6 2.3 2.7 21.4 2.7

５歳
(n=245)

21.6 24.9 12.7 23.7 38.0 37.1 4.5 2.4 22.4 2.0

(MA%)
病
気
や
発
育
発
達
に
関
す

る
こ
と

食
事
や
栄
養
に
関
す
る
こ

と 子
ど
も
と
の
接
し
方
に
自

信
が
持
て
な
い
こ
と

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が

十
分
取
れ
な
い
こ
と

子
ど
も
の
教
育
に
関
す
る

こ
と

子
ど
も
の
友
だ
ち
づ
き
あ

い
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
不
登
校
（

登
校

渋
り
）

な
ど

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体
(n=1,752)

19.1 18.3 12.3 21.5 40.6 41.6 2.5 1.8 23.1 2.2

小学１年生
(n=311)

23.5 21.5 13.8 20.3 41.2 43.1 2.6 1.9 22.5 1.3

小学２年生
(n=285)

21.4 20.4 16.1 24.9 36.1 43.5 2.5 1.8 19.6 3.2

小学３年生
(n=294)

21.1 21.1 11.2 23.8 39.1 39.8 3.1 1.4 21.4 2.4

小学４年生
(n=261)

20.3 19.2 12.6 25.7 43.7 46.0 2.3 2.3 20.3 1.5

小学５年生
(n=264)

15.9 16.7 10.2 19.7 43.2 39.4 1.9 1.9 24.6 1.9

小学６年生
(n=283)

12.4 11.3 8.8 14.5 41.0 37.1 2.8 2.1 29.3 2.5

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 
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② 自身に関すること 

自身に関して日常悩んでいることは、就学前は「仕事や自分のやりたいことなど自分の

時間が十分取れないこと」が37.7％で最も多く、次いで「子育てにかかる出費がかさむこ

と」が35.5％、「子育てのストレスなどから子どもにきつくあたってしまうこと」が27.0％

となっている。小学生は「子育てにかかる出費がかさむこと」が38.4％で最も多く、次い

で「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分取れないこと」が25.9％、「子育て

のストレスなどから子どもにきつくあたってしまうこと」が20.9％となっている。 

【子育てに関して、日頃悩んでいること、気になること（自身に関すること）】 

＜就学前＞                  ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの年齢（学年）別でみると、就学前では「仕事や自分のやりたいことなど自分の

時間が十分取れないこと」は１歳（42.4％）で最も高くなっている。 

小学生ではいずれの学年も「子育てにかかる出費がかさむこと」が最も多く、小学６年

生（40.6％）で最も高い割合となっている。 

母親の就労状況別でみると、就学前・小学生とも「子育てにかかる出費がかさむこと」

は“パート・アルバイト・派遣（休業中含む）”で最も高くなっている。  

38.4 

25.9 

20.9 

13.9 

11.8 

11.1 

8.4 

5.9 

5.5 

3.4 

2.7 

2.3 

27.8 

3.4 

0 10 20 30 40 50

子育てにかかる出費がかさむ
こと

仕事や自分のやりたいことなど
自分の時間が十分取れないこと

子育てのストレスなどから子ど
もにきつくあたってしまうこと

子育てに関して配偶者の協力が
少ないこと

子育てによる身体の疲れが
大きいこと

住居がせまいこと

配偶者と子育てに関して意見が
合わないこと

配偶者以外に子育てを手伝って
くれる人がいないこと

自身の子育てについて、周りの
見る目が気になること

子育てが大変なことを、周りの
人が理解してくれないこと

子育てに関して話し相手や相談
相手がいないこと

その他

特にない

無回答

(MA%)
(n=1,752)

37.7 

35.5 

27.0 

24.9 

16.6 

14.5 

7.8 

7.5 

6.1 

5.3 

2.8 

3.4 

21.7 

3.1 

0 10 20 30 40 50

仕事や自分のやりたいことなど
自分の時間が十分取れないこと

子育てにかかる出費がかさむ
こと

子育てのストレスなどから子ど
もにきつくあたってしまうこと

子育てによる身体の疲れが
大きいこと

子育てに関して配偶者の協力が
少ないこと

住居がせまいこと

配偶者と子育てに関して意見が
合わないこと

自身の子育てについて、周りの
見る目が気になること

配偶者以外に子育てを手伝って
くれる人がいないこと

子育てが大変なことを、周りの
人が理解してくれないこと

子育てに関して話し相手や相談
相手がいないこと

その他

特にない

無回答

(MA%)
(n=1,568)
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【子どもの年齢(学年)別・母親の就労状況別  子育てに関して、日頃悩んでいること、気になること（自身に関すること）】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(MA%)
子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
の
協
力
が
少
な

い
こ
と

配
偶
者
と
子
育
て
に
関
し
て
意
見
が
合
わ

な
い
こ
と

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
、

周
り
の
人
が

理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と

自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
、

周
り
の
見
る

目
が
気
に
な
る
こ
と

子
育
て
に
関
し
て
話
し
相
手
や
相
談
相
手

が
い
な
い
こ
と

仕
事
や
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
な
ど
自
分

の
時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と

配
偶
者
以
外
に
子
育
て
を
手
伝
っ

て
く
れ

る
人
が
い
な
い
こ
と

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど
も
に

き
つ
く
あ
た
っ

て
し
ま
う
こ
と

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き
い
こ

と 子
育
て
に
か
か
る
出
費
が
か
さ
む
こ
と

住
居
が
せ
ま
い
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体
(n=1,568)

16.6 7.8 5.3 7.5 2.8 37.7 6.1 27.0 24.9 35.5 14.5 3.4 21.7 3.1

０歳
(n=240)

15.8 3.8 7.1 7.5 4.2 38.8 4.6 19.2 30.4 32.5 16.3 3.3 23.8 3.3

１歳
(n=245)

15.1 8.6 4.9 5.7 2.9 42.4 4.1 25.7 31.4 33.5 15.1 4.1 19.2 2.9

２歳
(n=277)

15.2 8.3 4.7 9.0 3.2 38.3 7.6 29.6 26.4 35.7 14.8 3.2 18.8 3.2

３歳
(n=227)

19.4 4.8 5.7 5.7 - 31.3 6.2 23.8 25.6 34.8 12.3 1.8 26.9 3.1

４歳
(n=262)

17.6 8.0 5.3 10.7 2.7 40.1 6.9 32.4 18.7 39.3 14.5 3.8 21.0 3.8

５歳
(n=245)

16.7 12.2 3.7 5.7 3.3 34.3 6.1 29.8 18.0 35.9 12.7 4.1 22.9 2.9

全体
(n=1,563)

16.6 7.9 5.2 7.4 2.8 37.7 6.1 27.1 25.0 35.6 14.5 3.4 21.8 3.0

フルタイム（休業中含む）
(n=521)

15.2 7.9 5.0 7.3 2.1 39.9 6.3 25.7 21.5 30.9 12.7 2.9 21.5 2.9

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=493)

16.0 8.5 3.7 7.5 1.4 34.9 5.3 27.8 21.7 44.6 15.2 3.7 20.3 2.2

働いていない（学生含む）
(n=532)

18.6 7.3 7.1 7.0 4.5 38.3 6.4 27.8 31.0 32.1 15.6 3.8 23.1 3.4

子
ど
も
の
年
齢
別

母
親
の
就
労
状
況
別

(MA%)
子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者
の
協
力
が

少
な
い
こ
と

配
偶
者
と
子
育
て
に
関
し
て
意
見
が

合
わ
な
い
こ
と

子
育
て
が
大
変
な
こ
と
を
、

周
り
の

人
が
理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と

自
身
の
子
育
て
に
つ
い
て
、

周
り
の

見
る
目
が
気
に
な
る
こ
と

子
育
て
に
関
し
て
話
し
相
手
や
相
談

相
手
が
い
な
い
こ
と

仕
事
や
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
な
ど

自
分
の
時
間
が
十
分
取
れ
な
い
こ
と

配
偶
者
以
外
に
子
育
て
を
手
伝
っ

て

く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
子
ど

も
に
き
つ
く
あ
た
っ

て
し
ま
う
こ
と

子
育
て
に
よ
る
身
体
の
疲
れ
が
大
き

い
こ
と

子
育
て
に
か
か
る
出
費
が
か
さ
む
こ

と 住
居
が
せ
ま
い
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体
(n=1,752)

13.9 8.4 3.4 5.5 2.7 25.9 5.9 20.9 11.8 38.4 11.1 2.3 27.8 3.4

小学１年生
(n=311)

13.2 9.6 5.5 6.4 1.9 33.4 7.1 26.4 14.5 34.7 10.6 2.9 24.8 2.6

小学２年生
(n=285)

13.7 9.1 3.9 5.6 3.5 30.5 7.7 27.7 11.9 37.9 11.9 2.5 22.8 4.6

小学３年生
(n=294)

16.7 7.5 3.1 5.8 3.1 27.6 3.7 22.8 15.6 39.8 11.9 2.7 27.2 3.7

小学４年生
(n=261)

16.1 9.6 2.7 5.0 2.3 24.5 4.2 19.9 12.3 39.8 12.6 2.7 26.4 2.7

小学５年生
(n=264)

12.1 9.5 2.7 6.8 2.7 24.2 6.8 16.7 10.6 37.1 9.8 1.9 33.0 1.9

小学６年生
(n=283)

12.4 6.0 2.1 3.2 2.5 15.5 5.3 11.3 6.4 40.6 11.0 1.8 32.5 4.2

全体
(n=1,736)

14.0 8.5 3.4 5.5 2.6 26.0 5.9 21.0 11.9 38.5 11.0 2.3 27.8 3.2

フルタイム（休業中含む）
(n=552)

12.5 7.4 4.0 4.2 2.7 33.0 4.0 20.8 8.5 34.6 10.3 2.7 27.9 3.8

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=773)

15.1 9.4 2.5 5.7 2.8 24.7 6.0 21.1 11.3 42.3 11.5 1.9 27.0 2.8

働いていない（学生含む）
(n=385)

14.0 8.1 4.4 6.8 2.1 19.2 8.8 21.6 17.7 36.9 10.6 2.6 28.8 2.9

母
親
の
就
労
状
況
別

子
ど
も
の
年
齢
別

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 
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（４）子育てが地域の人や社会に支えられていると感じるか 

問34[25] ご自身の子育てが、地域の人や社会に支えられていると感じますか。 

   あてはまる番号１つに○をつけてください。 

   感じる場合は、特に誰から支えられていると感じますか。 

   感じない場合は、特に誰から支えてほしいと感じますか。 

   枠内の選択肢「①～⑦」の中から選び、その番号を全て記入してください。 

① 子育てが地域の人や社会に支えられていると感じるか 

子育てが地域の人や社会に支えられていると感じるかについては、就学前は「感じる」

が74.4％で、「感じない」が21.5％となっている。小学生は「感じる」が71.6％で、「感じ

ない」が22.0％となっている。 

前回調査と比較すると、就学前は大きな差はみられないが、小学生は「感じる」が前回

より3.6ポイント低くなっている。 

【子育てが地域の人や社会に支えられていると感じるか】 

＜就学前＞                ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育てが地域の人や社会に支えられていると感じるか（前回調査との比較）】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

  

感じる

74.4%

感じない

21.5%

無回答

4.1%

(n=1,568)

感じる

71.6%

感じない

22.0%

無回答

6.4%

(n=1,752)

74.4 

73.6 

21.5 

22.3 

4.1 

4.1 

今回調査
(n=1,568)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

感じる 感じない 無回答

71.6 

75.2 

22.0 

22.0 

6.4 

2.7 

今回調査
(N=1,752)

前回調査
(N=1,025)

(%)
0 20 40 60 80 100

感じる 感じない 無回答
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地域別でみると、就学前では「感じる」は都市中核地域（78.3％）で最も高いが、葛城

の谷地域（69.4％）で最も低くなっている。 

小学生では「感じる」は牛滝の谷地域（76.8％）で最も高いが、岸和田北部地域（66.9％）

で最も低くなっている。 

【地域別 子育てが地域の人や社会に支えられていると感じるか】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74.4 

78.3 

72.3 

69.4 

75.0 

72.9 

77.6 

21.5 

18.0 

24.7 

25.0 

20.6 

23.8 

17.9 

4.1 

3.8 

3.0 

5.6 

4.4 

3.3 

4.5 

全体
(n=1,568)

都市中核地域
(n=373)

岸和田北部地域
(n=267)

葛城の谷地域
(n=232)

岸和田中部地域
(n=248)

久米田地域
(n=214)

牛滝の谷地域
(n=156)

(%)
0 20 40 60 80 100

感じる 感じない 無回答

71.6 

72.6 

66.9 

71.2 

73.4 

70.8 

76.8 

22.0 

20.9 

24.0 

22.5 

23.2 

23.2 

17.5 

6.4 

6.6 

9.1 

6.4 

3.4 

6.0 

5.7 

全体
(n=1,752)

都市中核地域
(n=470)

岸和田北部地域
(n=296)

葛城の谷地域
(n=267)

岸和田中部地域
(n=263)

久米田地域
(n=233)

牛滝の谷地域
(n=211)

(%)
0 20 40 60 80 100

感じる 感じない 無回答
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子育てが地域の人や社会に支えられていると感じると回答した人に、特に誰から支えら

れていると感じるかについてたずねると、就学前は「幼稚園、保育所、地域子育て支援拠

点などの職員」が74.8％で最も多く、次いで「同じ世代の子どもを持つ保護者」が59.9％、

「近所の人」が34.6％となっている。小学生は「同じ世代の子どもを持つ保護者」が72.6％

で最も多く、次いで「小学校の先生」が42.9％、「近所の人」が38.2％となっている。 

子育てが地域の人や社会に支えられていると感じないと回答した人に、特に誰から支え

てほしいと感じるかについてたずねると、就学前は「幼稚園、保育所、地域子育て支援拠

点などの職員」が28.8％で最も多く、次いで「同じ世代の子どもを持つ保護者」が22.8％、

「近所の人」が17.5％となっている。小学生は「小学校の先生」が23.9％で最も多く、次

いで「同じ世代の子どもを持つ保護者」が19.2％、「近所の人」が14.3％となっている。 

【特に誰から支えられていると感じるか】 

＜就学前＞                ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特に誰から支えてほしいと感じるか】 

＜就学前＞            ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

  

74.8 

59.9 

34.6 

9.5 

3.8 

3.1 

2.9 

1.5 

0 20 40 60 80

幼稚園、保育所、地域子
育て支援拠点などの職員

同じ世代の子どもを持つ
保護者

近所の人

民生委員・児童委員、
自治会、子ども会などの

地域団体の人

地域活動を行っている
ＮＰＯなどの人

市役所の職員

その他

無回答

(MA%)
(n=1,166)

72.6 

42.9 

38.2 

18.6 

4.0 

3.0 

5.7 

1.8 

0 20 40 60 80

同じ世代の子どもを持つ
保護者

小学校の先生

近所の人

民生委員・児童委員、
自治会、子ども会などの

地域団体の人

地域活動を行っている
ＮＰＯなどの人

市役所の職員

その他

無回答

(MA%)
(n=1,255)

28.8 

22.8 

17.5 

16.0 

15.7 

10.4 

9.5 

33.2 

0 10 20 30 40

幼稚園、保育所、地域子
育て支援拠点などの職員

同じ世代の子どもを持つ
保護者

近所の人

市役所の職員

民生委員・児童委員、
自治会、子ども会などの

地域団体の人

地域活動を行っている
ＮＰＯなどの人

その他

無回答

(MA%)

(n=337)

23.9 

19.2 

14.3 

12.7 

12.2 

9.4 

12.2 

35.1 

0 10 20 30 40

小学校の先生

同じ世代の子どもを持つ
保護者

近所の人

市役所の職員

民生委員・児童委員、
自治会、子ども会などの

地域団体の人

地域活動を行っている
ＮＰＯなどの人

その他

無回答

(MA%)

(n=385)



- 139 - 

特に誰から支えられていると感じるかについて、地域別でみると、就学前では地域で大

きな差はみられない。 

小学生では、「近所の人」が岸和田中部地域（47.7％）で最も高くなっている。 

【地域別 特に誰から支えられていると感じるか】 

＜就学前＞                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

  

(MA%)
近
所
の
人

同
じ
世
代
の
子
ど
も
を
持
つ

保
護
者

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

自

治
会
、

子
ど
も
会
な
ど
の
地

域
団
体
の
人

地
域
活
動
を
行
っ

て
い
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
な
ど
の
人

幼
稚
園
、

保
育
所
、

地
域
子

育
て
支
援
拠
点
な
ど
の
職
員

市
役
所
の
職
員

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,166)

34.6 59.9 9.5 3.8 74.8 3.1 2.9 1.5

都市中核地域
(n=292)

34.2 62.0 12.0 6.2 74.3 3.4 2.7 1.7

岸和田北部地域
(n=193)

34.2 57.0 9.3 3.1 75.6 2.6 1.6 2.1

葛城の谷地域
(n=161)

34.2 63.4 8.1 2.5 76.4 4.3 1.9 1.9

岸和田中部地域
(n=186)

37.6 60.8 10.2 3.8 74.7 2.2 3.2 2.2

久米田地域
(n=156)

32.1 62.2 5.8 3.2 75.0 3.2 1.3 0.6

牛滝の谷地域
(n=121)

39.7 55.4 12.4 2.5 73.6 3.3 4.1 - 

(MA%)
近
所
の
人

同
じ
世
代
の
子
ど
も
を
持
つ

保
護
者

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

自

治
会
、

子
ど
も
会
な
ど
の
地

域
団
体
の
人

地
域
活
動
を
行
っ

て
い
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
な
ど
の
人

小
学
校
の
先
生

市
役
所
の
職
員

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,255)

38.2 72.6 18.6 4.0 42.9 3.0 5.7 1.8

都市中核地域
(n=341)

33.1 69.8 19.1 3.5 44.0 2.6 7.6 2.3

岸和田北部地域
(n=198)

36.4 73.2 19.7 4.5 36.9 2.5 5.1 2.0

葛城の谷地域
(n=190)

39.5 72.1 18.9 2.6 46.8 2.1 5.3 1.1

岸和田中部地域
(n=193)

47.7 74.6 20.2 6.2 42.5 3.6 3.1 1.0

久米田地域
(n=165)

37.0 75.2 16.4 3.6 43.6 3.6 5.5 1.2

牛滝の谷地域
(n=162)

38.9 74.1 16.0 3.7 42.0 3.1 6.2 2.5
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特に誰から支えてほしいと感じるかについて、地域別でみると、就学前では「幼稚園、

保育所、地域子育て支援拠点などの職員」は岸和田中部地域（33.3％）で最も高くなって

いる。 

小学生では「地域活動を行っているＮＰＯなどの人」は岸和田中部地域（18.0％）で最

も高くなっている。 

【地域別 特に誰から支えてほしいと感じるか】 

＜就学前＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も多い項目に濃い網掛け、２番目に多い項目に薄い網掛けをしている。 

(MA%)
近
所
の
人

同
じ
世
代
の
子
ど
も
を
持
つ

保
護
者

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

自

治
会
、

子
ど
も
会
な
ど
の
地

域
団
体
の
人

地
域
活
動
を
行
っ

て
い
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
な
ど
の
人

幼
稚
園
、

保
育
所
、

地
域
子

育
て
支
援
拠
点
な
ど
の
職
員

市
役
所
の
職
員

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=337)

17.5 22.8 15.7 10.4 28.8 16.0 9.5 33.2

都市中核地域
(n=67)

11.9 19.4 16.4 11.9 26.9 11.9 11.9 32.8

岸和田北部地域
(n=66)

19.7 22.7 19.7 10.6 30.3 15.2 4.5 33.3

葛城の谷地域
(n=58)

19.0 25.9 19.0 12.1 31.0 20.7 5.2 32.8

岸和田中部地域
(n=51)

15.7 19.6 13.7 11.8 33.3 19.6 13.7 29.4

久米田地域
(n=51)

23.5 27.5 9.8 3.9 23.5 13.7 13.7 33.3

牛滝の谷地域
(n=28)

10.7 17.9 14.3 10.7 17.9 10.7 10.7 35.7

(MA%)
近
所
の
人

同
じ
世
代
の
子
ど
も
を
持
つ

保
護
者

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

自

治
会
、

子
ど
も
会
な
ど
の
地

域
団
体
の
人

地
域
活
動
を
行
っ

て
い
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
な
ど
の
人

小
学
校
の
先
生

市
役
所
の
職
員

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=385)

14.3 19.2 12.2 9.4 23.9 12.7 12.2 35.1

都市中核地域
(n=98)

11.2 20.4 8.2 8.2 21.4 11.2 15.3 32.7

岸和田北部地域
(n=71)

14.1 16.9 15.5 8.5 28.2 7.0 11.3 36.6

葛城の谷地域
(n=60)

10.0 21.7 16.7 8.3 20.0 15.0 10.0 36.7

岸和田中部地域
(n=61)

16.4 14.8 11.5 18.0 24.6 18.0 11.5 32.8

久米田地域
(n=54)

18.5 18.5 9.3 7.4 22.2 16.7 9.3 38.9

牛滝の谷地域
(n=37)

21.6 24.3 16.2 5.4 27.0 8.1 16.2 32.4
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15 仕事と子育ての両立について 

（１）育児休業の取得状況 

問35 封筒のあて名のお子さんが生まれたときに、母親、父親は育児休業を取りましたか。 

それぞれについて、あてはまる番号１つに○をつけてください。 

就学前児童の母親の育児休業の取得状況は、「働いていなかった」が41.7％で最も多く、

次いで「育児休業を取った、あるいは、今取っている」が41.3％、「育児休業を取らずに

離職した」が11.0％となっている。父親は、「育児休業を取らずに働いた」が74.0％で最

も多く、次いで「働いていなかった」、「育児休業を取った、あるいは、今取っている」が

ともに3.1％となっている。 

父親で「育児休業を取った、あるいは、今取っている」と回答した人の育児休業取得日

数は「４～７日」が17.8％で最も多く、次いで「１～３日」が8.9％となっている。 

【育児休業の取得状況】＜就学前＞ 

 ＜母親＞                 ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         【育児休業の取得状況】＜就学前＞ 

                                ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.7 

41.3 

3.9 

11.0 

2.1 

0 10 20 30 40 50

働いていなかった

育児休業を取った、あ
るいは、今取っている

育児休業を取らずに
働いた

育児休業を取らずに
離職した

無回答

(%)

(n=1,563)

3.1 

3.1 

74.0 

0.5 

19.4 

0 20 40 60 80

働いていなかった

育児休業を取った、あ
るいは、今取っている

育児休業を取らずに
働いた

育児休業を取らずに
離職した

無回答

(%)

(n=1,459)

8.9 

17.8 

2.2 

0.0 

4.4 

66.7 

0 20 40 60 80

１～３日

４～７日

８～10日

11～14日

15日以上

無回答

(%)
(n=45)
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前回調査と比較すると、母親は「育児休業を取った、あるいは、今取っている」が前回

（28.6％）より12.7ポイント高くなっている。 

父親は「育児休業を取らずに働いた」が前回（69.2％）より4.8ポイント高くなっている。 

【育児休業の取得状況（前回調査との比較）】＜就学前＞ 

 ＜母親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）－１ 育児休業からの復帰状況 

⇒「２」を選ばれた方、育児休業を取った後、職場に復帰しましたか。 

 （あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

育児休業を取った、あるいは今取っていると回答した人に、育児休業取得後の職場復帰

状況をたずねると、母親は、「育児休業を取ったあと、職場に復帰した」が78.0％で最も

多く、次いで「現在も育児休業中である」が13.6％、「育児休業中に仕事をやめた」が7.1％

となっている。父親は「育児休業を取ったあと、職場に復帰した」が66.7％で最も多く、

次いで「現在も育児休業中である」が6.7％、「育児休業中に仕事をやめた」が4.4％となっ

ている。 

【育児休業からの復帰状況】＜就学前＞ 

＜母親＞           ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

  

78.0 

13.6 

7.1 

1.2 

0 20 40 60 80

育児休業を取ったあと、
職場に復帰した

現在も育児休業中である

育児休業中に仕事を
やめた

無回答

(%)

(n=646)

66.7 

6.7 

4.4 

22.2 

0 20 40 60 80

育児休業を取ったあと、
職場に復帰した

現在も育児休業中である

育児休業中に仕事を
やめた

無回答

(%)
(n=45)

41.7 

52.3 

41.3 

28.6 

3.9 

4.0 

11.0 

10.0 

2.1 

5.0 

今回調査
(n=1,563)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

働いていなかった
育児休業を取った、あるい

は、今取っている

育児休業を取らずに働いた 育児休業を取らずに

離職した

無回答

3.1 

3.8 

3.1 

2.0 

74.0 

69.2 

0.5 

0.7 

19.4 

24.4 

今回調査
(n=1,459)

前回調査
(n=1,687)

(%)
0 20 40 60 80 100

働いていなかった

育児休業を取った、あるいは、今取っている

育児休業を取らずに働いた

育児休業を取らずに離職した

無回答



- 143 - 

（１）－２ 育児休業取得期間（復帰時の子どもの月齢）の実際と希望 

⇒「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しましたか。また、職場の育児休業

の制度の期間内でのことになりますが、「希望」としてはお子さんが何歳何ヶ月のときま

で育児休業を取りたかったですか。枠内に具体的な数字を入れ、あてはまる記号１つに

○をつけてください。 

育児休業を取ったあと、職場に復帰したと回答した人に、実際の取得期間をたずねると、

母親は「０歳６ヶ月～１歳０ヶ月未満」が37.5％で最も多く、次いで「１歳０ヶ月～１歳

６ヶ月未満」が31.7％、「１歳６ヶ月～２歳０ヶ月未満」が11.5％となっている。父親（30

人）は「０歳６ヶ月未満」が30.0％（９人）で最も多く、次いで「０歳６ヶ月～１歳０ヶ

月未満」が20.0％（６人）となっている。 

【実際の育児休業取得期間（復帰時の子どもの月齢）】＜就学前＞ 

 ＜母親＞                 ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.0 

20.0 

10.0 

3.3 

3.3 

0.0 

0.0 

33.3 

0 10 20 30 40

０歳６ヶ月未満

０歳６ヶ月～１歳０ヶ月
未満

１歳０ヶ月～１歳６ヶ月
未満

１歳６ヶ月～２歳０ヶ月
未満

２歳０ヶ月～２歳６ヶ月
未満

２歳６ヶ月～３歳０ヶ月
未満

３歳０ヶ月以上

無回答

(%)

(n=30)

9.5 

37.5 

31.7 

11.5 

2.4 

0.6 

0.4 

6.3 

0 10 20 30 40

０歳６ヶ月未満

０歳６ヶ月～１歳０ヶ月
未満

１歳０ヶ月～１歳６ヶ月
未満

１歳６ヶ月～２歳０ヶ月
未満

２歳０ヶ月～２歳６ヶ月
未満

２歳６ヶ月～３歳０ヶ月
未満

３歳０ヶ月以上

無回答

(%)

(n=504)
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希望の取得期間は、母親は「１歳０ヶ月～１歳６ヶ月未満」が26.8％で最も多く、次い

で「１歳６ヶ月～２歳０ヶ月未満」が15.3％、「２歳０ヶ月～２歳６ヶ月未満」が11.1％

となっている。父親は「１歳０ヶ月～１歳６ヶ月未満」が23.3％（７人）で最も多く、次

いで「０歳６ヶ月～１歳０ヶ月未満」が10.0％（３人）となっている。 

希望の復帰のタイミングは、母親は「出生後２度目の４月の一斉入所時」が30.8％で最

も多く、次いで「満１歳まで」が26.0％となっている。父親は「満１歳まで」が26.7％（８

人）で最も多く、次いで「出生後２度目の４月の一斉入所時」が10.0％（３人）となって

いる。 

【希望の育児休業取得期間（復帰時の子どもの月齢）】＜就学前＞ 

 ＜母親＞                 ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望の育児休業取得期間（復帰のタイミング）】＜就学前＞ 

 ＜母親＞                 ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

  

0.8 

5.0 

26.8 

15.3 

11.1 

1.6 

9.1 

30.4 

0 10 20 30 40

０歳６ヶ月未満

０歳６ヶ月～１歳０ヶ月
未満

１歳０ヶ月～１歳６ヶ月
未満

１歳６ヶ月～２歳０ヶ月
未満

２歳０ヶ月～２歳６ヶ月
未満

２歳６ヶ月～３歳０ヶ月
未満

３歳０ヶ月以上

無回答

(%)

(n=504)

3.3 

10.0 

23.3 

3.3 

3.3 

0.0 

3.3 

53.3 

0 20 40 60

０歳６ヶ月未満

０歳６ヶ月～１歳０ヶ月
未満

１歳０ヶ月～１歳６ヶ月
未満

１歳６ヶ月～２歳０ヶ月
未満

２歳０ヶ月～２歳６ヶ月
未満

２歳６ヶ月～３歳０ヶ月
未満

３歳０ヶ月以上

無回答

(%)

(n=30)

26.0 

12.5 

30.8 

6.7 

24.0 

0 10 20 30 40

満１歳まで

出生後最初の４月の
一斉入所時

出生後２度目の４月の
一斉入所時

その他

無回答

(%)

(n=504)

26.7 

6.7 

10.0 

0.0 

56.7 

0 20 40 60

満１歳まで

出生後最初の４月の
一斉入所時

出生後２度目の４月の
一斉入所時

その他

無回答

(%)

(n=30)
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（１）－３ ３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、子どもが何歳何ケ月ま

で取りたかったか 

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

 お子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。 

 枠内に具体的な数字を入れてください。 

３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、子どもが何歳何ヶ月まで取りたかったか

については、母親は「３歳０ヶ月～３歳11ヶ月」が32.9％で最も多く、次いで「１歳０ヶ

月～１歳６ヶ月未満」が16.1％、「２歳０ヶ月～２歳６ヶ月未満」が15.7％となっている。

父親は「３歳０ヶ月～３歳11ヶ月」が23.3％（７人）で最も多く、次いで「０歳６ヶ月未

満」が10.0％（10人）となっている。 

【３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、子どもが何歳何か月まで取りたかったか】＜就学前＞ 

 ＜母親＞                 ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

2.0 

16.1 

9.1 

15.7 

4.2 

32.9 

20.0 

0 10 20 30 40

０歳６ヶ月未満

０歳６ヶ月～１歳０ヶ月
未満

１歳０ヶ月～１歳６ヶ月
未満

１歳６ヶ月～２歳０ヶ月
未満

２歳０ヶ月～２歳６ヶ月
未満

２歳６ヶ月～３歳０ヶ月
未満

３歳０ヶ月～３歳11ヶ月

無回答

(%)

(n=504)

10.0 

0.0 

6.7 

3.3 

3.3 

0.0 

23.3 

53.3 

0 20 40 60

０歳６ヶ月未満

０歳６ヶ月～１歳０ヶ月
未満

１歳０ヶ月～１歳６ヶ月
未満

１歳６ヶ月～２歳０ヶ月
未満

２歳０ヶ月～２歳６ヶ月
未満

２歳６ヶ月～３歳０ヶ月
未満

３歳０ヶ月～３歳11ヶ月

無回答

(%)

(n=30)
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（１）－４ 育児休業中に仕事をやめた理由 

⇒「③」を選ばれた方、仕事をやめた理由についてお答えください。 

 （あてはまる記号１つに○をつけてください。） 

育児休業中に仕事をやめたと回答した人に、その理由をたずねると、母親は「働きたかっ

たが、子育てとの両立は無理だと思った」が37.0％で最も多く、次いで「子育てに専念し

たかった」が19.6％、「職場の都合で辞めざるを得なかった」が17.4％となっている。父

親（２人）は「働きたかったが、子育てとの両立は無理だと思った」が50.0％（１人）と

なっている。 

【育児休業中に仕事をやめた理由】＜就学前＞ 

＜母親＞                  ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

働きたかったが、子

育てとの両立は無理

だと思った

37.0%

職場の都合で辞めざ

るを得なかった

17.4%

子育てに専念した

かった

19.6%

その他

23.9%

無回答

2.2%

(n=46)

働きたかったが、子

育てとの両立は無理

だと思った

50.0%

職場の都合で辞めざ

るを得なかった

0.0%

子育てに専念した

かった

0.0%

その他

50.0%

無回答

0.0%

(n=2)
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（１）－５ 育児休業を取得しなかった理由 

⇒「３」または「４」を選ばれた方、その理由を選択肢の中から選んでください。                        

 （あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

育児休業を取らずに働いた、育児休業を取らずに離職したと回答した人に、その理由を

たずねると、母親は、「子育てや家事に専念するため」が31.3％で最も多く、次いで「職

場に育児休業の制度がなかった」が29.6％、「仕事に戻るのが難しそうだった」が19.7％

となっている。父親は「仕事が忙しかった」が14.1％で最も多く、次いで「収入減となり、

経済的に苦しくなる」が13.6％となっている。 

【育児休業を取得しなかった理由】＜就学前＞ 

                  ＜母親＞          ＜父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.5 

16.3 

3.0 

19.7 

0.0 

7.3 

1.7 

0.0 

1.3 

31.3 

29.6 

8.2 

0.4 

3.0 

15.5 

15.0 

0 10 20 30 40

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

出産後すぐに仕事に復帰した
かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しく
なる

保育所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、親にみてもらうな
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

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の取得要
件を満たさなかった

育児休業を取れることを知らな
かった

産前産後の休暇を取得できること
を知らなかった

その他

無回答

(MA%)

(N=233)

12.2 

14.1 

0.4 

1.5 

1.5 

13.6 

0.7 

7.9 

12.2 

0.2 

6.2 

0.0 

1.0 

0.6 

2.8 

64.4 

0 20 40 60 80
(MA%)

(N=1,086)
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（２）子どもと一緒に過ごす１日当たりの時間と評価 

問36[26] １日当たりの子どもと一緒に過ごす時間はどのくらいですか。１週間の平均的

な時間をお答えください。また、その時間は十分だと思いますか。 

   枠内の選択肢の中から番号を１つ選び、記入してください。 

平日に就学前児童の子どもと一緒に過ごす時間は、母親は「12時間以上」が43.3％で最

も多く、次いで「３～６時間未満」が25.7％、「６～12時間未満」が23.5％となっている。

父親は「３～６時間未満」が34.7％で最も多く、次いで「１～３時間未満」が34.5％、「６

～12時間未満」が9.6％となっている。 

小学生では、母親は「３～６時間未満」が46.7％で最も多く、次いで「６～12時間未満」

が27.8％、「12時間以上」が12.6％、「１～３時間未満」が6.9％となっている。父親は「１

～３時間未満」が39.7％で最も多く、次いで「３～６時間未満」が33.3％、「１時間未満」

が8.3％となっている。 

【平日に子どもと一緒に過ごす１日当たりの時間】 

＜就学前・母親＞            ＜就学前・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生・母親＞            ＜小学生・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

2.3 

25.7 

23.5 

43.3 

5.3 

0 10 20 30 40 50

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

(n=1,563)

6.3 

34.5 

34.7 

9.6 

8.3 

6.6 

0 10 20 30 40

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

(n=1,459)

0.0 

6.9 

46.7 

27.8 

12.6 

5.9 

0 20 40 60

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)
(n=1,736)

8.3 

39.7 

33.3 

7.8 

3.2 

7.6 

0 10 20 30 40 50

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

(n=1,558)
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休日に就学前児童の子どもと一緒に過ごす時間は、母親は「12時間以上」が84.7％で最

も多く、次いで「６～12時間未満」が5.7％となっている。父親は「12時間以上」が61.3％

で最も多く、次いで「６～12時間未満」が17.3％となっている。 

小学生では、母親は「12時間以上」が63.2％で最も多く、次いで「６～12時間未満」が

20.0％となっている。父親は「12時間以上」が43.7％で最も多く、次いで「６～12時間未

満」が24.9％となっている。 

【休日に子どもと一緒に過ごす１日当たりの時間】 

＜就学前・母親＞            ＜就学前・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生・母親＞            ＜小学生・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

0.4 

1.3 

5.7 

84.7 

7.9 

0 20 40 60 80 100

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)
(n=1,563)

0.8 

2.7 

8.4 

17.3 

61.3 

9.5 

0 20 40 60 80

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)
(n=1,459)

0.0 

0.9 

7.1 

20.0 

63.2 

8.8 

0 20 40 60 80

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)
(n=1,736)

1.2 

5.2 

14.4 

24.9 

43.7 

10.5 

0 10 20 30 40 50

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)
(n=1,558)
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平日に子どもと一緒に過ごす時間について前回調査と比較すると、就学前・小学生の母

親・父親のいずれも「12時間以上」が前回より高い割合となっている。 

【平日に子どもと一緒に過ごす１日当たりの時間（前回調査との比較）】 

＜就学前・母親＞            ＜就学前・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生・母親＞            ＜小学生・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

2.3 

25.7 

23.5 

43.3 

5.3 

0.1 

8.4 

32.9 

25.1 

26.7 

6.8 

0 10 20 30 40 50

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

今回調査

(n=1,563)

前回調査

(n=1,687)

6.3 

34.5 

34.7 

9.6 

8.3 

6.6 

9.5 

42.6 

28.4 

3.9 

1.9 

13.8 

0 10 20 30 40 50

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

今回調査

(n=1,459)

前回調査

(n=1,687)

0.0 

6.9 

46.7 

27.8 

12.6 

5.9 

0.1 

13.1 

46.9 

24.2 

4.9 

10.8 

0 10 20 30 40 50

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

今回調査

(n=1,736)

前回調査

(n=1,025)

8.3 

39.7 

33.3 

7.8 

3.2 

7.6 

8.1 

38.8 

23.5 

3.9 

1.5 

24.2 

0 10 20 30 40 50

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

今回調査

(n=1,558)

前回調査

(n=1,025)
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休日に子どもと一緒に過ごす時間について前回調査と比較すると、平日同様、就学前・

小学生の母親・父親のいずれも「12時間以上」が前回より高く、いずれも16％以上の差と

なっている。 

【休日に子どもと一緒に過ごす１日当たりの時間（前回調査との比較）】 

＜就学前・母親＞            ＜就学前・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生・母親＞            ＜小学生・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

0.4 

1.3 

5.7 

84.7 

7.9 

0.0 

1.3 

6.3 

14.0 

68.0 

10.3 

0 20 40 60 80 100

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

今回調査

(n=1,563)

前回調査

(n=1,687)

0.8 

2.7 

8.4 

17.3 

61.3 

9.5 

1.3 

4.4 

13.8 

22.1 

41.8 

16.5 

0 20 40 60 80

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

今回調査

(n=1,459)

前回調査

(n=1,687)

0.0 

0.9 

7.1 

20.0 

63.2 

8.8 

0.1 

1.9 

12.6 

25.8 

43.8 

15.9 

0 20 40 60 80

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

今回調査

(n=1,736)

前回調査

(n=1,025)

1.2 

5.2 

14.4 

24.9 

43.7 

10.5 

2.0 

6.6 

17.8 

19.1 

26.8 

27.7 

0 10 20 30 40 50

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

今回調査

(n=1,558)

前回調査

(n=1,025)
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子どもと一緒に過ごす時間は十分かについては、就学前の母親の平日は「十分だと思う」

が44.0％で最も多く、次いで「まあまあ十分だと思う」が22.8％となっている。母親の休

日は、「十分だと思う」が78.8％で最も多く、次いで「まあまあ十分だと思う」が11.2％

となっており、平日、休日とも母親は『十分』（「十分だと思う」と「まあまあ十分だと思

う」をあわせた割合）が過半数を占めている。 

就学前の父親の平日は「不十分だと思う」が31.3％で最も多く、次いで「まあまあ十分

だと思う」が24.3％となっており、『十分』は36.7％となっている。父親の休日は、「十分

だと思う」が52.9％で最も多く、次いで「まあまあ十分だと思う」が19.3％となっている。 

小学生の母親の平日は「まあまあ十分だと思う」が32.5％で最も多く、次いで「十分だ

と思う」が30.4％となっている。母親の休日は、「十分だと思う」が65.0％で最も多く、

次いで「まあまあ十分だと思う」が21.1％となっている。 

小学生の父親の平日は「不十分だと思う」が27.3％で最も多く、次いで「まあまあ十分

だと思う」が26.6％となっている。父親・休日は、「十分だと思う」が45.8％で最も多く、

次いで「まあまあ十分だと思う」が24.1％となっている。 

【子どもと一緒に過している時間は十分か】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.4 

52.9 

24.3 

19.3 

21.7 

9.4 

31.3 

8.6 

4.0 

2.9 

6.2 

7.0 

父親・平日

父親・休日

(%)
0 20 40 60 80 100

十分だと思う

まあまあ十分

だと思う

あまり十分

だと思わない 不十分だと思う

わからない

無回答(n=1,459)

44.0 

78.8 

22.8 

11.2 

14.3 

1.1 

12.3 

1.2 

2.2 

1.7 

4.3 

6.0 

母親・平日

母親・休日

(%)
0 20 40 60 80 100

十分だと思う
まあまあ

十分だと思う

あまり十分だ

と思わない

不十分だと思う

わからない

無回答(n=1,563)

30.4 

65.0 

32.5 

21.1 

18.6 

4.6 

12.0 

2.7 

2.2 

1.7 

4.3 

4.8 

母親・平日

母親・休日

(%)
0 20 40 60 80 100

十分だと思う まあまあ十分だと思う

あまり十分

だと思わない

不十分だと思う

わからない

無回答(n=1,736)

12.3 

45.8 

26.6 

24.1 

23.6 

11.0 

27.3 

9.9 

4.4 

3.1 

5.8 

6.0 

父親・平日

父親・休日

(%)
0 20 40 60 80 100

十分だと思う

まあまあ

十分だと思う
あまり十分

だと思わない 不十分だと思う

わからない

無回答(n=1,558)
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（３）１日当たりの家事時間 

問37[27] １日当たり家事を何時間くらいしますか。 

   １週間の平均的な時間を記入してください。 

１日当たりの家事時間は、就学前の母親は「３～６時間未満」が53.7％で最も多く、次

いで「６～12時間未満」が18.5％、「１～３時間未満」が13.6％となっている。就学前の

父親は「１～３時間未満」が48.8％で最も多く、次いで「１時間未満」が34.7％となって

いる。 

小学生の母親は「３～６時間未満」が56.3％で最も多く、次いで「６～12時間未満」が

16.9％、「１～３時間未満」が14.8％となっている。父親は、「１時間未満」が42.3％で最

も多く、次いで「１～３時間未満」が42.0％となっている。 

【１日当たりの家事時間】 

＜就学前・母親＞             ＜就学前・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生・母親＞             ＜小学生・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.1 

13.6 

53.7 

18.5 

8.4 

5.8 

0 20 40 60

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

(n=1,563)

34.7 

48.8 

4.9 

1.0 

0.3 

10.3 

0 20 40 60

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)

(n=1,459)

0.1 

14.8 

56.3 

16.9 

6.7 

5.2 

0 20 40 60

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)
(n=1,736)

42.3 

42.0 

3.9 

1.6 

0.4 

9.8 

0 20 40 60

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答

(%)
(n=1,558)
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母親の就労状況別でみると、就学前の母親ではいずれも「３～６時間未満」が50％台で

最も多く、「６～12時間未満」、「12時間以上」は“働いていない（学生含む）”で最も高く

なっている。父親では「１時間未満」は“働いていない（学生含む）”（43.5％）が最も高

く、「１～３時間未満」、「３～６時間未満」は“フルタイム（休業中含む）”が最も高くなっ

ている。 

【母親の就労状況別 １日当たりの家事時間】 

＜就学前・母親＞              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜就学前・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.1 

0.0 

0.0 

0.2 

13.6 

24.2 

12.6 

4.3 

53.7 

57.0 

54.2 

50.8 

18.5 

9.2 

19.3 

26.3 

8.4 

5.8 

7.7 

11.7 

5.8 

3.8 

6.3 

6.8 

全体
(n=1,563)

フルタイム（休業中含む）
(n=521)

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=493)

働いていない（学生含む）
(n=532)

(%)
0 20 40 60 80 100

１時間未満

１～３時間未満

３～６時間未満 ６～12時間未満

12時間以上

無回答

34.8 

26.1 

34.3 

43.5 

48.8 

58.1 

49.1 

40.7 

4.8 

5.8 

4.9 

3.9 

1.0 

1.5 

1.8 

0.0 

0.3 

0.9 

0.0 

0.0 

10.3 

7.7 

10.0 

11.9 

全体
(n=1,456)

フルタイム（休業中含む）
(n=468)

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=452)

働いていない（学生含む）
(n=519)

(%)
0 20 40 60 80 100

１時間未満 １～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満
12時間以上

無回答



- 155 - 

小学生の母親ではいずれも「３～６時間未満」が50％台で最も多く、「６～12時間未満」、

「12時間以上」は“働いていない（学生含む）”で最も高くなっている。父親では「１時

間未満」は“働いていない（学生含む）”（49.7％）が最も高く、「１～３時間未満」は“フ

ルタイム（休業中含む）”（52.4％）が最も高くなっている。 

【母親の就労状況別 １日当たりの家事時間】 

＜小学生・母親＞              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生・父親＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 

0.2 

0.0 

0.3 

14.8 

27.7 

11.4 

3.9 

56.3 

54.7 

59.6 

52.2 

16.9 

8.5 

17.3 

27.0 

6.7 

3.8 

6.6 

11.2 

5.2 

5.1 

5.0 

5.5 

全体
(n=1,736)

フルタイム（休業中含む）
(n=552)

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=773)

働いていない（学生含む）
(n=385)

(%)
0 20 40 60 80 100

１時間未満

１～３時間未満 ３～６時間未満 ６～12時間未満

12時間以上

無回答

42.6 

30.6 

46.6 

49.7 

42.1 

52.4 

39.2 

36.1 

3.7 

5.7 

2.7 

2.4 

1.6 

2.5 

1.0 

1.6 

0.5 

0.7 

0.4 

0.3 

9.7 

8.2 

10.1 

9.8 

全体
(n=1,544)

フルタイム（休業中含む）
(n=441)

パート・アルバイト・派遣
（休業中含む）(n=712)

働いていない（学生含む）
(n=368)

(%)
0 20 40 60 80 100

１時間未満 １～３時間未満

３～６時間未満

６～12時間未満

12時間以上

無回答
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（４）仕事と子育てを両立させる上での課題 

問38[28] 仕事と子育てを両立させる上で課題と思うことは何ですか。 

   （あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

仕事と子育てを両立させる上での課題については、就学前は「子どもや自分が病気のと

きに代わりに子どもをみる人がいないこと」が50.4％で最も多く、次いで「子どもと接す

る時間が少ないこと」が38.2％、「残業や出張が入ること」が36.2％となっている。小学

生は「子どもや自分が病気のときに代わりに子どもをみる人がいないこと」が41.2％で最

も多く、次いで「子どもと接する時間が少ないこと」が35.8％、「残業や出張が入ること」

が31.4％となっている。 

【仕事と子育てを両立させる上での課題】 

＜就学前＞         ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.2 

50.4 

25.6 

6.3 

25.8 

26.4 

5.3 

15.7 

38.2 

5.6 

8.5 

0 20 40 60

残業や出張が入ること

子どもや自分が病気のときに代わりに
子どもをみる人がいないこと

配偶者の協力が得られないこと

自身や配偶者の親などの理解が得られ
ないこと

職場に子育てを支援する制度がない
こと

職場の理解や協力が得られないこと

子どもの他に自身や配偶者の親等の
介護をしなければならないこと

子どもを預かってくれる保育所などが
みつからないこと

子どもと接する時間が少ないこと

その他

無回答

(MA%)

(N=1,568)

31.4 

41.2 

20.1 

3.7 

17.5 

12.6 

6.7 

4.1 

35.8 

7.1 

14.3 

0 20 40 60
(MA%)

(N=1,752)
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16 行政への要望 

（１）充実してほしい子育て支援サービス 

問39[29] 市役所などに対して、あなたの子育て経験などから、どのような子育て支援サー

ビスを充実してほしいですか（あてはまる番号全てに○をつけてください。） 

充実してほしい子育て支援サービスは、就学前は「育児休業給付の拡充などの子育て世

帯への経済的援助の拡充」が61.1％で最も多く、次いで「親子が安心して集まれる公園や

遊び場などの屋外の施設を整備する」が56.6％、「小児救急等安心して子どもが医療機関

を利用できる体制を整備する」が44.5％となっている。小学生は「育児休業給付の拡充な

どの子育て世帯への経済的援助の拡充」が57.4％で最も多く、次いで「親子が安心して集

まれる公園や遊び場などの屋外の施設を整備する」が47.9％、「子どもの安全を確保する

対策を充実する」が46.9％となっている。 

【充実してほしい子育て支援サービス】 

                  ＜就学前＞         ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.9 

14.6 

35.3 

21.3 

20.4 

16.3 

20.5 

10.4 

5.0 

26.5 

20.0 

11.6 

42.9 

46.9 

7.9 

57.4 

9.4 

2.7 

4.5 

2.2 

0 20 40 60 80
(MA%)

(N=1,752)

56.6 

20.3 

44.2 

44.4 

22.3 

15.8 

17.9 

14.4 

7.3 

38.2 

30.0 

13.2 

44.5 

39.6 

8.5 

61.1 

11.3 

3.8 

3.1 

2.3 

0 20 40 60 80

親子が安心して集まれる公園や遊び場
などの屋外の施設を整備する

親子が安心して集まれる保育所や
幼稚園の運動場の開放を増やす

親子が安心して集まれるつどいの広場
などの屋内の施設を整備する

子連れでも安心して出かけられるよう
に子育てのバリアフリー化

子どもに関する窓口の一本化や利用
しやすい案内を充実する

子育てに困ったときの相談体制を充実
する

子育て支援に関する情報提供を充実
する

親子教室の開催回数の増加と内容の
充実を図る

子育てサークル活動への支援を充実
する

保育所や放課後児童クラブなど子ども
を預ける施設を増やす

幼稚園の預かり保育の延長や夏休み
などの預かり保育を充実する

ＮＰＯなどによる子育て支援サービス
に対する支援を行う

小児救急等安心して子どもが医療機関
を利用できる体制を整備する

子どもの安全を確保する対策を充実
する

子育ての講座など子育てについて
学べる機会をつくる

育児休業給付の拡充などの子育て世帯
への経済的援助の拡充

公営住宅の優先入居など住宅面での
配慮や支援に取り組む

その他

特になし

無回答

(MA%)

(N=1,568)
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子どもの年齢（学年）別でみると、就学前では「子連れでも安心して出かけられるよう

に子育てのバリアフリー化」が０歳（60.4％）で最も高く、低年齢児ほど高い割合となっ

ている。 

小学生では「保育所や放課後児童クラブなど子どもを預ける施設を増やす」は小学１年

生～小学３年生で30％台と高くなっている。 

【子どもの年齢（学年）別 充実してほしい子育て支援サービス】 

＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MA%)
親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ
る
公
園
や
遊
び

場
な
ど
の
屋
外
の
施
設
を
整
備
す
る

親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ
る
保
育
所
や
幼

稚
園
の
運
動
場
の
開
放
を
増
や
す

親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ
る
つ
ど
い
の
広

場
な
ど
の
屋
内
の
施
設
を
整
備
す
る

子
連
れ
で
も
安
心
し
て
出
か
け
ら
れ
る
よ

う
に
子
育
て
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化

子
ど
も
に
関
す
る
窓
口
の
一
本
化
や
利
用

し
や
す
い
案
内
を
充
実
す
る

子
育
て
に
困
っ

た
と
き
の
相
談
体
制
を
充

実
す
る

子
育
て
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
を
充
実

す
る

親
子
教
室
の
開
催
回
数
の
増
加
と
内
容
の

充
実
を
図
る

子
育
て
サ
ー

ク
ル
活
動
へ
の
支
援
を
充
実

す
る

保
育
所
や
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
な
ど
子
ど

も
を
預
け
る
施
設
を
増
や
す

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
の
延
長
や
夏
休
み

な
ど
の
預
か
り
保
育
を
充
実
す
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
に
よ
る
子
育
て
支
援
サ
ー

ビ

ス
に
対
す
る
支
援
を
行
う

小
児
救
急
等
安
心
し
て
子
ど
も
が
医
療
機

関
を
利
用
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る

子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る
対
策
を
充
実

す
る

子
育
て
の
講
座
な
ど
子
育
て
に
つ
い
て
学

べ
る
機
会
を
つ
く
る

育
児
休
業
給
付
の
拡
充
な
ど
の
子
育
て
世

帯
へ
の
経
済
的
援
助
の
拡
充

公
営
住
宅
の
優
先
入
居
な
ど
住
宅
面
で
の

配
慮
や
支
援
に
取
り
組
む

そ
の
他

特
に
な
し

無
回
答

全体
(n=1,568)

56.6 20.3 44.2 44.4 22.3 15.8 17.9 14.4 7.3 38.2 30.0 13.2 44.5 39.6 8.5 61.1 11.3 3.8 3.1 2.3

０歳
(n=240)

57.5 26.3 43.8 60.4 22.9 12.9 19.2 20.4 11.3 34.2 23.8 18.3 45.4 35.8 10.4 61.7 13.3 5.0 4.6 1.3

１歳
(n=245)

61.6 23.3 51.0 53.9 21.6 16.7 19.6 14.3 6.5 36.7 29.4 17.1 46.1 42.0 9.0 64.5 12.2 4.1 3.3 1.6

２歳
(n=277)

57.8 19.9 46.6 45.1 17.3 14.4 14.4 12.3 6.5 36.5 27.4 11.2 48.0 41.5 5.8 64.6 9.7 2.2 4.0 3.6

３歳
(n=227)

51.5 17.2 42.3 39.2 20.3 12.8 12.8 10.6 4.4 34.8 33.0 9.7 40.1 35.7 5.3 53.7 8.4 4.8 2.6 1.8

４歳
(n=262)

56.5 16.4 41.6 37.8 26.7 21.0 22.5 16.8 8.0 46.6 35.5 13.7 42.4 42.7 11.5 62.2 10.7 3.4 1.9 1.9

５歳
(n=245)

56.3 17.6 41.2 30.6 24.5 18.0 18.4 11.4 5.7 40.0 32.7 10.2 45.3 39.6 8.6 59.6 12.2 4.1 1.6 2.4

(MA%)
親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ
る
公
園
や
遊
び

場
な
ど
の
屋
外
の
施
設
を
整
備
す
る

親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ
る
保
育
所
や
幼

稚
園
の
運
動
場
の
開
放
を
増
や
す

親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ
る
つ
ど
い
の
広

場
な
ど
の
屋
内
の
施
設
を
整
備
す
る

子
連
れ
で
も
安
心
し
て
出
か
け
ら
れ
る
よ

う
に
子
育
て
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化

子
ど
も
に
関
す
る
窓
口
の
一
本
化
や
利
用

し
や
す
い
案
内
を
充
実
す
る

子
育
て
に
困
っ

た
と
き
の
相
談
体
制
を
充

実
す
る

子
育
て
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
を
充
実

す
る

親
子
教
室
の
開
催
回
数
の
増
加
と
内
容
の

充
実
を
図
る

子
育
て
サ
ー

ク
ル
活
動
へ
の
支
援
を
充
実

す
る

保
育
所
や
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
な
ど
子
ど

も
を
預
け
る
施
設
を
増
や
す

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
の
延
長
や
夏
休
み

な
ど
の
預
か
り
保
育
を
充
実
す
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
に
よ
る
子
育
て
支
援
サ
ー

ビ

ス
に
対
す
る
支
援
を
行
う

小
児
救
急
等
安
心
し
て
子
ど
も
が
医
療
機

関
を
利
用
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る

子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る
対
策
を
充
実

す
る

子
育
て
の
講
座
な
ど
子
育
て
に
つ
い
て
学

べ
る
機
会
を
つ
く
る

育
児
休
業
給
付
の
拡
充
な
ど
の
子
育
て
世

帯
へ
の
経
済
的
援
助
の
拡
充

公
営
住
宅
の
優
先
入
居
な
ど
住
宅
面
で
の

配
慮
や
支
援
に
取
り
組
む

そ
の
他

特
に
な
し

無
回
答

全体
(n=1,752)

47.9 14.6 35.3 21.3 20.4 16.3 20.5 10.4 5.0 26.5 20.0 11.6 42.9 46.9 7.9 57.4 9.4 2.7 4.5 2.2

小学１年生
(n=311)

53.7 14.5 40.2 27.0 21.2 14.8 20.9 10.0 3.5 31.5 24.4 13.5 44.4 49.5 7.7 56.6 7.7 2.6 2.9 1.3

小学２年生
(n=285)

49.5 15.4 37.9 23.5 21.8 13.7 20.0 13.0 6.7 33.0 23.2 13.0 45.6 47.0 8.4 61.8 10.2 3.2 3.5 1.1

小学３年生
(n=294)

43.2 12.6 35.4 21.4 20.7 21.4 24.1 10.2 4.1 31.0 22.1 14.3 41.8 44.2 8.5 59.9 9.9 2.4 3.4 2.7

小学４年生
(n=261)

50.2 16.1 38.3 20.3 18.8 17.2 21.8 12.3 6.1 24.5 17.6 10.7 48.7 51.7 9.2 57.5 10.3 4.6 3.8 3.4

小学５年生
(n=264)

49.6 16.7 30.7 20.5 21.2 17.0 19.3 11.0 5.3 20.1 17.4 11.7 40.2 49.2 8.0 59.1 8.7 3.8 4.9 1.1

小学６年生
(n=283)

42.0 14.5 29.3 14.5 18.7 13.1 18.0 6.4 4.6 19.8 16.3 7.1 37.5 42.4 6.0 51.6 10.2 0.4 8.1 2.8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 放課後児童クラブ（チビッコホーム） 

アンケート調査結果 
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Ⅲ 放課後児童クラブ（チビッコホーム）アンケート調査結果 

１ 基本的属性 

（１）居住地区（問１） 

回答者の居住小学校区は、「常盤」が8.8％と最も多く、次いで「光明」が7.8％、「山直

北」が6.8％、「城内」が6.2％となっている。 

【居住小学校区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1 

6.2 

1.6 

4.8 

5.7 

5.9 

4.3 

2.2 

8.8 

1.5 

0.4 

3.6 

5.3 

5.6 

4.2 

4.0 

4.5 

4.7 

4.4 

7.8 

6.8 

2.1 

2.1 

1.0 

0.4 

0 2 4 6 8 10

中央

城内

浜

朝陽

東光

旭

太田

修斉

常盤

天神山

東葛城

春木

大芝

大宮

城北

新条

八木北

八木

八木南

光明

山直北

城東

山直南

山滝

その他

(%)
(n=1,619)
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（２）子どもの学年 

子どもの学年は、「小学４年生」が18.5％で最も多く、次いで「小学２年生」が17.2％、

「小学５年生」が17.1％となっている。 

【子どもの学年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学１年生

15.3%

小学２年生

17.2%

小学３年生

15.8%
小学４年生

18.5%

小学５年生

17.1%

小学６年生

16.2%

無回答

0.0%

(n=1,997)
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２ 平日の放課後、土曜日、休日の過ごし方 

（１）平日の放課後、土曜日、日曜日・祝日の過ごす場所 

問３ それぞれのお子さんは、（１）平日（月～金曜日）の放課後、（２）土曜日の日中、

（３）日曜日・祝日の日中をどのような場所で過ごされていますか。あてはまる番

号に○をつけ、（１）平日については、それぞれの利用日数についても（ ）内に具

体的な数字を入れてください。（複数回答可） 

 

① 平日の放課後の過ごす場所 

平日の放課後の過ごし方は、「自宅」が72.7％で最も多く、次いで「習い事（ピアノ教

室、スポーツクラブ、学習塾など）」が66.7％、「祖父母や親戚、友人・知人の家」が25.0％

となっている。 

【平日の放課後の過ごす場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.1 

1.5 

2.5 

66.7 

72.7 

25.0 

17.5 

0.4 

1.5 

3.2 

0.4 

0 20 40 60 80

放課後児童クラブ（チビッコホーム）

放課後児童クラブ（民設）

放課後子ども教室

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、
学習塾など）

自宅

祖父母や親戚、友人・知人の家

公園や図書館などの公共施設

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

(MA%)
(n=1,997)
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子どもの学年別でみると、「自宅」は小学５年生（82.1％）で最も高く、小学４～６年

生で80％台と高くなっている。「放課後児童クラブ（チビッコホーム）」は小学１年生

（42.0％）で最も高く、学年が上がるほど低い割合となっている。 

【子どもの学年別 平日の放課後の過ごす場所】 

 

 

 

 

  

(MA%)
自
宅
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事
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ポ
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ツ
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児
童
ク
ラ
ブ
（

チ

ビ
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コ
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ム
）

放
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後
子
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も
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室
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後
児
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ク
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（
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設
）
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課
後
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デ
イ
サ
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ビ
ス

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

無
回
答

全体
(n=1,997)

72.7 66.7 25.0 17.5 17.1 2.5 1.5 1.5 0.4 3.2 0.4

小学１年生
(n=305)

59.7 54.4 21.6 11.8 42.0 2.3 2.3 1.0 0.7 2.3 0.7

小学２年生
(n=344)

61.6 61.6 20.9 13.4 36.3 4.1 2.9 3.5 0.3 2.9 - 

小学３年生
(n=315)

68.6 66.7 25.7 20.0 21.6 4.1 2.5 1.9 - 1.6 0.6

小学４年生
(n=369)

81.0 70.5 30.6 20.9 5.1 2.4 0.5 0.8 0.3 3.8 0.8

小学５年生
(n=341)

82.1 76.0 27.0 19.9 0.6 0.6 0.9 0.3 0.3 2.9 0.3

小学６年生
(n=323)

81.4 69.7 23.5 18.6 - 1.5 - 1.5 0.6 5.6 - 
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平日の放課後の過ごす場所別で週あたりの過ごす日数をみると、“①放課後児童クラブ

（チビッコホーム）”、“②放課後児童クラブ（民設）”、“⑤自宅”、“⑨放課後等デイサービ

ス”は「５日」が最も多く、“③放課後子ども教室”、“⑥祖父母や親せき、友人・知人の

家”、“⑦公園や図書館などの公共施設”は「１日」が最も多くなっている。 

【平日の放課後の過ごす場所別 週あたりの過ごす日数①】 

＜①放課後児童クラブ（チビッコホーム）（公設）＞   ＜②放課後児童クラブ（民設）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜③放課後子ども教室＞             ＜④習い事＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜⑤自宅＞          ＜⑥祖父母や親戚、友人・知人の家＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9 

2.3 

12.0 

26.9 

57.6 

0.3 

0 20 40 60 80

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=342)

16.7 

6.7 

6.7 

10.0 

53.3 

6.7 

0 20 40 60 80

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=30)

88.0 

4.0 

4.0 

0.0 

4.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=50)

23.6 

29.2 

24.4 

15.1 

6.4 

1.4 

0 20 40 60

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=1,332)

16.7 

20.7 

15.8 

11.9 

27.3 

7.6 

0 10 20 30

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=1,452)

44.2 

17.8 

14.4 

5.2 

11.0 

7.4 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=500)
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【平日の放課後の過ごす場所別 週あたりの過ごす日数②】 

＜⑦公園や図書館などの公共施設＞    ＜⑧ファミリー・サポート・センター＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜⑨放課後等デイサービス＞           ＜⑩その他＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.9 

25.7 

16.6 

7.1 

6.9 

10.9 

0 10 20 30 40

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=350)

14.3 

42.9 

14.3 

14.3 

14.3 

0.0 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=7)

26.7 

6.7 

10.0 

20.0 

36.7 

0.0 

0 10 20 30 40

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=30)

26.6 

14.1 

20.3 

15.6 

14.1 

9.4 

0 10 20 30

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=64)



- 165 - 

② 土曜日、日曜日・祝日の過ごす場所 

土曜日の日中の過ごす場所は、「自宅」が80.6％で最も多く、次いで「習い事（ピアノ

教室、スポーツクラブ、学習塾など）」が41.4％、「祖父母や親戚、友人・知人の家」が38.3％

となっている。 

日曜日・祝日の過ごす場所は、「自宅」が87.5％で最も多く、次いで「祖父母や親戚、

友人・知人の家」が37.2％、「公園や図書館などの公共施設」が23.1％となっている。 

【土曜日、日曜日・祝日の過ごす場所】 

＜土曜日＞             ＜日曜日・祝日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80.6 

41.4 

38.3 

22.5 

6.0 

1.5 

1.3 

0.9 

0.2 

6.0 

2.7 

0 20 40 60 80 100

自宅

習い事（ピアノ教室、
スポーツクラブ、学習

塾など）

祖父母や親戚、友人・
知人の家

公園や図書館などの
公共施設

放課後児童クラブ
（チビッコホーム）

放課後子ども教室

放課後等デイサービス

放課後児童クラブ
（民設）

ファミリー・サポート
・センター

その他

無回答

(MA%)

(n=1,997)

87.5 

37.2 

23.1 

18.5 

0.6 

0.3 

0.3 

0.1 

9.8 

3.0 

0 20 40 60 80 100

自宅

祖父母や親戚、友人・
知人の家

公園や図書館などの
公共施設

習い事（ピアノ教室、
スポーツクラブ、学習

塾など）

ファミリー・サポート
・センター

放課後等デイサービス

放課後子ども教室

放課後児童クラブ
（民設）

その他

無回答

(MA%)
(n=1,997)
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（２）放課後児童クラブの利用時間と希望 

問３（１）～（２）で「１．放課後児童クラブ（チビッコホーム）（公設：市が運営）」を

選ばれたそれぞれのお子さんについておうかがいします。それ以外の方（放課後児童クラ

ブ（チビッコホーム）（公設：市が運営）を利用していない方）は問９へお進みください。 

問４ それぞれのお子さんについて、放課後児童クラブ（チビッコホーム）の平日（月～

金曜日）の１日あたりの利用時間と何時まで利用しているかを記入してください。 

また、希望としてはどのくらい利用したいですか。（ ）内に具体的な数字を入れて

ください。時間は、必ず（18:00）のように24時間制でご記入ください。 

現在の平日の１日あたりの利用時間は、「３時間未満」が42.2％で最も多く、次いで「３

～４時間未満」が26.5％、「４～５時間未満」が11.3％となっている。希望する利用時間

は、「３～４時間未満」が23.8％で最も多く、次いで「３時間未満」が20.3％、「４～５時

間未満」が13.1％となっている。 

【平日の放課後児童クラブの１日あたりの利用時間】 

＜現在＞                  ＜希望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.2 

26.5 

11.3 

2.3 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17.2 

0 10 20 30 40 50

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=344)

20.3 

23.8 

13.1 

7.0 

0.6 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

34.9 

0 10 20 30 40

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=344)
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現在の平日の利用終了時刻は、「17時台まで」が37.2％で最も多く、次いで「16時台ま

で」が29.4％、「18時台（～18時30分）まで」が27.9％となっている。希望する利用終了

時刻は「17時台まで」が30.5％で最も多く、次いで「18時台（～18時30分）まで」が22.7％、

「19時以降まで」が18.0％となっている。 

希望する１週あたりの利用日数は、「５日」が48.0％で最も多く、次いで「６日」が12.2％、

「４日」が10.8％となっている。 

【平日の放課後児童クラブの利用終了時刻】 

＜現在＞                ＜希望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放課後児童クラブの１週あたりの利用希望日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

0.0 

1.2 

29.4 

37.2 

27.9 

0.0 

0.0 

4.4 

0 10 20 30 40

14時より前まで

14時台まで

15時台まで

16時台まで

17時台まで

18時台（～18時
30分）まで

18時台（18時30分
より後）まで

19時以降まで

無回答

(%)

(n=344)

0.0 

0.0 

0.6 

8.1 

30.5 

22.7 

0.3 

18.0 

19.8 

0 10 20 30 40

14時より前まで

14時台まで

15時台まで

16時台まで

17時台まで

18時台（～18時
30分）まで

18時台（18時30分
より後）まで

19時以降まで

無回答

(%)

(n=344)

0.3 

1.2 

3.5 

10.8 

48.0 

12.2 

0.3 

23.8 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

(%)
(n=344)
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（３）放課後児童クラブを利用している理由 

問５ 放課後児童クラブ（チビッコホーム）を利用されている理由について、あてはまる

番号に○をつけてください。（複数回答可） 

放課後児童クラブ（チビッコホーム）を利用している理由は、「保護者が働いている」

が95.2％で最も多くなっている。 

【放課後児童クラブを利用している理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）現在通っている放課後児童クラブへの希望 

問６ 現在通っている放課後児童クラブ（チビッコホーム）にどのようなことを希望しま

すか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可） 

現在通っている放課後児童クラブ（チビッコホーム）への希望については、「朝の利用

時間を早める」が48.3％で最も多く、次いで「夕方の利用時間を延長する」が23.0％、「指

導内容を工夫する」が15.4％となっている。 

【現在通っている放課後児童クラブへの希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

95.2 

1.5 

1.2 

0.6 

0.3 

1.5 

4.2 

0 20 40 60 80 100

保護者が働いている

保護者に病気や障がいがある

保護者が自身や配偶者の親、親せきの
介護をしている

保護者が働く予定である、または求職中
である

保護者が学生である

その他

無回答

(MA%)
(n=331)

48.3 

23.0 

15.4 

15.1 

13.6 

13.0 

21.8 

6.6 

0 20 40 60

朝の利用時間を早める

夕方の利用時間を延長する

指導内容を工夫する

施設や設備を改善する

日曜日や祝日に開所する

その他

特になし

無回答

(MA%)
(n=331)
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（５）土曜日、休日の放課後児童クラブへの利用希望 

問７ それぞれのお子さんは、土曜日、日曜日・祝日に、放課後児童クラブ（チビッコホー

ム）の利用希望がありますか。（仕事や介護などによる定期的な利用で、一時的な利

用は除きます。）あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。希望がある場合は、

（ ）内に具体的な数字を入れてください。時間は必ず（18:00）のように24時間制

でご記入ください。 

① 土曜日 

土曜日の利用希望は、「利用する必要はない」が48.0％で最も多く、次いで「月に１～

２回は利用したい」が27.9％、「ほぼ毎週利用したい」が19.5％となっている。 

【土曜日の放課後児童クラブへの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日にほぼ毎週利用したいと回答した人の利用したい時間帯は、開始時刻は「８時台

（８時30分より前）」が43.3％で最も多く、次いで「８時台（８時30分以降）」が31.3％と

なっている。終了時刻は「18時台（18時30分まで）」が40.3％で最も多く、次いで「17時

台」が26.9％となっている。 

土曜日に月に１～２回は利用したいと回答した人の利用したい時間帯は、開始時刻は

「８時台（８時30分より前）」が42.7％で最も多く、次いで「８時台（８時30分以降）」が

24.0％となっている。終了時刻は「17時台」が35.4％で最も多く、次いで「18時台（18

時30分まで）」が26.0％となっている。 

  

利用する必要はない

48.0%

ほぼ毎週利用したい

19.5%

月に１～２回は利用

したい

27.9%

無回答

4.7%

(n=344)
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【土曜日の利用希望時間帯】 

【ほぼ毎週利用したい人】 

＜開始時刻＞               ＜終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【月に１～２回利用したい人】 

＜開始時刻＞               ＜終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.0 

43.3 

31.3 

7.5 

6.0 

0.0 

0.0 

6.0 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=67)

4.5 

1.5 

3.0 

7.5 

26.9 

40.3 

0.0 

10.4 

6.0 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)

(n=67)

8.3 

42.7 

24.0 

13.5 

2.1 

0.0 

1.0 

8.3 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=96)

3.1 

3.1 

3.1 

8.3 

35.4 

26.0 

0.0 

12.5 

8.3 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)

(n=96)
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② 日曜日・祝日 

日曜日・祝日の利用希望は、「利用する必要はない」が71.2％で最も多く、次いで「月

に１～２回は利用したい」が16.3％、「ほぼ毎週利用したい」が3.8％となっている。 

【日曜日・祝日の放課後児童クラブへの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日曜日・祝日にほぼ毎週利用したいと回答した人（13人）の利用したい時間帯は、開始

時刻は「８時台（８時30分より前）」、「８時台（８時30分以降）」がともに38.5％（５人）

で最も多くなっている。終了時刻は「17時台」が30.8％（４人）で最も多く、次いで「19

時以降まで」が23.1％（３人）となっている。 

日曜日・祝日に月に１～２回は利用したいと回答した人の利用したい時間帯は、開始時

刻は「８時台（８時30分以降）」が37.5％で最も多く、次いで「８時台（８時30分より前）」

が35.7％、「７時台」が12.5％となっている。終了時刻は「18時台（18時30分まで）」が44.6％

で最も多く、次いで「17時台」が33.9％、「19時以降まで」が10.7％となっている。 

  

利用する必要はない

71.2%

ほぼ毎週利用したい

3.8%

月に１～２回は利用

したい

16.3%

無回答

8.7%

(n=344)
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【日曜日・祝日の利用希望時間帯】 

【ほぼ毎週利用したい人】 

＜開始時刻＞               ＜終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【月に１～２回利用したい人】 

＜開始時刻＞               ＜終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

38.5 

38.5 

0.0 

7.7 

0.0 

0.0 

15.4 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=13)

0.0 

7.7 

7.7 

0.0 

30.8 

15.4 

0.0 

23.1 

15.4 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)
(n=13)

12.5 

35.7 

37.5 

3.6 

7.1 

0.0 

1.8 

1.8 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時
30分より前）

８時台（８時
30分以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=56)

3.6 

0.0 

1.8 

3.6 

33.9 

44.6 

0.0 

10.7 

1.8 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)

(n=56)
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（６）月に１～２回利用したい理由 

問７（１）または（２）で、「３．月に１～２回は利用したい」を選ばれた方におうかがい

します。 

問７-1 毎週ではなく、月に１～２回利用したい理由は何ですか。あてはまる番号に○を

つけてください。（複数回答可） 

放課後児童クラブ（チビッコホーム）を月に１～２回利用したいと回答した人に、その

理由をたずねると、「月に数回仕事が入るため」が84.6％で最も多く、次いで「平日にす

ませられない用事をまとめてすませるため」が22.8％、「息抜きのため」が6.5％となって

いる。 

【月に１～２回利用したい理由】 

 

 

 

 

 

 

 

  

84.6 

22.8 

6.5 

4.9 

7.3 

4.1 

0 20 40 60 80 100

月に数回仕事が入るため

平日にすませられない用事をまとめて
すませるため

息抜きのため

自身や配偶者の親、親せきの介護や
手伝いが必要なため

その他

無回答

(MA%)
(n=123)
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（７）長期学校休業期間中の利用希望 

問８ それぞれのお子さんは、長期学校休業期間のみに、放課後児童クラブ（チビッコホー

ム）の利用を希望しますか。あてはまる番号に○をつけてください。また、希望す

る期間、利用したい時間帯についてもご記入ください。時間帯は、具体的な数字で、

必ず（18:00）のように24時間制でご記入ください。 

長期学校休業期間中の利用希望は、「長期学校休業期間のみの利用を希望する」が34.6％、

「１年中（長期学校休業期間も含め）利用したい」が59.9％となっている。 

子どもの学年別でみると、小学４年生は、「長期学校休業期間のみの利用を希望する」

が52.6％（10人）のほうが多いが、それ以外の学年では「１年中（長期学校休業期間も含

め）利用したい」のほうが多くなっている。 

【長期学校休業期間中の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの学年別 長期学校休業期間中の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長期学校休業期間の

みの利用を希望する

34.6%

１年中（長期学校休

業期間も含め）利用

したい

59.9%

無回答

5.5%

(n=344)

34.6 

25.6 

40.0 

37.7 

52.6 

0.0 

59.9 

68.2 

56.0 

53.6 

47.4 

100.0 

5.5 

6.2 

4.0 

8.7 

0.0 

0.0 

全体
(n=344)

小学１年生
(n=129)

小学２年生
(n=125)

小学３年生
(n=69)

小学４年生
(n=19)

小学５年生
(n=2)

小学６年生
(n=0)

(%)
0 20 40 60 80 100

長期学校休業期間のみの

利用を希望する

１年中（長期学校休業期間も含め）

利用したい 無回答
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「長期学校休業期間のみの利用を希望する」と回答した人に、長期学校休業期間別の利

用希望をたずねると、「希望する」は春休み期間が89.1％、夏休み期間が96.6％、冬休み

期間が84.0％となっている。 

春休み期間に希望する利用時間帯では、開始時刻は「８時台（８時30分より前）」が44.3％

で最も多く、次いで「８時台（８時30分以降）」が31.1％となっている。終了時刻は「17

時台」が43.4％で最も多く、次いで「18時台（18時30分まで）」が28.3％となっている。 

【長期学校休業期間別 放課後児童クラブの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【春休みの利用希望時間帯】 

＜開始時刻＞                ＜終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.1 

96.6 

84.0 

4.2 

1.7 

7.6 

6.7 

1.7 

8.4 

春休み期間

夏休み期間

冬休み期間

(%)

0 20 40 60 80 100

希望する
希望しない

無回答(n=119)

6.6 

44.3 

31.1 

14.2 

2.8 

0.0 

0.0 

0.9 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=106)

0.9 

0.9 

2.8 

15.1 

43.4 

28.3 

0.0 

7.5 

0.9 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)
(n=106)
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夏休み期間に希望する利用時間帯では、開始時刻は「８時台（８時30分より前）」が44.3％

で最も多く、次いで「８時台（８時30分以降）」が30.4％となっている。終了時刻は「17

時台」が45.2％で最も多く、次いで「18時台（18時30分まで）」が27.0％となっている。 

冬休み期間に希望する利用時間帯では、開始時刻は「８時台（８時30分より前）」が46.0％

で最も多く、次いで「８時台（８時30分以降）」が30.0％となっている。終了時刻は「17

時台」が41.0％で最も多く、次いで「18時台（18時30分まで）」が27.0％となっている。 

【夏休みの利用希望時間帯】 

＜開始時刻＞                ＜終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【冬休みの利用希望時間帯】 

＜開始時刻＞                ＜終了時刻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.0 

46.0 

30.0 

13.0 

2.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=100)

0.9 

0.9 

2.6 

13.9 

45.2 

27.0 

0.0 

7.0 

2.6 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)
(n=115)

1.0 

1.0 

2.0 

18.0 

41.0 

27.0 

0.0 

8.0 

2.0 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)

(n=100)

6.1 

44.3 

30.4 

13.9 

2.6 

0.0 

0.0 

2.6 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=115)
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（８）放課後児童クラブを利用していない理由 

問３（１）～（２）で「１．放課後児童クラブ（チビッコホーム）（公設：市が運営）」を

選ばなかった方（放課後児童クラブ(チビッコホーム)(公設：市が運営)を利用していない

方）におうかがいします。 

問９ 放課後児童クラブ（チビッコホーム）を利用していない理由は何ですか。それぞれ

のお子さんについて、下の【選択肢】の中からもっともあてはまる番号１つを選び、

（ ）にご記入ください。 

放課後児童クラブ（チビッコホーム）を利用していない人の利用していない理由は、「保

護者が働かずに子どもの面倒をみているため利用する必要がない」が27.5％で最も多く、

次いで「保護者は働いているが、短時間なら子どもだけでも大丈夫だから」が17.4％、「自

身や配偶者の親、親せきがみている」が13.5％となっている。 

【放課後児童クラブを利用していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.5 

17.4 

13.5 

7.4 

2.4 

1.6 

1.1 

0.7 

0.4 

10.6 

19.9 

0 10 20 30

保護者が働かずに子どもの面倒をみている
ため利用する必要がない

保護者は働いているが、短時間なら子ども
だけでも大丈夫だから

自身や配偶者の親、親せきがみている

保護者は働いているが、子どもは習い事で
利用する必要がない

保護者が働いていて利用したいが、空きが
ない

保護者が働いていて利用したいが、経済的な
理由で利用できない

民間が運営している放課後児童クラブを利用
しているから

近所の人や保護者の友人・知人がみている

保護者が働いていて利用したいが、時間帯の
条件が合わない

その他

無回答

(MA%)
(n=1,653)
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（９）未利用者の今後の利用希望 

問9-1 それぞれのお子さんは、今後、保護者の就労などの理由で、放課後児童クラブ（チ

ビッコホーム）を利用したいとお考えですか。「１」～「３」のいずれかあてはまる

番号に○をつけてください。希望がある場合は（ ）内に具体的な数字を入れてく

ださい。Ａ～Ｃの利用希望もご記入ください。時間は、必ず（18:00）のように２４

時間制でご記入ください。 

放課後児童クラブ（チビッコホーム）未利用者の今後の利用希望については、「利用し

ない」が68.0％で最も多く、次いで「長期学校休業期間のみ利用したい」が17.1％、「期

間にかかわらず１年中利用したい」が5.7％となっている。 

「期間にかかわらず１年中利用したい」と回答した人の希望する１週あたりの利用日数

は、「５日」が35.1％で最も多く、次いで「６日」が18.1％、「３日」が12.8％、「２日」、

「４日」がそれぞれ7.4％、「１日」が3.2％となっている。希望する１日あたりの利用時

間は、「３～４時間未満」が17.0％で最も多く、次いで「３時間未満」が12.8％となって

いる。 

【未利用者の今後の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１年中利用したい人の１週あたりの利用希望日数】 【１年中利用したい人の１日あたりの利用希望時間】 

 

 

 

 

 

 

  

期間にかかわらず

１年中利用したい

5.7%

長期学校休業期間の

み利用したい

17.1%

利用しない

68.0%

無回答

9.3%

(n=1,653)

3.2 

7.4 

12.8 

7.4 

35.1 

18.1 

1.1 

14.9 

0 10 20 30 40

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

(%)
(n=94)

12.8 

17.0 

8.5 

3.2 

0.0 

0.0 

3.2 

0.0 

1.1 

54.3 

0 20 40 60

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)

(n=94)
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希望する利用時間帯は、「18時台（～18時30分）まで」が37.2％で最も多く、次いで「19

時以降まで」が19.1％、「17時台まで」が17.0％となっている。 

【１年中利用したい人の利用希望終了時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

0.0 

1.1 

7.4 

17.0 

37.2 

0.0 

19.1 

18.1 

0 10 20 30 40

14時より前まで

14時台まで

15時台まで

16時台まで

17時台まで

18時台（～18時30分）まで

18時台（18時30分より後）まで

19時以降まで

無回答

(%)
(n=94)
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土曜日の利用希望は、「ある」が51.1％、「ない」が37.2％となっている。 

土曜日に利用希望があると回答した人の利用希望時間帯では、開始時刻は「８時台（８

時30分より前）」が37.5％で最も多く、次いで「９時台」が31.3％となっている。終了時

刻は「18時台（18時30分まで）」が39.6％で最も多く、次いで「19時以降まで」が18.8％

となっている。 

【１年中利用したい人の土曜日の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土曜日の利用希望開始時刻】       【土曜日の利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

51.1%ない

37.2%

無回答

11.7%

(n=94)

8.3 

37.5 

12.5 

31.3 

2.1 

0.0 

2.1 

6.3 

0 10 20 30 40

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=48)

10.4 

0.0 

2.1 

8.3 

14.6 

39.6 

0.0 

18.8 

6.3 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)
(n=48)
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日曜日・祝日の利用希望は、「ある」が19.1％、「ない」が58.5％となっている。 

日曜日・祝日に利用希望があると回答した人（18人）の利用希望時間帯では、開始時刻

は「８時台（８時30分より前）」、「９時台」がともに22.2％（４人）で最も多くなってい

る。終了時刻は「18時台（18時30分まで）」が33.3％（６人）で最も多く、次いで「19時

以降まで」が22.2％（４人）となっている。 

【１年中利用したい人の日曜日・祝日の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日曜日・祝日の利用希望開始時刻】    【日曜日・祝日の利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

19.1%

ない

58.5%

無回答

22.3%

(n=94)

16.7 

22.2 

16.7 

22.2 

11.1 

0.0 

0.0 

11.1 

0 10 20 30

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=18)

5.6 

0.0 

5.6 

11.1 

11.1 

33.3 

0.0 

22.2 

11.1 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)
(n=18)
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長期学校休業期間のみ利用したい人の利用希望をみると、利用希望が「ある」は春休み

期間は62.8％、夏休み期間は96.5％、冬休み期間は59.6％となっている。 

長期学校休業期間のみ利用したい人の利用希望時間帯では、春休みの利用開始時刻は「９

時台」が40.1％で最も多く、次いで「８時台（８時30分より前）」が31.1％となっている。

終了時刻は「17時台」が29.4％で最も多く、次いで「15時台」が19.8％となっている。 

【長期学校休業期間別 長期学校休業期間のみ利用したい人の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【春休みの利用希望開始時刻】        【春休みの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62.8 

96.5 

59.6 

7.8 

2.1 

9.2 

29.4 

1.4 

31.2 

春休み期間

夏休み期間

冬休み期間

(%)

0 20 40 60 80 100

ある ない 無回答(n=282)

4.5 

31.1 

21.5 

40.1 

0.6 

0.0 

1.7 

0.6 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=177)

10.7 

2.3 

19.8 

19.2 

29.4 

15.8 

0.0 

2.3 

0.6 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)

(n=177)
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夏休みの利用開始時刻は「９時台」が36.4％で最も多く、次いで「８時台（８時30分よ

り前）」、「８時台（８時30分以降）」がともに27.6％となっている。終了時刻は「17時台」

が31.3％で最も多く、次いで「15時台」が20.6％となっている。 

冬休みの利用開始時刻は「９時台」が39.9％で最も多く、次いで「８時台（８時30分よ

り前）」が31.0％となっている。終了時刻は「17時台」が28.0％で最も多く、次いで「15

時台」、「16時台」がともに20.2％となっている。 

【夏休みの利用希望開始時刻】        【夏休みの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【冬休みの利用希望開始時刻】        【冬休みの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.8 

27.6 

27.6 

36.4 

1.5 

0.0 

1.5 

0.7 

0 10 20 30 40

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=272)

9.9 

3.3 

20.6 

18.4 

31.3 

13.6 

0.0 

2.2 

0.7 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)

(n=272)

5.4 

31.0 

21.4 

39.9 

0.6 

0.0 

1.8 

0.0 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=168)

10.7 

1.8 

20.2 

20.2 

28.0 

16.1 

0.0 

3.0 

0.0 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)
(n=168)
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（10）これからの放課後の過ごし方への希望 

問10 それぞれのお子さんの、これからの放課後等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いますか。あてはまる番号に○をつけてください。また、それ

ぞれ希望する１週間の利用日数等について（ ）内に具体的な数字を入れてくださ

い。（複数回答可） 

これからの放課後等の過ごし方への希望については、「自宅」が63.0％で最も多く、次

いで「習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）」が60.8％、「祖父母や親戚、

友人・知人の家」が24.7％となっている。 

【これからの放課後の過ごし方への希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.2 

2.4 

6.2 

60.8 

63.0 

24.7 

22.3 

0.6 

2.0 

2.6 

9.2 

0 20 40 60 80

放課後児童クラブ（チビッコホーム）

放課後児童クラブ（民設）

放課後子ども教室

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）

自宅

祖父母や親戚、友人・知人の家

公園や図書館などの公共施設

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

(MA%)

(n=1,997)
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これからの放課後の過ごし方への希望別に１週間あたりの利用希望日数をみると、“①

放課後児童クラブ（チビッコホーム）”、“②放課後児童クラブ（民設）”、“⑨放課後等デイ

サービス”は「５日」が最も多く、“③放課後子ども教室”、“⑥祖父母や親せき、友人・

知人の家”、“⑧ファミリー・サポート・センター”は「１日」が最も多くなっている。 

【これからの放課後の過ごし方への希望別 １週間あたりの利用希望日数①】 

＜①放課後児童クラブ（チビッコホーム）（公設）＞   ＜②放課後児童クラブ（民設）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜③放課後子ども教室＞               ＜④習い事＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.7 

6.3 

14.2 

13.5 

57.8 

7.4 

0 20 40 60

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)

(n=443)

23.4 

17.0 

17.0 

8.5 

27.7 

6.4 

0 10 20 30

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=47)

48.4 

30.6 

7.3 

7.3 

3.2 

3.2 

0 20 40 60

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=124)

13.7 

32.3 

26.1 

12.4 

7.9 

7.6 

0 10 20 30 40

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=1,214)
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【これからの放課後の過ごし方への希望別 １週間あたりの利用希望日数②】 

＜⑤自宅＞          ＜⑥祖父母や親戚、友人・知人の家＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜⑦公園や図書館などの公共施設＞     ＜⑧ファミリー・サポート・センター＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜⑨放課後等デイサービス＞            ＜⑩その他＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9 

24.3 

15.6 

6.5 

22.2 

14.4 

0 10 20 30

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=1,259)

42.6 

25.4 

8.3 

1.8 

6.5 

15.4 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)

(n=493)

29.0 

30.3 

13.7 

4.0 

6.7 

16.2 

0 10 20 30 40

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=445)

36.4 

9.1 

18.2 

9.1 

9.1 

18.2 

0 10 20 30 40

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=11)

17.5 

15.0 

12.5 

7.5 

45.0 

2.5 

0 10 20 30 40 50

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)

(n=40)

25.5 

15.7 

11.8 

3.9 

17.6 

25.5 

0 10 20 30

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

(%)
(n=51)
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放課後児童クラブ（チビッコホーム）と回答した人の利用したい学年は、「小学６年生

まで」が35.4％で最も多く、次いで「小学４年生まで」が23.3％、「小学３年生まで」が

20.5％となっている。 

利用希望終了時刻は、「17時台まで」が33.6％で最も多く、次いで「18時台（～18時30

分）まで」が31.4％、「16時台まで」が10.6％となっている。 

【放課後児童クラブの利用希望学年】   【放課後児童クラブの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.2 

3.2 

20.5 

23.3 

6.5 

35.4 

10.8 

0 10 20 30 40

小学１年生まで

小学２年生まで

小学３年生まで

小学４年生まで

小学５年生まで

小学６年生まで

無回答

(%)

(n=443)

0.0 

0.0 

0.2 

10.6 

33.6 

31.4 

0.0 

9.0 

15.1 

0 10 20 30 40

14時より前まで

14時台まで

15時台まで

16時台まで

17時台まで

18時台（～18時
30分）まで

18時台（18時30分
より後）まで

19時以降まで

無回答

(%)

(n=443)
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（11）放課後児童クラブの利用希望 

問10で「１．放課後児童クラブ（チビッコホーム）」を選ばれたそれぞれのお子さんについ

ておうかがいします。 

問11 放課後児童クラブ（チビッコホーム）をどのように利用したいとお考えですか。あ

てはまる番号に１つだけ○をつけてください。希望がある場合は、（ ）内に具体的

な数字を入れてください。Ａ～Ｃの利用希望もご記入ください。希望時間は、必ず

（18:00）のように２４時間制でご記入ください。 

これからの放課後等の過ごし方への希望で放課後児童クラブ（チビッコホーム）と回答

した人に、どのように利用したいかをたずねると、利用希望は「期間にかかわらず１年中

利用したい」が69.8％で最も多く、次いで「長期学校休業期間のみ利用したい」が22.6％、

「利用しない」が0.7％となっている。 

【放課後児童クラブの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

期間にかかわらず

１年中利用したい

69.8%

長期学校休業期間の

み利用したい

22.6%

利用しない

0.7%

無回答

7.0%

(n=443)
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「期間にかかわらず１年中利用したい」と回答した人に、希望する１日あたりの利用時

間をたずねると、「３～４時間未満」が22.0％で最も多く、次いで「３時間未満」が16.2％、

「４～５時間未満」が13.6％となっている。 

希望する利用時間帯では、終了時刻は「18時台（～18時30分）まで」が36.9％で最も多

く、次いで「17時台まで」が32.4％となっている。 

【１年中利用したい人の１日あたりの利用希望時間】 【１年中利用したい人の利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.2 

22.0 

13.6 

3.6 

1.3 

0.3 

2.6 

1.9 

2.6 

35.9 

0 10 20 30 40

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９～10時間未満

10時間以上

無回答

(%)
(n=309)

0.3 

0.0 

0.3 

10.0 

32.4 

36.9 

0.0 

13.6 

6.5 

0 10 20 30 40

14時より前まで

14時台まで

15時台まで

16時台まで

17時台まで

18時台（～18時30分）
まで

18時台（18時30分
より後）まで

19時以降まで

無回答

(%)
(n=309)
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土曜日の利用希望は「ある」が51.8％、「ない」が40.1％となっている。 

土曜日に利用希望があると回答した人の利用希望時間帯は、開始時刻は「８時台（８時

30分より前）」が48.1％で最も多く、次いで「８時台（８時30分以降）」が20.0％となって

いる。終了時刻は「18時台（18時30分まで）」が36.9％で最も多く、次いで「17時台」が

27.5％となっている。 

【１年中利用したい人の土曜日の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土曜日の利用希望開始時刻】     【土曜日の利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

51.8%
ない

40.1%

無回答

8.1%

(n=309)

6.3 

48.1 

20.0 

16.3 

3.1 

0.6 

0.6 

5.0 

0 20 40 60

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)

(n=160)

5.0 

0.6 

2.5 

8.8 

27.5 

36.9 

0.0 

13.8 

5.0 

0 10 20 30 40

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)

(n=160)
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日曜日・祝日の利用希望は、「ある」が17.5％、「ない」が58.3％となっている。 

日曜日・祝日に利用希望があると回答した人の利用希望時間帯は、開始時刻は「８時台

（８時30分より前）」が37.0％で最も多く、次いで「８時台（８時30分以降）」が25.9％と

なっている。終了時刻は「18時台（18時30分まで）」が40.7％で最も多く、次いで「17時

台」が24.1％となっている。 

【１年中利用したい人の日曜日・祝日の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日曜日・祝日の利用希望開始時刻】    【日曜日・祝日の利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

17.5%

ない

58.3%

無回答

24.3%

(n=309)

11.1 

37.0 

25.9 

11.1 

7.4 

0.0 

1.9 

5.6 

0 10 20 30 40

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=54)

0.0 

0.0 

3.7 

5.6 

24.1 

40.7 

0.0 

20.4 

5.6 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)

(n=54)
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長期学校休業期間のみ利用したい人の利用希望をみると、利用希望が「ある」は春休み

期間は76.0％、夏休み期間は98.0％、冬休み期間は76.0％となっている。 

長期学校休業期間のみ利用したい人の利用希望時間帯では、春休みの利用開始時刻は「８

時台（８時30分より前）」が40.8％で最も多く、次いで「８時台（８時30分以降）」が30.3％

となっている。終了時刻は「17時台」が43.4％で最も多く、次いで「18時台（18時30分ま

で）」が22.4％となっている。 

【長期学校休業期間別 長期学校休業期間のみ利用したい人の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【春休みの利用希望開始時刻】       【春休みの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.0 

98.0 

76.0 

3.0 

0.0 

3.0 

21.0 

2.0 

21.0 

春休み期間

夏休み期間

冬休み期間

(%)

0 20 40 60 80 100

ある ない 無回答(n=100)

3.9 

40.8 

30.3 

22.4 

1.3 

0.0 

1.3 

0.0 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=76)

2.6 

1.3 

9.2 

17.1 

43.4 

22.4 

0.0 

3.9 

0.0 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)

(n=76)



- 193 - 

夏休みの利用開始時刻は「８時台（８時30分より前）」が35.7％で最も多く、次いで「８

時台（８時30分以降）」が32.7％となっている。終了時刻は「17時台」が43.9％で最も多

く、次いで「18時台（18時30分まで）」が21.4％となっている。 

冬休みの利用開始時刻は「８時台（８時30分より前）」が40.8％で最も多く、次いで「８

時台（８時30分以降）」が30.3％となっている。終了時刻は「17時台」が42.1％で最も多

く、次いで「18時台（18時30分まで）」が22.4％となっている。 

【夏休みの利用希望開始時刻】       【夏休みの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【冬休みの利用希望開始時刻】       【冬休みの利用希望終了時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

35.7 

32.7 

24.5 

2.0 

0.0 

1.0 

1.0 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=98)

2.0 

2.0 

10.2 

16.3 

43.9 

21.4 

0.0 

3.1 

1.0 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)
(n=98)

3.9 

40.8 

30.3 

22.4 

0.0 

0.0 

1.3 

1.3 

0 10 20 30 40 50

７時台

８時台（８時30分
より前）

８時台（８時30分
以降）

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

(%)
(n=76)

2.6 

1.3 

9.2 

17.1 

42.1 

22.4 

0.0 

3.9 

1.3 

0 10 20 30 40 50

14時より前

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台（18時30分
まで）

18時台（18時30分
より後）

19時以降まで

無回答

(%)
(n=76)


