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Ⅰ．調査の概要



2



3

Ⅰ 調査の概要

（１）調査の目的

第 2 次川越市子ども・子育て支援事業計画策定の基礎となる「幼児教育・保育

及び地域の子育て支援」の「量の見込み」の設定及び「今後の利用希望」による

各事業のニーズ量の適切な把握のため、本調査を実施しました。

（２）調査の種類

（３）調査期間

（４）配布数及び回収数

種 類 対象者 対象者数 実施方法

1 就学前児童保護者用アンケート
就学前児童がいる家庭の保
護者

2,300
郵送により配付・回
収

2
放課後児童クラブ（学童保育）
保護者用アンケート

学童保育を利用している児
童の保護者

2,247
放課後児童クラブを
通じ配布・回収

3
幼稚園保護者・認定こども園
1 号認定保護者用アンケート

幼稚園・認定こども園を利用
している幼児の保護者

5,613
幼稚園・認定こども
園を通じ配布・回収

4
商工会議所会員事業所用アンケ
ート

市内の事業所の事業主 599
郵送により配付・回
収

5
休日就労保護者用
アンケート

４の事業所で休日就労して
いる就学前児童の保護者

176
事業所を通じ配布
郵送により回収

種 類
1 就学前児童保護者用アンケート 平成 30 年 10 月 1 日（月）～平成 30 年 10 月 19 日（金）

2
放課後児童クラブ（学童保育）
保護者用アンケート

平成 30 年 10 月 1 日（月）～平成 30 年 10 月 19 日（金）

3
幼稚園保護者用アンケート 平成 30 年 6 月 6 日（水）～平成 30 年 7 月 6 日（金）
認定こども園 1 号認定保護者用
アンケート

平成 30 年 6 月 26 日（火）～平成 30 年 8 月 10 日（金）

4
商工会議所会員事業所用
アンケート

平成 30 年 10 月 1 日（月）～平成 30 年 10 月 19 日（金）

5 休日就労保護者用アンケート 平成 30 年 10 月 1 日（月）～平成 30 年 11 月 30 日（金）

種 類 調査票配布数 有効回収数 有効回収率
1 就学前児童保護者用アンケート 2,300 1,295 56.3％

2
放課後児童クラブ（学童保育）保護者用
アンケート

2,247 1,618 72.0％

3
幼稚園保護者・認定こども園
1 号認定保護者用アンケート

5,613 5,034 89.7％

4 商工会議所会員事業所用アンケート 599 141 23.5％
5 休日就労保護者用アンケート 176 55 31.3％
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（５）報告書の見方

・本報告書では、回答すべき箇所が回答されていないものは「無回答」として扱

います。

・本報告書では、回答する必要のない箇所及び回答すべき箇所でないところを回

答している場合は「非該当」として扱います。

・設問の構成比は、回答者数（該当設問での該当者数）を基数として百分率（％）

で示している。したがって、非該当者数は、構成比に含まれません。

・比率は全て百分率（％）で表し、小数点以下第二位を四捨五入し算出している

ため合計が 100％にならない場合があります。

・複数回答については、回答者数を基数として百分率（％）で示しています。し

たがって、合計値は 100％にならない場合もあります。
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就学前児童保護者用調査
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Ⅱ 調査結果
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お住まいの地域について

居住地区は、「本庁管内」が 28.8%と最も高く、次いで「高階地区」が 13.4%、「霞

ヶ関地区」が 12.1%となっています。

子どもと家族の状況について

子どもの年齢は、「５歳」が 22.2%と最も高く、次いで「４歳」が 19.9%、「３歳」

が 14.9%となっています。

問１ 居住地区

問２ 子どもの年齢

問３ 子どもの数と末子の年齢

生年月日（年齢） 度数 構成比 H25

０歳 111 8.6% 13.4%

１歳 149 11.5% 14.6%

２歳 171 13.2% 14.7%

３歳 193 14.9% 15.1%

４歳 258 19.9% 16.3%

５歳 287 22.2% 25.2%

６歳 121 9.3%

無回答 5 0.4% 0.7%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

本庁管内 373 28.8% 23.3%

芳野地区 23 1.8% 1.7%

古谷地区 25 1.9% 2.9%

南古谷地区 97 7.5% 6.9%

高階地区 173 13.4% 12.9%

福原地区 74 5.7% 4.1%

大東地区 135 10.4% 8.5%

霞ヶ関地区 157 12.1% 9.4%

霞ヶ関北地区 33 2.5% 2.7%

名細地区 114 8.8% 7.3%

山田地区 51 3.9% 2.8%

川鶴地区 24 1.9% 0.6%

無回答 16 1.2% 16.8%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

28.8%

1.8%

1.9%

7.5%

13.4%

5.7%

10.4%

12.1%

2.5%

8.8%

3.9%

1.9%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40%

本庁管内

芳野地区

古谷地区

南古谷地区

高階地区

福原地区

大東地区

霞ヶ関地区

霞ヶ関北地区

名細地区

山田地区

川鶴地区

無回答

8.6%

11.5%

13.2%

14.9%

19.9%

22.2%

9.3%

0.4%

0% 10% 20% 30%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答
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１世帯当たりの子どもの人数は、「2 人」が 46.3%と最も高く、次いで「1 人」が

33.7%、「3 人」が 15.8%となっています。

また、２人以上の子どもがいる世帯の末子の年齢は、「１歳」が 16.5%と最も高く、

次いで「０歳」が 15.5%、「２歳」、「5 歳」がともに 14.0%となっています。

■１世帯あたりの子どもの人数 ■末子の年齢

15.5%

16.5%

14.0%

13.6%

12.8%

14.0%

5.9%

7.8%

0% 10% 20% 30%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

33.7%

46.3%

15.8%

1.6%

0.3%

0.2%

2.1%

0% 20% 40% 60%

１人

２人

３人

４人

５人

６人以上

無回答

項目 度数 構成比 H25

０歳 129 15.5% 11.9%

１歳 137 16.5% 11.5%

２歳 116 14.0% 8.4%

３歳 113 13.6% 8.1%

４歳 106 12.8% 7.2%

５歳 116 14.0% 7.9%

６歳 49 5.9% 2.4%

無回答 65 7.8% 42.6%

回答者数 831 100.0% 100.0%

非該当 464

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１人 437 33.7% 41.1%

２人 599 46.3% 42.5%

３人 205 15.8% 12.0%

４人 21 1.6% 1.5%

５人 4 0.3% 0.3%

６人以上 2 0.2% 0.1%

無回答 27 2.1% 2.4%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%
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調査票の回答者は、「母親」が 90.7%、「父親」が 9.0%となっており、「母親」の割

合が大きく上回っています。

調査票の回答者の配偶関係は、「配偶者がいる」が 93.7%、「配偶者はいない」が 5.6%

となっています。

問４ 調査票にご回答する人

問５ 配偶関係について

問６ 子育てを主に行っている人

配偶者がいる 93.7%

配偶者はいない

5.6% 無回答 0.7%

母親 90.7%

父親 9.0%

その他 0.2%
無回答 0.2%

項目 度数 構成比 H25

配偶者がいる 1,213 93.7% 92.2%

配偶者はいない 73 5.6% 6.6%

無回答 9 0.7% 1.2%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

母親 1,174 90.7% 90.6%

父親 116 9.0% 8.7%

その他 3 0.2% 0.3%

無回答 2 0.2% 0.3%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%



Ⅱ 調査結果

12

子どもの子育て(教育を含む)を主に行っているのは、「父母ともに」が 51.7%と最も

高く、次いで「主に母親」が 46.7%となっています。

子育ての育ちをめぐる環境について

子どもの子育て(教育を含む)に日常的に関わっている方は、「父母ともに」が 62.0%

と最も高く、次いで「母親」が 35.5%、「幼稚園」が 32.7%となっています。

問７ 子育てに日常的に関わっている方（施設）（複数回答）

51.7%

46.7%

0.4%

0.7%

0.4%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

62.0%

35.5%

6.2%

25.5%

32.7%

26.8%

3.6%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

父母ともに 670 51.7% 55.7%

主に母親 605 46.7% 42.7%

主に父親 5 0.4% 0.1%

主に祖父母 9 0.7% 0.6%

その他 5 0.4% 0.3%

無回答 1 0.1% 0.6%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

父母ともに 803 62.0% 61.7%

母親 460 35.5% 35.5%

父親 80 6.2% 3.3%

祖父母 330 25.5% 27.5%

幼稚園 424 32.7% 30.4%

保育所 347 26.8% 20.1%

その他 46 3.6% 4.5%

無回答 2 0.2% 0.1%

回答者数 1,295

全回答数 2,492
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子どもの子育て(教育を含む)に、影響すると思われる環境は、「家庭」が 96.7%と最

も高く、次いで「幼稚園」が 52.6%、「地域」が 46.4%となっています。

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無は、「緊急時もしくは用事の際には祖

父母等の親族にみてもらえる」が 61.9%と最も高く、次いで「日常的に祖父母等の親

族にみてもらえる」が 24.2%、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友

人・知人がいる」が 14.2%となっています。

問８ 子育てに影響すると思われる環境（複数回答）

問９ 日頃、子どもをみてもらえる親族・知人（複数回答）

問９－１ 祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況（複数回答）

96.7%

46.4%

52.6%

39.6%

6.5%

0.4%

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

家庭

地域

幼稚園

保育所

その他

無回答

24.2%

61.9%

3.9%

14.2%

10.9%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

項目 度数 構成比 H25

家庭 1,252 96.7% 96.8%

地域 601 46.4% 53.8%

幼稚園 681 52.6% 54.0%

保育所 513 39.6% 32.8%

その他 84 6.5% 6.1%

無回答 5 0.4% 0.5%

回答者数 1,295

全回答数 3,136

項目 度数 構成比 H25

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 313 24.2% 27.8%

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

802 61.9% 62.0%

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 50 3.9% 2.5%

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

184 14.2% 16.3%

いずれもいない 141 10.9% 11.2%

無回答 88 6.8% 2.0%

回答者数 1,295

全回答数 1,578
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※問９で「日常的に祖父母等にみてもらえる」、「緊急時に祖父母等にみてもらえる」を選んだ人を集計。

祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況は、「祖父母等の親族の身体的・精

神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」が

45.9%と最も高く、次いで「祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である」が

31.1%、「祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」が 29.6%

となっています。

45.9%

31.1%

29.6%

25.3%

7.9%

4.3%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を

心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく

心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を
心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

471 45.9% 49.7%

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 319 31.1% 26.3%

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく
心配である

304 29.6% 27.9%

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 260 25.3% 26.3%

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、
少し不安がある

81 7.9% 8.0%

その他 44 4.3% 3.2%

無回答 5 0.5% 1.2%

回答者数 1,026

非該当 269

合計 1,295

全回答数 1,484
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※問９で「日常的に友人等にみてもらえる」、「緊急時に友人等にみてもらえる」を選んだ人を集計。

友人・知人に子どもをみてもらっている状況は「友人・知人の身体的・精神的な負担

や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる 」が 49.3%と最も

高く、次いで「自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」が 28.2%、

「友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」が 27.3%となってい

ます。

問９－２ 友人・知人に子どもをみてもらっている状況（複数回答）

49.3%

8.6%

27.3%

28.2%

0.5%

2.9%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を

心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を
心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

103 49.3% 31.5%

友人・知人の身体的負担が大きく心配である 18 8.6% 8.7%

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 57 27.3% 23.8%

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 59 28.2% 27.2%

子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、
少し不安がある

1 0.5% 2.3%

その他 6 2.9% 5.0%

無回答 13 6.2% 8.7%

回答者数 209

非該当 1,086

合計 1,295

全回答数 257
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子育て(教育を含む)に関して、気軽に相談できる人及び場所の有無は、「いる／ある」

が 92.4%、「いない／ない」が 5.1%となっており、「いる／ある」の割合が大きく上

回っています。

※問 10 で「いる/ある」を選んだ人を集計。

子育て(教育を含む)に関して、気軽に相談できる先は、「配偶者・祖父母等の親族」

が 90.7%と最も高く、次いで「友人や知人」が 70.6%、「幼稚園」が 24.1%となっ

ています。

問 10 子育てをする上で、気軽に相談できる人

問 10－１ 子育てに関して、気軽に相談できる先（複数回答）

いる／ある 92.4%

いない／ない

5.1%

無回答 2.5%

90.7%

70.6%

20.0%

9.4%

4.8%

23.5%

24.1%

0.3%

11.0%

0.4%

1.9%

0.1%

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

配偶者・祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（地域子育て支援拠点、

児童館等）・NPO

保健所・保健センター

保育所

幼稚園

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

いる／ある 1,196 92.4% 91.6%

いない／ない 66 5.1% 5.3%

無回答 33 2.5% 3.1%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%
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※1 H25 の選択肢は「祖父母等の親族」

※自由意見のため別冊掲載

問 11 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあれば良いと思うか。

項目 度数 構成比 H25

配偶者・祖父母等の親族 ※1 1,085 90.7% 83.4%

友人や知人 844 70.6% 77.3%

近所の人 239 20.0% 22.4%

子育て支援施設（地域子育て支援拠点、
児童館等）・NPO

112 9.4% 9.8%

保健所・保健センター 58 4.8% 5.1%

保育所 281 23.5% 16.9%

幼稚園 288 24.1% 21.7%

民生委員・児童委員 3 0.3% 0.6%

かかりつけの医師 132 11.0% 10.8%

自治体の子育て関連担当窓口 5 0.4% 0.6%

その他 23 1.9% 2.1%

無回答 1 0.1% 0.0%

回答者数 1,196

非該当 99

合計 1,295

全回答数 3,071
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宛名のお子さんの保護者の就労状況について

（１）母親の就労形態

母親の就労形態は、「就労していない」が 39.2%と最も高く、次いで「非正規雇用（パ

ート・アルバイト含む）」が 30.5%、「正規雇用」が 29.0%となっています。

（１）-1 母親の就労状況

母親の就労状況は、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 33.1%と最

も高くなっています。

また、就労している母親では、「パート・アルバイト等(「フルタイム」以外の就労)

で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 25.6%と最も高く、「フルタイ

ム(1 週 5 日程度・1 日 8 時間程度の就労)で就労しており、産休・育休・介護休業中

ではない」が 21.6%となっています。

産休・育休・介護休業中の割合は、フルタイムとフルタイム以外を合わせて 9.7％と

なっています。

問 12 保護者の現在の就労状況

正規雇用

29.0%

非正規雇用（パート・

アルバイト含む）

30.5%

就労していない

39.2%

無回答

1.2%

21.6%

7.8%

25.6%

1.9%

33.1%

2.0%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

項目 度数 構成比 H25

正規雇用 376 29.0% 20.3%

非正規雇用（パート・アルバイト含む） 395 30.5% 23.7%

就労していない 508 39.2% 54.7%

無回答 16 1.2% 1.3%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%
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（１）-2 就労している母親の１週当たりの「就労日数」、「土日就労日数」、1 日

当たりの「就労時間」

※問 12(1)-1 で「就労している」を選んだ人を集計。

現在就労している母親の１週当たりの就労日数は、「5 日」が 61.2%、１日当たりの

就労時間では、「8 時間」が 31.8%とそれぞれ最も高くなっています。

土日の就労日数は、「0 日」との回答が５割を超え最も高くなっています。

■１週当たりの就労日数

2.7%

5.2%

10.9%

14.0%

61.2%

4.5%

0.5%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

項目 度数 構成比 H25

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

280 21.6% 17.5%

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

101 7.8% 6.0%

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

331 25.6% 19.1%

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

25 1.9% 0.7%

以前は就労していたが、現在は就労していない 429 33.1% 45.2%

これまで就労したことがない 26 2.0% 3.6%

無回答 103 8.0% 7.9%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

1日 20 2.7% 2.1%

2日 38 5.2% 4.8%

3日 80 10.9% 9.2%

4日 103 14.0% 12.7%

5日 451 61.2% 63.1%

6日 33 4.5% 6.1%

7日 4 0.5% 1.1%

無回答 8 1.1% 0.8%

回答者数 737 100.0% 100.0%

非該当 558

合計 1,295



Ⅱ 調査結果

20

■１週当たりの土日就労日数

■１日当たりの就労時間（残業時間を含む）

項目 度数 構成比 H25

1時間 3 0.4% 0.5%

2時間 9 1.2% 1.5%

3時間 36 4.9% 4.4%

4時間 59 8.0% 9.5%

5時間 89 12.1% 9.8%

6時間 125 17.0% 14.7%

7時間 92 12.5% 16.0%

8時間 234 31.8% 27.6%

9時間以上 79 10.7% 15.2%

無回答 11 1.5% 1.0%

回答者数 737 100.0% 100.0%

非該当 558

合計 1,295

項目 度数 構成比

0日 399 54.1%

1日 221 30.0%

2日 54 7.3%

無回答 63 8.5%

回答者数 737 100.0%

非該当 558

合計 1,295

0日

54.1%1日

30.0%

2日

7.3%

無回答

8.5%

0.4%

1.2%

4.9%

8.0%

12.1%

17.0%

12.5%

31.8%

10.7%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40%

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間以上

無回答
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（１）-3 就労している母親の家を出る時刻と帰宅時刻

※問 12(1)-1 で「就労している」を選んだ人を集計。

現在就労している母親の家を出る時刻は、「８時」が 47.4%と最も高く、帰宅時刻は

「18 時」が 31.8%と最も高くなっています。

また、家を出てから帰宅するまでの時間は、「10 時間」、「11 時間」がともに 19.8％

と最も高くなっています。

■家を出る時刻

■帰宅時刻

項目 度数 構成比 H25

13時前 12 1.6% 0.0%

13時 34 4.6% 0.0%

14時 60 8.1% 0.0%

15時 41 5.6% 0.0%

16時 37 5.0% 0.0%

17時 100 13.6% 0.0%

18時 234 31.8% 0.0%

19時 126 17.1% 0.0%

20時 26 3.5% 0.0%

21時以降 23 3.1% 0.0%

無回答 44 6.0% 0.0%

回答者数 737 100.0% 0.1%

非該当 558

合計 1,295

0.5%

2.4%

25.9%

47.4%

12.1%

3.0%

0.5%

0.4%

2.0%

5.7%

0% 20% 40% 60%

6時前

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

1.6%

4.6%

8.1%

5.6%

5.0%

13.6%

31.8%

17.1%

3.5%

3.1%

6.0%

0% 20% 40% 60%

13時前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答

項目 度数 構成比 H25

6時前 4 0.5% 1.1%

6時 18 2.4% 2.3%

7時 191 25.9% 24.7%

8時 349 47.4% 42.4%

9時 89 12.1% 14.4%

10時 22 3.0% 3.7%

11時 4 0.5% 0.8%

12時 3 0.4% 0.6%

13時以降 15 2.0% 2.7%

無回答 42 5.7% 7.3%

回答者数 737 100.0% 100.0%

非該当 558

合計 1,295
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■家を出てから帰宅するまでの時間

（１）-4 通勤にかかる時間と主な通勤方法

※問 12(1)-1 で「就労している」を選んだ人を集計。

■通勤にかかる時間

現在就労している母親の通勤にかかる時間は、「30 分以内」が 17.8%と最も高く、

次いで「10 分以内」が 12.5%、「20 分以内」が 12.2%となっています。

主な通勤方法は、「車」が 54.3%と最も高く、次いで「電車」が 17.0%、「自転車」

が 12.8%となっています。

項目 度数 構成比 H25

１時間 1 0.1% 0.0%

2時間 4 0.5% 0.8%

3時間 7 0.9% 1.1%

４時間 28 3.8% 3.1%

５時間 44 6.0% 6.1%

６時間 50 6.8% 6.1%

７時間 43 5.8% 5.6%

８時間 35 4.7% 7.1%

９時間 84 11.4% 10.0%

10時間 146 19.8% 18.2%

11時間 146 19.8% 18.1%

12時間 72 9.8% 18.1%

13時間以上 33 4.5% 5.8%

無回答 44 6.0% 7.3%

回答者数 737 100.0% 100.0%

非該当 558

合計 1,295

0.1%

0.5%

0.9%

3.8%

6.0%

6.8%

5.8%

4.7%

11.4%

19.8%

19.8%

9.8%

4.5%

6.0%

0% 10% 20% 30%

１時間

2時間

3時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

13時間以上

無回答

項目 度数 構成比

5分以内 59 8.0%

10分以内 92 12.5%

15分以内 75 10.2%

20分以内 90 12.2%

30分以内 131 17.8%

40分以内 56 7.6%

50分以内 50 6.8%

60分以内 77 10.4%

70分以内 16 2.2%

80分以内 8 1.1%

90分以内 29 3.9%

91分以上 25 3.4%

無回答 29 3.9%

回答者数 737 100.0%

非該当 558

合計 1,295

8.0%

12.5%

10.2%

12.2%

17.8%

7.6%

6.8%

10.4%

2.2%

1.1%

3.9%

3.4%

3.9%

0% 10% 20% 30%

5分以内

10分以内

15分以内

20分以内

30分以内

40分以内

50分以内

60分以内

70分以内

80分以内

90分以内

91分以上

無回答
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■主な通勤方法

（２）父親の就労形態

父親の就労形態は、「正規雇用」が 90.7%と最も高く、次いで、「非正規雇用(パート・

アルバイト含む)」が 1.8%となっています。

項目 度数 構成比

徒歩 35 4.7%

自転車 94 12.8%

車 400 54.3%

バス 5 0.7%

電車 125 17.0%

その他 29 3.9%

無回答 49 6.6%

回答者数 737 100.0%

非該当 558

合計 1,295

4.7%

12.8%

54.3%

0.7%

17.0%

3.9%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80%

徒歩

自転車

車

バス

電車

その他

無回答

正規雇用

90.7%

非正規雇用（パート・

アルバイト含む）

1.8%

就労していない

0.5%

無回答

7.0%

項目 度数 構成比 H25

正規雇用 1,175 90.7% 89.5%

非正規雇用（パート・アルバイト含む） 23 1.8% 2.8%

就労していない 6 0.5% 0.9%

無回答 91 7.0% 6.8%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%
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（２）-1 父親の就労状況

父親の就労状況は、「フルタイム(1 週 5 日程度・1 日 8 時間程度の就労)で就労して

おり、育休・介護休業中ではない」が 89.3%と最も高くなっています。

また、育休・介護休業中の人は、0.3%となっています。

項目 度数 構成比 H25

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

1,156 89.3% 89.6%

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

4 0.3% 0.1%

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

10 0.8% 1.9%

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

0 0.0% 0.0%

以前は就労していたが、現在は就労していない 4 0.3% 1.1%

これまで就労したことがない 0 0.0% 0.1%

無回答 121 9.3% 7.3%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

89.3%

0.3%

0.8%

0.0%

0.3%

0.0%

9.3%

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

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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（２）-2 就労している父親の１週当たりの「就労日数」、１週当たりの「土日就

労日数」、１日当たりの「就労時間」

※問 12(2)-1 で「就労している」を選んだ人を集計。

■１週当たりの就労日数

現在就労している父親の 1 週当たりの勤労日数では、「5 日」が 70.4%、1 日当た

りの就労時間では、「８時間以上」が 26.8%とそれぞれ最も高くなっています。

土日の就労日数は、「0 日」との回答が 42.7％と最も高くなっています。

■１週当たりの「土日就労日数」

項目 度数 構成比 H25

1日 3 0.3% 0.2%

2日 5 0.4% 0.2%

3日 12 1.0% 0.7%

4日 11 0.9% 0.8%

5日 824 70.4% 63.5%

6日 270 23.1% 29.6%

7日 27 2.3% 2.4%

無回答 18 1.5% 2.6%

回答者数 1,170 100.0% 100.0%

非該当 125

合計 1,295

0.3%

0.4%

1.0%

0.9%

70.4%

23.1%

2.3%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

項目 度数 構成比

0日 500 42.7%

1日 363 31.0%

2日 171 14.6%

無回答 136 11.6%

回答者数 1,170 100.0%

非該当 125

合計 1,295

0日

42.7%

1日

31.0%

2日

14.6%

無回答

11.6%
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■１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」

（２）-3 就労している父親の家を出る時刻と帰宅時刻

※問 12(2)-1 で「就労している」を選んだ人を集計。

■家を出る時刻

就労している父親の家を出る時刻では、「７時」が 38.6%、帰宅時刻では「20 時」

が 23.2%とそれぞれ最も高くなっています。

また、家を出てから帰宅するまでの時間は、「14 時間」が最も高くなっています。

0.7%

0.0%

0.3%

0.9%

26.8%

13.9%

25.8%

7.3%

13.8%

8.9%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40%

４時間以内

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

13時間以上

無回答

5.9%

20.5%

38.6%

23.4%

4.8%

1.0%

0.5%

0.3%

1.7%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

６時前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

項目 度数 構成比 H25

４時間以内 8 0.7% 0.5%

５時間 0 0.0% 0.1%

６時間 4 0.3% 0.2%

７時間 10 0.9% 0.5%

８時間 313 26.8% 20.4%

９時間 163 13.9% 13.3%

10時間 302 25.8% 23.9%

11時間 85 7.3% 8.6%

12時間 161 13.8% 15.6%

13時間以上 104 8.9% 12.0%

無回答 20 1.7% 5.1%

回答者数 1,170 100.0% 100.0%

非該当 125

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

６時前 69 5.9% 6.0%

６時 240 20.5% 18.3%

７時 452 38.6% 38.8%

８時 274 23.4% 22.3%

９時 56 4.8% 3.8%

10時 12 1.0% 1.4%

11時 6 0.5% 0.5%

12時 3 0.3% 0.8%

13時以降 20 1.7% 1.3%

無回答 38 3.2% 6.6%

回答者数 1,170 100.0% 100.0%

非該当 125

合計 1,295
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■帰宅時刻

■家を出てから帰宅するまでの時間

0.1%

0.5%

2.0%

9.7%

17.4%

23.2%

19.7%

11.6%

12.5%

3.4%

0% 10% 20% 30%

16時前

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時以降

無回答

0.2%

6.0%

9.2%

17.6%

19.5%

20.4%

12.5%

11.2%

3.4%

0% 10% 20% 30%

１時間～５時間

６時間～10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間

16時間以上

無回答

項目 度数 構成比 H25

16時前 1 0.1% 0.8%

16時 6 0.5% 0.5%

17時 23 2.0% 1.7%

18時 114 9.7% 8.2%

19時 203 17.4% 16.2%

20時 271 23.2% 20.7%

21時 230 19.7% 18.8%

22時 136 11.6% 12.8%

23時以降 146 12.5% 13.6%

無回答 40 3.4% 6.8%

回答者数 1,170 100.0% 100.0%

非該当 125

合計 1,295

項目 度数 構成比 構成比

１時間～５時間 2 0.2% 0.5%

６時間～10時間 70 6.0% 5.3%

11時間 108 9.2% 10.0%

12時間 206 17.6% 14.1%

13時間 228 19.5% 19.6%

14時間 239 20.4% 17.1%

15時間 146 12.5% 13.7%

16時間以上 131 11.2% 12.7%

無回答 40 3.4% 6.9%

回答者数 1,170 100.0% 100.0%

非該当 125

合計 1,295
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（２）-4(時間) 通勤にかかる時間と主な通勤方法

※問 12(2)-1 で「就労している」を選んだ人を集計。

■通勤にかかる時間

現在就労している父親の通勤にかかる時間は、「60 分以内」が 17.0%と最も高く、

次いで「30 分以内」が 15.5%、「90 分以内」が 11.2%となっています。

主な通勤方法は、「車」が 40.8%と最も高く、次いで「電車」が 25.2%となってい

ます。

■主な通勤方法

3.0%

3.9%

5.0%

7.2%

15.5%

9.6%

5.9%

17.0%

2.8%

3.9%

11.2%

2.5%

6.6%

1.5%

0% 10% 20% 30%

5分以内

10分以内

15分以内

20分以内

30分以内

40分以内

50分以内

60分以内

70分以内

80分以内

90分以内

100分以内

120分以内

120分以上

項目 度数 構成比

5分以内 35 3.0%

10分以内 46 3.9%

15分以内 59 5.0%

20分以内 84 7.2%

30分以内 181 15.5%

40分以内 112 9.6%

50分以内 69 5.9%

60分以内 199 17.0%

70分以内 33 2.8%

80分以内 46 3.9%

90分以内 131 11.2%

100分以内 29 2.5%

120分以内 77 6.6%

120分以上 17 1.5%

無回答 52 4.4%

回答者数 1,170 100.0%

非該当 125

合計 1,295

項目 度数 構成比

徒歩 33 2.5%

自転車 95 7.3%

車 528 40.8%

バス 12 0.9%

電車 326 25.2%

その他 72 5.6%

無回答 104 8.0%

回答者数 1,170

非該当 125

合計 1,295

2.5%

7.3%

40.8%

0.9%

25.2%

5.6%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

徒歩

自転車

車

バス

電車

その他

無回答
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（１）母親の転換希望

※問 12-(1)-1 で「フルタイム以外」を選んだ人を集計。

フルタイム以外で就労している母親のフルタイムへの転換希望は、「パート・アルバ

イト等(「フルタイム」以外)の就労を続けることを希望」が 36.8%と最も高く、次い

で、「フルタイム(1 週 5 日程度・1 日 8 時間程度の就労)への転換希望はあるが、実現

できる見込みはない」が 21.3%となっています。

問 13 パート・アルバイト等で就労している人のフルタイムへの転換希望

6.2%

21.3%

36.8%

2.5%

33.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）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（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への

転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を

続けることを希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育て

や家事に専念したい

無回答

項目 度数 構成比 H25

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への
転換希望があり、実現できる見込みがある

22 6.2% 7.4%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への
転換希望はあるが、実現できる見込みはない

76 21.3% 20.1%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を
続けることを希望

131 36.8% 38.4%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育て
や家事に専念したい

9 2.5% 3.2%

無回答 118 33.1% 31.0%

回答者数 356 100.0% 100.0%

非該当 939

合計 1,295
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（２）父親の転換希望

※問 12-(2)-1 で「フルタイム以外」を選んだ人を集計。

フルタイム以外で就労している父親のフルタイムへの転換希望は、「パート・アルバ

イト等(「フルタイム」以外)の就労を続けることを希望」が 3 件と最も多く、次いで「フ

ルタイム(1 週 5 日程度・1 日 8 時間程度の就労)への転換希望があり、実現できる見

込みがある」が 2 件となっています。

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

項目 度数 構成比 H25

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への
転換希望があり、実現できる見込みがある

2 20.0% 7.4%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への
転換希望はあるが、実現できる見込みはない

1 10.0% 25.9%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を
続けることを希望

3 30.0% 25.9%

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育て
や家事に専念したい

1 10.0% 0.0%

無回答 3 30.0% 40.7%

回答者数 10 100.0% 100.0%

非該当 1,285

合計 1,295
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（１）母親の就労希望

※問 12-(1)-1 で「就労していない」、「就労したことがない」を選んだ人を集計。

就労していない母親の就労希望は、「1 年より先、一番下の子どもが□□歳になった

ころに就労したい」が 46.6%と最も高く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい」が 20.9%となっています。

また、就労を希望する時期(一番下の子どもの年齢)は、「3 歳」の割合が 23.6％と最

も高くなっています。

更に、現在就労していない母親の今後希望する就労形態は、「パートタイム、アルバ

イト等(「フルタイム」以外)」の割合が 76.8%と高くなっており、希望する就労形態

がパートタイム・アルバイト等の場合の 1 週当たりの勤務日数は、「3 日(30.5％)」、1

日当たりの勤務時間は、「５時間～６時間」(42.1％)の割合がいずれも高くなっていま

す。

問 14 就労していない人の就労希望

14.7%

46.6%

20.9%

17.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

1 年より先、一番下の子どもが□□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

項目 度数 構成比 H25

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 67 14.7% 16.0%

1年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 212 46.6% 46.6%

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 95 20.9% 20.5%

無回答 81 17.8% 16.9%

回答者数 455 100.0% 100.0%

非該当 840

合計 1,295
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■就労を希望する時期（子どもの年齢）

■希望する就労形態

項目 度数 構成比 H25

フルタイム （１週５日程度・１日８時間程度の就労） 16 16.8% 14.7%

パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外） 73 76.8% 83.9%

無回答 6 6.3% 1.4%

回答者数 95 100.0% 100.0%

非該当 1,200

合計 1,295

16.8%

76.8%

6.3%

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

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

0.9%

3.8%

23.6%

21.7%

2.8%

13.7%

32.5%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40%

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

7歳以上

無回答

項目 度数 構成比 H25

1歳 2 0.9% 3.1%

2歳 8 3.8% 2.8%

3歳 50 23.6% 25.5%

4歳 46 21.7% 21.2%

5歳 6 2.8% 4.6%

6歳 29 13.7% 9.5%

7歳以上 69 32.5% 30.7%

無回答 2 0.9% 2.8%

回答者数 212 100.0% 100.0%

非該当 1,083

合計 1,295
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■希望する就労日数

■希望する就労時間

1.1%

10.5%

30.5%

27.4%

22.1%

8.4%

0% 10% 20% 30% 40%

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

0.0%

36.8%

42.1%

12.6%

8.4%

0% 20% 40% 60%

１時間～２時間

３時間～４時間

５時間～６時間

７時間～８時間

無回答

項目 度数 構成比 H25

1日 1 1.1% 0.8%

2日 10 10.5% 4.2%

3日 29 30.5% 40.0%

4日 26 27.4% 32.5%

5日 21 22.1% 20.0%

無回答 8 8.4% 2.5%

回答者数 95 100.0% 100.0%

非該当 1,200

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１時間～２時間 0 0.0% 0.8%

３時間～４時間 35 36.8% 40.8%

５時間～６時間 40 42.1% 55.0%

７時間～８時間 12 12.6% 3.3%

無回答 8 8.4% 0.0%

回答者数 95 100.0% 100.0%

非該当 1,200

合計 1,295
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（２）父親の就労希望

※問 12-(2)-1 で「就労していない」、「就労したことがない」を選んだ人を集計。

就労していない父親の就労希望は、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

が 2 件、今後希望する就労形態は、「フルタイム(1 週 5 日程度・1 日 8 時間程度の就

労)」が 2 件となっています。

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

■就労を希望する時期（子どもの年齢）

回答はありません。

■希望する就労形態

「フルタイム(1 週 5 日程度・1 日 8 時間程度の就労)」が 50.0%と最も高く、次い

でとなっています。

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

■希望する就労日数

回答はありません。

■希望する就労時間

回答はありません。

■希望する就労時間

回答はありません。

項目 度数 構成比 H25

フルタイム （１週５日程度・１日８時間程度の就労） 2 50.0% 100.0%

パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外） 0 0.0% 0.0%

無回答 2 50.0% 0.0%

回答者数 4 100.0% 100.0%

非該当 1,291

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 0 0.0% 5.9%

1 年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 0 0.0% 0.0%

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 2 50.0% 47.1%

無回答 2 50.0% 47.1%

回答者数 4 100.0% 100.0%

非該当 1,291

合計 1,295
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子どもの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について

定期的な教育・保育の事業の利用状況は、「利用している」の割合が 75.3％に対し、

「利用していない」が 24.6％と「利用している」の割合が上回っています。

問 15 幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育」の利用

利用している

75.3%

利用していない

24.6%

無回答

0.2%

項目 度数 構成比 H25

利用している 975 75.3% 61.7%

利用していない 318 24.6% 38.2%

無回答 2 0.2% 0.1%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%
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※問 15 で「利用している」選んだ人を集計。

平日の教育・保育の事業の利用種別は、「幼稚園(通常の就園時間の利用)」が 49.9%

と最も高く、次いで「認可保育所(市などの認可を受けた施設)」が 33.4%、「幼稚園の

預かり保育(1．の通常の就園に加え、就園時間を延長して預かる事業(定期的な利用の

場合))」が 12.2%となっています。

問 15－1 利用している事業（複数回答）

49.9%

12.2%

4.2%

2.2%

0.8%

33.4%

1.7%

2.5%

0.0%

2.6%

0.2%

0.0%

1.7%

0.6%

1.4%

1.2%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

入園前の幼稚園の預かり保育

認定こども園

認定こども園の一時預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

家庭保育室

居宅訪問型保育

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援センター・児童発達支援事業所

その他

無回答
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項目 度数 構成比 H25

幼稚園（通常の就園時間の利用） 487 49.9% 57.6%

幼稚園の預かり保育（通常の就園に加え、就園時間を
延長して預かる事業【定期的な利用の場合】）

119 12.2% 8.1%

入園前の幼稚園の預かり保育 41 4.2% 3.7%

認定こども園（教育(1号)認定による通常の教育時間の利用） 21 2.2%

認定こども園の一時預かり保育
（4．の通常の教育時間に加え、延長して預かる事業）

8 0.8%

認可保育所（市等の認可を受けた施設） 326 33.4% 28.6%

認定こども園（保育(2号・3号)認定による利用） 17 1.7%

小規模保育施設（市等の認可を受け、
低年齢児を対象に少人数の子どもを保育する施設）

24 2.5%

家庭的保育（市等の認可を受け、
保育者の家庭等で5人以下の子どもを保育する事業）

0 0.0%

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設） 25 2.6% 3.6%

家庭保育室（市等の指定を受けた認可外保育施設） 2 0.2% 3.6%

居宅訪問型保育（ベビーシッターのように、
保育者が子どもの家庭を訪問し保育する事業）

0 0.0% 0.1%

その他の認可外の保育施設 17 1.7% 3.2%

ファミリー・サポート・センター（地域における子育ての援助活動、
保育所等への送迎や学童保育終了後の預かりを行う事業）

6 0.6% 0.5%

児童発達支援センター・児童発達支援事業所（心身に障害または発達の
遅れがある就学前児童に、集団生活への適応訓練などを行う施設）

14 1.4%

その他 12 1.2% 1.8%

無回答 5 0.5% 0.8%

回答者数 975

非該当 320

合計 1,295

全回答数 1,124
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※問 15 で「利用している」選んだ人を集計。

（１）現在の状況

平日の教育・保育事業の日数などの利用状況は、1 週当たりの日数については、「5

日」が 87.8%、1 日当たりの時間については、「4 時間～6 時間」が 45.5%とそれぞ

れ最も高くなっています。

また、利用時間帯は、登園時刻は、「9 時」が 44.4％、「8 時」が 35.4％、帰園時

刻は、「14 時」が 34.4％とそれぞれ高くなっています。

■１週当たりの日数

■１日当たりの時間

問 15－2 利用している事業についての利用状況と利用希望

項目 度数 構成比 H25

1時間～3時間 37 3.8% 3.2%

4時間～6時間 444 45.5% 52.4%

7時間～10時間 390 40.0% 36.7%

11時間以上 90 9.2% 5.1%

無回答 14 1.4% 2.7%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 23 2.4% 2.3%

2日 15 1.5% 1.8%

3日 25 2.6% 1.7%

4日 24 2.5% 2.4%

5日 856 87.8% 87.2%

6日 20 2.1% 2.4%

無回答 12 1.2% 2.3%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

3.8%

45.5%

40.0%

9.2%

1.4%

0% 20% 40% 60%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

2.4%

1.5%

2.6%

2.5%

87.8%

2.1%

1.2%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

無回答
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項目 度数 構成比 H25

12時前 14 1.4% 2.0%

13時 23 2.4% 3.2%

14時 335 34.4% 38.9%

15時 105 10.8% 10.7%

16時 100 10.3% 6.4%

17時 145 14.9% 16.7%

18時 196 20.1% 16.3%

19時以降 34 3.5% 3.2%

無回答 23 2.4% 2.5%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

■利用時間帯

（登園時刻）

（帰園時刻）

項目 度数 構成比 H25

６時以前 0 0.0% 0.2%

７時 96 9.8% 5.2%

８時 345 35.4% 34.2%

９時 433 44.4% 49.0%

10時 62 6.4% 7.7%

11時 1 0.1% 0.2%

12時 1 0.1% 0.0%

13時以降 14 1.4% 0.9%

無回答 23 2.4% 2.6%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

0.0%

9.8%

35.4%

44.4%

6.4%

0.1%

0.1%

1.4%

2.4%

0% 20% 40% 60%

６時以前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

1.4%

2.4%

34.4%

10.8%

10.3%

14.9%

20.1%

3.5%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12時前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答
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（２）利用希望

■１週当たりの日数

平日の教育・保育事業の日数などの利用希望は、1 週当たりの日数については、「5

日」が 69.1%、1 日当たりの時間については、「7 時間～10 時間」が 47.6%とそれ

ぞれ最も高くなっています。

また、利用希望時間帯は、登園時刻は、「9 時」が 35.3％、「8 時」が 32.6％、帰

園時刻は、「17 時」が 17.7％とそれぞれ高くなっています。

■１日当たりの時間

（希望）

項目 度数 構成比 H25

1時間～3時間 18 1.8% 2.0%

4時間～6時間 217 22.3% 27.3%

7時間～10時間 464 47.6% 44.1%

11時間以上 109 11.2% 7.8%

無回答 167 17.1% 18.8%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

（希望）

項目 度数 構成比 H25

1日 6 0.6% 0.8%

2日 12 1.2% 1.1%

3日 29 3.0% 2.1%

4日 19 1.9% 2.0%

5日 674 69.1% 67.5%

6日 60 6.2% 7.7%

7日 5 0.5% 0.2%

無回答 170 17.4% 18.4%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

2.4%

1.5%

2.6%

2.5%

87.8%

2.1%

0.0%

1.2%

0.6%

1.2%

3.0%

1.9%

69.1%

6.2%

0.5%

17.4%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

現在

希望

3.8%

45.5%

40.0%

9.2%

1.4%

1.8%

22.3%

47.6%

11.2%

17.1%

0% 20% 40% 60%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答
現在

希望
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■利用時間帯

（登園時刻）

（帰園時刻）

（希望）

項目 度数 構成比 H25

12時以前 8 0.8% 1.2%

13時 9 0.9% 0.9%

14時 82 8.4% 10.0%

15時 163 16.7% 20.8%

16時 136 13.9% 14.1%

17時 173 17.7% 13.6%

18時 158 16.2% 13.0%

19時以降 77 7.9% 7.5%

無回答 169 17.3% 18.9%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

1.4%

2.4%

34.4%

10.8%

10.3%

14.9%

20.1%

3.5%

2.4%

0.8%

0.9%

8.4%

16.7%

13.9%

17.7%

16.2%

7.9%

17.3%

0% 20% 40% 60%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

現在

希望

（希望）

項目 度数 構成比 H25

６時以前 5 0.5% 0.5%

７時 95 9.7% 6.8%

８時 318 32.6% 31.7%

９時 344 35.3% 37.1%

10時 33 3.4% 4.1%

11時 1 0.1% 0.1%

12時 0 0.0% 0.0%

13時以降 10 1.0% 0.8%

無回答 169 17.3% 19.0%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

0.0%

9.8%

35.4%

44.4%

6.4%

0.1%

0.1%

1.4%

2.4%

0.5%

9.7%

32.6%

35.3%

3.4%

0.1%

0.0%

1.0%

17.3%

0% 20% 40% 60%

６時以前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

現在

希望
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※問 15 で「利用している」選んだ人を集計。

現在、利用している教育・保育事業の実施場所については、「市内」が 92.2%と最も

高く、「他の市町村」は 6.5%となっています。なお、他の市町村という回答では、「鶴

ヶ島市」が 26 件と最も多くなっています。

（他市町村の内訳）

問 15－3 現在、利用している事業の実施場所

項目 度数 構成比 H25

鶴ヶ島市 26 41.3% 31.7%

ふじみ野市 12 19.0% 16.7%

坂戸市 7 11.1% 10.0%

日高市 4 6.3% 15.0%

所沢市 3 4.8% 1.7%

さいたま市 2 3.2% 1.7%

狭山市 2 3.2% 3.3%

富士見市 2 3.2% 6.7%

三芳町 2 3.2% 5.0%

上尾市 1 1.6%

桶川市 1 1.6%

飯能市 1 1.6%

毛呂山町 1.7%

ときがわ町 1.7%

無回答 1 1.6% 5.0%

回答者数 63 100.0% 100.0%

非該当 1,232

合計 1,295

全回答数 64

項目 度数 構成比 H25

市内 899 92.2% 90.8%

他の市町村 63 6.5% 6.8%

無回答 13 1.3% 2.4%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

市内

92.2%

他の市町村

6.5%

無回答

1.3%
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※問 15 で「利用している」選んだ人を集計。

現在、利用している教育・保育事業への送迎者については、「母親」が 81.9%と最も

高く、送迎の時間については、「10 分以内」が 29.9%と最も高く、次いで「5 分以内」

が 25.7%となっています。

■送迎者

■送迎時間

問 15－4 利用している事業への主な送迎者と送迎時間

項目 度数 構成比

母親 799 81.9%

父親 25 2.6%

祖父母 23 2.4%

その他 115 11.8%

無回答 13 1.3%

回答者数 975 100.0%

非該当 320

合計 1,295

81.9%

2.6%

2.4%

11.8%

1.3%

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

母親

父親

祖父母

その他

無回答

項目 度数 構成比

5分以内 251 25.7%

10分以内 292 29.9%

15分以内 126 12.9%

20分以内 107 11.0%

30分以内 95 9.7%

40分以内 25 2.6%

50分以内 14 1.4%

60分以内 15 1.5%

90分以内 2 0.2%

90分以上 3 0.3%

無回答 45 4.6%

回答者数 975 100.0%

非該当 320

合計 1,295

25.7%

29.9%

12.9%

11.0%

9.7%

2.6%

1.4%

1.5%

0.2%

0.3%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40%

5分以内

10分以内

15分以内

20分以内

30分以内

40分以内

50分以内

60分以内

90分以内

90分以上

無回答
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※問 15 で「利用している」選んだ人を集計。

平日に定期的に教育・保育の事業を利用している理由は、「子どもの教育や発達のた

め」が 71.0％と最も高く、次いで「子育てをしている方が現在就労している」が 53.7％

となっています。

問 15－5 事業を利用している理由（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

子どもの教育や発達のため 692 71.0% 72.4%

子育てをしている方が現在就労している 524 53.7% 46.6%

子育てをしている方が就労予定がある／求職中である 20 2.1% 2.6%

子育てをしている方が家族・親族などを介護している 4 0.4% 0.7%

子育てをしている方が病気や障害がある 13 1.3% 1.0%

子育てをしている方が学生である 2 0.2% 0.6%

その他 19 1.9% 2.1%

無回答 12 1.2% 1.4%

回答者数 975

非該当 320

合計 1,295

全回答数 1,286

71.0%

53.7%

2.1%

0.4%

1.3%

0.2%

1.9%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方が就労予定がある／求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを介護している

子育てをしている方が病気や障害がある

子育てをしている方が学生である

その他

無回答
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※問 15 で「利用していない」選んだ人を集計。

定期的に教育・保育の事業を利用していない理由は、「利用する必要がない(子どもの

教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないため等)」、「子どもがまだ小

さいため□□歳くらいになったら利用しようと考えている」がともに 45.3%と最も高

くなっています。

また、教育・保育事業の利用開始年齢は、「3 歳」が 39.6％と最も高くなっていま

す。

問 15－6 利用していない理由（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

利用する必要がない（子どもの教育や発達のため、
子どもの母親か父親が就労していないため等）

144 45.3% 51.4%

子どもの祖父母や親戚の人がみている 10 3.1% 6.8%

近所の人や父母の友人・知人がみている 0 0.0% 0.2%

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 48 15.1% 11.5%

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 20 6.3% 9.5%

使用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 3 0.9% 1.8%

利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない 6 1.9% 2.6%

子どもがまだ小さいため□□ 歳くらいになったら利用しようと考えている 144 45.3% 49.7%

その他 32 10.1% 8.8%

無回答 14 4.4% 1.1%

回答者数 318

非該当 977

合計 1,295

全回答数 421

45.3%

3.1%

0.0%

15.1%

6.3%

0.9%

1.9%

45.3%

10.1%

4.4%

0% 20% 40% 60%

利用する必要がない（子どもの教育や発達のため、

子どもの母親か父親が就労していないため等）

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない

使用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため□□ 歳くらいになったら利用しようと考えている

その他

無回答
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■教育・保育事業の利用開始年齢

項目 度数 構成比 H25

０歳 2 1.4%

１歳 37 25.7% 13.2%

２歳 18 12.5% 13.6%

３歳 57 39.6% 46.7%

４歳 18 12.5% 23.5%

５歳 2 1.4% 1.5%

無回答 10 6.9% 1.5%

回答者数 144 100.0% 100.0%

非該当 1,151

合計 1,295

1.4%

25.7%

12.5%

39.6%

12.5%

1.4%

6.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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平日の教育・保育の事業の利用意向は、「幼稚園(通常の就園時間の利用)」が 65.7%

と最も高く、次いで「幼稚園の預かり保育(1．の通常の就園に加え、就園時間を延長し

て預かる事業(定期的な利用の場合))」が 40.4%、「認可保育所(市などの認可を受けた

施設)」が 39.5%となっています。

問 16 平日の教育・保育の事業として、定期的に利用したいと考える事業

（複数回答）

49.9%

12.2%

4.2%

2.2%

0.8%

33.4%

1.7%

2.5%

0.0%

2.6%

0.2%

0.0%

1.7%

0.6%

1.4%

1.2%

0.5%

65.7%

40.4%

20.5%

18.2%

11.5%

39.5%

11.4%

5.6%

1.8%

10.0%

1.4%

3.6%

1.6%

12.3%

3.2%

1.3%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

入園前の幼稚園の預かり保育

認定こども園

認定こども園の一時預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

家庭保育室

居宅訪問型保育

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援センター・児童発達支援事業所

その他

無回答

現在の利用

利用意向
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項目 度数 構成比 H25

幼稚園（通常の就園時間の利用） 851 65.7% 69.6%

幼稚園の預かり保育（通常の就園に加え、
就園時間を延長して預かる事業【定期的な利用の場合】）

523 40.4% 29.9%

入園前の幼稚園の預かり保育 266 20.5% 18.4%

認定こども園（教育(1号)認定による通常の教育時間の利用） 236 18.2%

認定こども園の一時預かり保育
（通常の教育時間に加え、延長して預かる事業）

149 11.5%

認可保育所（市等の認可を受けた施設） 512 39.5% 37.6%

認定こども園（保育(2号・3号)認定による利用） 148 11.4%

小規模保育施設
（市等の認可を受け、低年齢児を対象に少人数の子どもを保育する施設）

72 5.6% 6.1%

家庭的保育
（市等の認可を受け、保育者の家庭等で人以下の子どもを保育する事業）

23 1.8% 3.1%

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設） 130 10.0% 12.2%

家庭保育室（市等の指定を受けた認可外保育施設） 18 1.4% 3.5%

居宅訪問型保育
（ベビーシッターのように、保育者が子どもの家庭を訪問し保育する事業）

47 3.6% 2.9%

その他の認可外の保育施設 21 1.6% 1.4%

ファミリー・サポート・センター（地域における子育ての援助活動、
保育所等への送迎や学童保育終了後の預かりを行う事業）

159 12.3% 10.4%

児童発達支援センター・児童発達支援事業所（心身に障害または発達の
遅れがある就学前児童に、集団生活への適応訓練などを行う施設）

42 3.2%

その他 17 1.3% 1.7%

無回答 23 1.8% 1.9%

回答者数 1,295

全回答数 3,237
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利用したい教育・保育事業の場所については、「市内」が 94.4%と最も高く、「他の

市町村」は 3.4%となっています。なお、他の市町村という回答では、「鶴ヶ島市」が

13 件、「ふじみ野市」が 11 件となっています。

（他の市町村内訳）

問 16－1 教育・保育事業を利用したい場所

項目 度数 構成比 H25

鶴ヶ島市 13 29.5% 28.9%

ふじみ野市 11 25.0% 34.2%

坂戸市 6 13.6% 10.5%

日高市 4 9.1% 10.5%

狭山市 2 4.5% 5.3%

富士見市 2 4.5% 2.6%

桶川市 1 2.3%

越谷市 1 2.3%

さいたま市 1 2.3%

飯能市 1 2.3%

横浜市 1 2.3%

所沢市 2.6%

江戸川区 2.6%

どこでもよい 1 2.3%

無回答 4 9.1% 2.6%

回答者数 44

非該当 1,251

合計 1,295

全回答数 48

項目 度数 構成比 H25

市内 1,222 94.4% 91.0%

他の市町村 44 3.4% 2.7%

無回答 29 2.2% 6.4%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

市内

94.4%

他の市町村

3.4%

無回答

2.2%
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※問 16で「幼稚園」または「幼稚園の預かり保育」を選び、かつそれ以外の事業も選んだ人を集

計。

利用したい教育・保育事業として幼稚園を強く希望するかについては、「はい」が

73.4%、「いいえ」が 22.4%と「はい」の割合が大きく上回っています。

送迎保育事業の利用希望は、「利用したいと思わない」が 76.3%と最も高く、次いで

「週に数日利用したい」が 8.4%、「ほぼ毎日利用したい」が 7.6%となっています。

利用したい時間帯については、希望開始時刻は、「7 時から」が 44.6%、希望終了時

刻は、「20 時まで」が 26.8%とそれぞれ最も高くなっています。

問 16－2 幼稚園の利用を希望するか（複数回答）

問 17 送迎保育事業の利用希望

項目 度数 構成比

はい 361 73.4%

いいえ 110 22.4%

無回答 21 4.3%

回答者数 492 100.0%

非該当 803

合計 1,295

はい

73.4%

いいえ

22.4%

無回答

4.3%

76.3%

7.6%

8.4%

6.2%

1.5%

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

利用したいと思わない

ほぼ毎日利用したい

週に数日利用したい

月に数日利用したい

無回答

項目 度数 構成比

利用したいと思わない 988 76.3%

ほぼ毎日利用したい 98 7.6%

週に数日利用したい 109 8.4%

月に数日利用したい 80 6.2%

無回答 20 1.5%

回答者数 1,295 100.0%
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■希望開始時刻

■希望終了時刻

項目 度数 構成比

6時前 1 0.3%

6時から 39 13.6%

7時から 128 44.6%

8時から 58 20.2%

9時から 14 4.9%

10時以降 25 8.7%

無回答 22 7.7%

回答者数 287 100.0%

非該当 1,008

合計 1,295

0.3%

13.6%

44.6%

20.2%

4.9%

8.7%

7.7%

0% 20% 40% 60%

6時前

6時から

7時から

8時から

9時から

10時以降

無回答

項目 度数 構成比

15時以前 9 3.1%

15時まで 7 2.4%

16時まで 17 5.9%

17時まで 20 7.0%

18時まで 49 17.1%

19時まで 66 23.0%

20時まで 77 26.8%

21時まで 16 5.6%

22時以降 5 1.7%

無回答 21 7.3%

回答者数 287 100.0%

非該当 1,008

合計 1,295

3.1%

2.4%

5.9%

7.0%

17.1%

23.0%

26.8%

5.6%

1.7%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40%

15時以前

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

22時以降

無回答
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※問 17 で「利用したい」を選んだ人を集計。

自宅から保育ステーションまでの送迎方法については、「車」が 50.5％と最も高く、

次いで「自転車」が 41.1%、「徒歩」が 28.2%となっています。

送迎先の施設の種類については、「保育園」が 58.2%と最も高く、次いで「幼稚園」

が 52.6%となっています。

送迎先の地域(最寄駅)については、「川越駅」が 44.6%と最も高く、次いで「川越市

駅」が 22.6%、「本川越駅」が 22.3%となっています。

■保育ステーションまでの送迎方法

■送迎先の施設の種類

問 17－1 自宅から保育ステーションまでの送迎方法と希望の施設、地域

項目 度数 構成比

徒歩 81 28.2%

自転車 118 41.1%

車 145 50.5%

バス 42 14.6%

電車 65 22.6%

その他 0 0.0%

無回答 6 2.1%

回答者数 287

非該当 1,008

合計 1,295

全回答数 457

28.2%

41.1%

50.5%

14.6%

22.6%

0.0%

2.1%

0% 20% 40% 60%

徒歩

自転車

車

バス

電車

その他

無回答

項目 度数 構成比

幼稚園 151 52.6%

保育園 167 58.2%

認定こども園 51 17.8%

小規模保育 24 8.4%

事業所内保育 18 6.3%

その他 7 2.4%

無回答 15 5.2%

回答者数 287

非該当 1,008

合計 1,295

全回答数 433

52.6%

58.2%

17.8%

8.4%

6.3%

2.4%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園

保育園

認定こども園

小規模保育

事業所内保育

その他

無回答
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■送迎先の地域（最寄駅）

項目 度数 構成比

川越駅 128 44.6%

川越市駅 65 22.6%

本川越駅 64 22.3%

西川越駅 16 5.6%

霞ヶ関駅 42 14.6%

的場駅 18 6.3%

笠幡駅 9 3.1%

鶴ヶ島駅 23 8.0%

南大塚駅 31 10.8%

南古谷駅 21 7.3%

新河岸駅 41 14.3%

上福岡駅 18 6.3%

その他 5 1.7%

無回答 9 3.1%

回答者数 287

非該当 1,008

合計 1,295

全回答数 490

44.6%

22.6%

22.3%

5.6%

14.6%

6.3%

3.1%

8.0%

10.8%

7.3%

14.3%

6.3%

1.7%

3.1%

0% 20% 40% 60%

川越駅

川越市駅

本川越駅

西川越駅

霞ヶ関駅

的場駅

笠幡駅

鶴ヶ島駅

南大塚駅

南古谷駅

新河岸駅

上福岡駅

その他

無回答
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※問 17 で「利用したいと思わない」を選んだ人を集計

送迎保育事業を希望しない理由は、「現状の保育所等の利用だけで足りている」が

69.3%と最も高く、次いで「利用したいが、事業の場所(本川越駅周辺)は、他の駅(□

□駅)の方が良い」が 15.0%となっています。なお、他の駅との回答では、川越駅が

56 件と最も多くなっています。

■他の駅

問 17－2 利用したいと思わない理由

項目 度数 構成比

現状の保育所等の利用だけで足りている 685 69.3%

利用したいが、事業の場所（本川越駅周辺）は、
他の駅（□□駅）の方が良い

148 15.0%

利用したいが、保育ステーションまでの送迎手段がない 45 4.6%

利用したいが、時間的な都合により送迎することができない 64 6.5%

その他 130 13.2%

無回答 61 6.2%

回答者数 988

非該当 307

合計 1,295

全回答数 1,133

69.3%

15.0%

4.6%

6.5%

13.2%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80%

現状の保育所等の利用だけで足りている

利用したいが、事業の場所（本川越駅周辺）は、

他の駅（□□駅）の方が良い

利用したいが、保育ステーションまでの送迎手段がない

利用したいが、時間的な都合により

送迎することができない

その他

無回答

項目 度数 構成比

川越駅 56 37.8%

新河岸駅 19 12.8%

南古谷駅 16 10.8%

鶴ヶ島駅 13 8.8%

霞ヶ関駅 11 7.4%

南大塚駅 8 5.4%

川越市駅 6 4.1%

上福岡駅 6 4.1%

笠幡駅 3 2.0%

的場駅 2 1.4%

無回答 19 12.8%

回答者数 148

非該当 1,147

合計 1,295

全回答数 159
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地域の子育て支援事業の利用状況について

地域子育て支援拠点事業の利用状況は、「地域子育て支援拠点事業」を利用している

が 14.4%に対し、「その他当該自治体で実施している類似の事業」は 2.6％、「利用し

ていない」は 79.1%となっています。

地域子育て支援拠点事業の利用回数は、１週当たりでは、「1 回」が 21.4%、1 ヶ月

当たりでは、「1 回～3 回」が 56.7%とそれぞれ最も高くなっています。

■地域子育て支援事業

（１週当たりの回数）

問 18 地域子育て支援拠点事業等の利用状況（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

1回 40 21.4% 22.7%

2回 21 11.2% 14.1%

3回 11 5.9% 2.2%

4回 3 1.6% 1.5%

5回 5 2.7% 0.7%

無回答 107 57.2% 58.7%

回答者数 187 100.0% 100.0%

非該当 1,108

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

地域子育て支援拠点事業 187 14.4% 18.8%

その他当該自治体で実施している類似の事業 34 2.6% 3.4%

利用していない 1,024 79.1% 77.9%

無回答 73 5.6% 2.0%

回答者数 1,295

全回答数 1,318

14.4%

2.6%

79.1%

5.6%

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

地域子育て支援拠点事業

その他当該自治体で実施している類似の事業

利用していない

無回答

21.4%

11.2%

5.9%

1.6%

2.7%

57.2%

0% 20% 40% 60% 80%

1回

2回

3回

4回

5回

無回答
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（１ヶ月当たりの回数）

■その他該当自治体で実施している類似の事業

（１週当たりの回数）

（１ヶ月当たりの回数）

項目 度数 構成比 H25

１回 4 11.8% 34.7%

２回 6 17.6% 24.5%

３回 2 5.9% 10.2%

４回 1 2.9% 6.1%

５回以上 2 5.9% 6.1%

無回答 19 55.9% 18.4%

回答者数 34 100.0% 100.0%

非該当 1,261

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1回 1 2.9% 26.5%

2回 11 32.4% 2.0%

3回 1 2.9% 2.0%

4回 3 8.8% 2.0%

無回答 18 52.9% 67.3%

回答者数 34 100.0% 100.0%

非該当 1,261

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1回～3回 106 56.7% 61.0%

4回～10回 24 12.8% 12.6%

11回以上 5 2.7% 0.7%

無回答 52 27.8% 25.7%

回答者数 187 100.0% 100.0%

非該当 1,108

合計 1,295

56.7%

12.8%

2.7%

27.8%

0% 20% 40% 60% 80%

1回～3回

4回～10回

11回以上

無回答

2.9%

32.4%

2.9%

8.8%

52.9%

0% 20% 40% 60% 80%

1回

2回

3回

4回

無回答

11.8%

17.6%

5.9%

2.9%

5.9%

55.9%

0% 20% 40% 60% 80%

１回

２回

３回

４回

５回以上

無回答
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地域子育て支援拠点事業の利用の意向は、「利用していないが、今後利用したい

(27.1％)」と「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい(7.2％)」の合計割

合が 34.3%に対し、「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」が

57.6％となっています。

利用していないが、今後利用したい人の利用希望回数は、1 週間当たりでは「１回」

が 14.0%、1 ヶ月当たりでは「1 回～3 回」が 28.5%とそれぞれ最も高くなっていま

す。

利用回数を更に増やしたい人の利用希望回数は、1 週間当たりでは「1 回」が 16.1%、

１ヶ月当たりでは「1 回～5 回」が 49.5%とそれぞれ最も高くなっています。

■利用していないが今後利用したい

（1 週当たりの回数）

（１ヶ月当たりの回数）

問 19 地域子育て支援拠点事業についての利用希望

項目 度数 構成比 H25

1回 49 14.0% 33.0%

2回 11 3.1% 10.8%

3回 4 1.1% 2.0%

4回 2 0.6% 0.6%

5回 1 0.3% 0.3%

6回 0 0.0%

7回 1 0.3%

無回答 283 80.6% 53.4%

回答者数 351 100.0% 100.0%

非該当 944

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

利用していないが、今後利用したい 351 27.1% 24.6%

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 93 7.2% 11.6%

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 746 57.6% 57.5%

無回答 105 8.1% 6.3%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

14.0%

3.1%

1.1%

0.6%

0.3%

0.0%

0.3%

80.6%

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

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

27.1%

7.2%

57.6%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80%

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

無回答



Ⅱ 調査結果

58

■利用回数を更に増やしたい

（1 週当たりの回数）

（１ヶ月当たりの回数）

項目 度数 構成比 H25

１回～５回 46 49.5% 55.4%

６回～10回 14 15.1% 4.8%

11回以上 3 3.2% 2.4%

無回答 30 32.3% 37.3%

回答者数 93 100.0% 100.0%

非該当 1202

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１回 15 16.1% 31.9%

２回 14 15.1% 16.3%

３回 7 7.5% 4.8%

４回 3 3.2% 0.6%

５回 1 1.1% 0.6%

６回 0 0.0% 0.0%

７回 0 0.0% 0.0%

無回答 53 57.0% 45.6%

回答者数 93 100.0% 100.0%

非該当 1,202

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1回～3回 100 28.5% 54.5%

4回～10回 18 5.1% 16.8%

11回～20回 1 0.3% 1.4%

21回以上 1 0.3%

無回答 231 65.8% 27.3%

回答者数 351 100.0% 100.0%

非該当 944

合計 1,295

28.5%

5.1%

0.3%

0.3%

65.8%

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

1回～3回

4回～10回

11回～20回

21回以上

無回答

16.1%

15.1%

7.5%

3.2%

1.1%

0.0%

0.0%

57.0%

0% 20% 40% 60% 80%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

49.5%

15.1%

3.2%

32.3%

0% 20% 40% 60%

１回～５回

６回～10回

11回以上

無回答
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認知度については、「保健センターの情報・相談事業(75.8％)」、「母親(父親)学級、

両親学級、育児学級(73.4％)」、「子育て支援情報誌こえどちゃん(71.2％)」の割合が

いずれも 7 割を超え高くなっています。

■認知度

問 20 市で実施している事業の認知度、利用経験、利用希望

はい いいえ 無回答 回答者数 はい いいえ 無回答 回答者数

母親(父親)学級、両親学級、育児学級 951 251 93 1,295 73.4% 19.4% 7.2% 100.0%

H25 1,026 324 82 1,432 71.6% 22.6% 5.7% 100.0%

保健センターの情報・相談事業 981 222 92 1,295 75.8% 17.1% 7.1% 100.0%

H25 1,075 275 82 1,432 75.1% 19.2% 5.7% 100.0%

家庭教育に関する学級・講座 459 744 92 1,295 35.4% 57.5% 7.1% 100.0%

H25 520 830 82 1,432 36.3% 58.0% 5.7% 100.0%

家庭児童相談事業 605 605 85 1,295 46.7% 46.7% 6.6% 100.0%

H25 669 689 74 1,432 46.7% 48.1% 5.2% 100.0%

教育相談センター・教育相談室 583 612 100 1,295 45.0% 47.3% 7.7% 100.0%

H25 621 733 78 1,432 43.4% 51.2% 5.4% 100.0%

保育所や幼稚園の園庭等の開放 889 310 96 1,295 68.6% 23.9% 7.4% 100.0%

H25 955 390 87 1,432 66.7% 27.2% 6.1% 100.0%

幼稚園の未就園児教室（親子教室） 886 304 105 1,295 68.4% 23.5% 8.1% 100.0%

H25 1,003 344 85 1,432 70.0% 24.0% 5.9% 100.0%

子育て支援のホームページ 791 406 98 1,295 61.1% 31.4% 7.6% 100.0%

H25 733 627 72 1,432 51.2% 43.8% 5.0% 100.0%

子育て支援情報誌こえどちゃん 922 268 105 1,295 71.2% 20.7% 8.1% 100.0%

H25 852 509 71 1,432 59.5% 35.5% 5.0% 100.0%

子育て支援情報メール配信 346 853 96 1,295 26.7% 65.9% 7.4% 100.0%

H25 436 925 71 1,432 30.4% 64.6% 5.0% 100.0%

利用者支援事業（母子保健コーディネーター） 197 1,008 90 1,295 15.2% 77.8% 6.9% 100.0%

利用者支援事業（子育て支援コーディネーター） 200 1,005 90 1,295 15.4% 77.6% 6.9% 100.0%

利用者支援事業（保育コンシェルジュ） 242 958 95 1,295 18.7% 74.0% 7.3% 100.0%

項　　　目
度　　　数 構　成　比

73.4%

75.8%

35.4%

46.7%

45.0%

68.6%

68.4%

61.1%

71.2%

26.7%

15.2%

15.4%

18.7%

19.4%

17.1%

57.5%

46.7%

47.3%

23.9%

23.5%

31.4%

20.7%

65.9%

77.8%

77.6%

74.0%

7.2%

7.1%

7.1%

6.6%

7.7%

7.4%

8.1%

7.6%

8.1%

7.4%

6.9%

6.9%

7.3%

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

母親(父親)学級、両親学級、育児学級

保健センターの情報・相談事業

家庭教育に関する学級・講座

家庭児童相談事業

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等の開放

幼稚園の未就園児教室（親子教室）

子育て支援のホームページ

子育て支援情報誌こえどちゃん

子育て支援情報メール配信

利用者支援事業（母子保健コーディネーター）

利用者支援事業（子育て支援コーディネーター）

利用者支援事業（保育コンシェルジュ）

はい いいえ 無回答
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■利用度

利用度については、「子育て支援情報誌こえどちゃん」が 51.6％と最も高くなって

います。また、「保育所や幼稚園の園庭等の開放(35.3％)」、「幼稚園の未就園児教室(親子

教室)(34.3％)」、「母親(父親)学級、両親学級、育児学級(32.7％)」、「子育て支援のホー

ムページ(31.6％)」の 5 項目がいずれも 3 割を超え比較的高くなっています。

32.7%

28.1%

5.9%

3.5%

4.2%

35.3%

34.3%

31.6%

51.6%

12.6%

2.1%

1.6%

3.9%

55.9%

59.4%

79.6%

81.9%

79.5%

53.3%

55.1%

56.5%

37.3%

74.0%

83.2%

83.9%

81.3%

11.4%

12.5%

14.5%

14.7%

16.3%

11.4%

10.7%

11.9%

11.1%

13.4%

14.7%

14.5%

14.7%

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

母親(父親)学級、両親学級、育児学級

保健センターの情報・相談事業

家庭教育に関する学級・講座

家庭児童相談事業

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等の開放

幼稚園の未就園児教室（親子教室）

子育て支援のホームページ

子育て支援情報誌こえどちゃん

子育て支援情報メール配信

利用者支援事業（母子保健コーディネーター）

利用者支援事業（子育て支援コーディネーター）

利用者支援事業（保育コンシェルジュ）

はい いいえ 無回答

はい いいえ 無回答 回答者数 はい いいえ 無回答 回答者数

母親(父親)学級、両親学級、育児学級 423 724 148 1,295 32.7% 55.9% 11.4% 100.0%

H25 493 812 127 1,432 34.4% 56.7% 8.9% 100.0%

保健センターの情報・相談事業 364 769 162 1,295 28.1% 59.4% 12.5% 100.0%

H25 431 861 140 1,432 30.1% 60.1% 9.8% 100.0%

家庭教育に関する学級・講座 76 1,031 188 1,295 5.9% 79.6% 14.5% 100.0%

H25 104 1,148 180 1,432 7.3% 80.2% 12.6% 100.0%

家庭児童相談事業 45 1,060 190 1,295 3.5% 81.9% 14.7% 100.0%

H25 34 1,212 186 1,432 2.4% 84.6% 13.0% 100.0%

教育相談センター・教育相談室 55 1,029 211 1,295 4.2% 79.5% 16.3% 100.0%

H25 47 1,198 187 1,432 3.3% 83.7% 13.1% 100.0%

保育所や幼稚園の園庭等の開放 457 690 148 1,295 35.3% 53.3% 11.4% 100.0%

H25 477 824 131 1,432 33.3% 57.5% 9.1% 100.0%

幼稚園の未就園児教室（親子教室） 444 713 138 1,295 34.3% 55.1% 10.7% 100.0%

H25 474 827 131 1,432 33.1% 57.8% 9.1% 100.0%

子育て支援のホームページ 409 732 154 1,295 31.6% 56.5% 11.9% 100.0%

H25 304 964 164 1,432 21.2% 67.3% 11.5% 100.0%

子育て支援情報誌こえどちゃん 668 483 144 1,295 51.6% 37.3% 11.1% 100.0%

H25 577 708 147 1,432 40.3% 49.4% 10.3% 100.0%

子育て支援情報メール配信 163 958 174 1,295 12.6% 74.0% 13.4% 100.0%

H25 162 1,094 176 1,432 11.3% 76.4% 12.3% 100.0%

利用者支援事業（母子保健コーディネーター） 27 1,077 191 1,295 2.1% 83.2% 14.7% 100.0%

利用者支援事業（子育て支援コーディネーター） 21 1,086 188 1,295 1.6% 83.9% 14.5% 100.0%

利用者支援事業（保育コンシェルジュ） 51 1,053 191 1,295 3.9% 81.3% 14.7% 100.0%

項　　　目
度　　　数 構　成　比
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■利用意向

今後の利用意向は、「子育て支援情報誌こえどちゃん」が 54.4％と最も高く、次い

で「子育て支援のホームページ」が 51.2％となっています。

また、現在未実施の「子育てアプリ」は 50.9％と半数以上の方が利用意向を示して

います。

はい いいえ 無回答 回答者数 はい いいえ 無回答 回答者数

母親(父親)学級、両親学級、育児学級 369 739 187 1,295 28.5% 57.1% 14.4% 100.0%

H25 437 782 213 1,432 30.5% 54.6% 14.9% 100.0%

保健センターの情報・相談事業 511 595 189 1,295 39.5% 45.9% 14.6% 100.0%

H25 647 581 204 1,432 45.2% 40.6% 14.2% 100.0%

家庭教育に関する学級・講座 414 693 188 1,295 32.0% 53.5% 14.5% 100.0%

H25 512 720 200 1,432 35.8% 50.3% 14.0% 100.0%

家庭児童相談事業 341 769 185 1,295 26.3% 59.4% 14.3% 100.0%

H25 417 807 208 1,432 29.1% 56.4% 14.5% 100.0%

教育相談センター・教育相談室 410 681 204 1,295 31.7% 52.6% 15.8% 100.0%

H25 491 727 214 1,432 34.3% 50.8% 14.9% 100.0%

保育所や幼稚園の園庭等の開放 640 481 174 1,295 49.4% 37.1% 13.4% 100.0%

H25 826 423 183 1,432 57.7% 29.5% 12.8% 100.0%

幼稚園の未就園児教室（親子教室） 511 599 185 1,295 39.5% 46.3% 14.3% 100.0%

H25 664 584 184 1,432 46.4% 40.8% 12.8% 100.0%

子育て支援のホームページ 663 440 192 1,295 51.2% 34.0% 14.8% 100.0%

H25 734 495 203 1,432 51.3% 34.6% 14.2% 100.0%

子育て支援情報誌こえどちゃん 705 396 194 1,295 54.4% 30.6% 15.0% 100.0%

H25 768 472 192 1,432 53.6% 33.0% 13.4% 100.0%

子育て支援情報メール配信 458 657 180 1,295 35.4% 50.7% 13.9% 100.0%

H25 548 683 201 1,432 38.3% 47.7% 14.0% 100.0%

利用者支援事業（母子保健コーディネーター） 305 794 196 1,295 23.6% 61.3% 15.1% 100.0%

利用者支援事業（子育て支援コーディネーター） 334 769 192 1,295 25.8% 59.4% 14.8% 100.0%

利用者支援事業（保育コンシェルジュ） 341 758 196 1,295 26.3% 58.5% 15.1% 100.0%

子育てアプリ※現在未実施 659 435 201 1,295 50.9% 33.6% 15.5% 100.0%

項　　　目
度　　　数 構　成　比

28.5%

39.5%

32.0%

26.3%

31.7%

49.4%

39.5%

51.2%

54.4%

35.4%

23.6%

25.8%

26.3%

50.9%

57.1%

45.9%

53.5%

59.4%

52.6%

37.1%

46.3%

34.0%

30.6%

50.7%

61.3%

59.4%

58.5%

33.6%

14.4%

14.6%

14.5%

14.3%

15.8%

13.4%

14.3%

14.8%

15.0%

13.9%

15.1%

14.8%

15.1%

15.5%

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

母親(父親)学級、両親学級、育児学級

保健センターの情報・相談事業

家庭教育に関する学級・講座

家庭児童相談事業

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等の開放

幼稚園の未就園児教室（親子教室）

子育て支援のホームページ

子育て支援情報誌こえどちゃん

子育て支援情報メール配信

利用者支援事業（母子保健コーディネーター）

利用者支援事業（子育て支援コーディネーター）

利用者支援事業（保育コンシェルジュ）

子育てアプリ※現在未実施

はい いいえ 無回答
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土曜・休日や長期休暇中の保育事業の利用希望について

（１）土曜日の利用希望

土曜日の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、「利用する必要はない」が 62.8%

に対し、「月に１～２回は利用したい(26.3％)」と「ほぼ毎週利用したい(8.4％)」の合

計割合は 34.7％となっています。

また、利用したい時間帯は、登園時刻では、「８時」が 41.1%、帰園時刻では「18

時」が 32.2%とそれぞれ最も高くなっています。

更に 1 日当たりの利用希望時間は、「7 時間～10 時間」が 59.8%と最も高くなって

います。

■利用時間帯

※問21（1）で「ほぼ毎週利用したい」、「月に１～２回は利用したい」を選んだ人を集計。

（登園時刻）

問 21 土曜日と日曜日・祝日における事業の利用希望

項目 度数 構成比 H25

利用する必要はない 813 62.8% 67.4%

ほぼ毎週利用したい 109 8.4% 8.8%

月に１～２回は利用したい 341 26.3% 22.4%

無回答 32 2.5% 1.4%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

利用する必要はない

62.8%

ほぼ毎週

利用したい 8.4%

月に１～２回は

利用したい 26.3%

無回答 2.5%

1.6%

18.9%

41.1%

30.4%

4.9%

0.2%

0.7%

2.2%

0% 20% 40% 60%

６時以前

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

項目 度数 構成比 H25

６時以前 7 1.6% 0.7%

７時 85 18.9% 9.4%

８時 185 41.1% 36.0%

９時 137 30.4% 39.8%

10時 22 4.9% 9.2%

11時 1 0.2% 0.4%

12時以降 3 0.7% 3.4%

無回答 10 2.2% 1.1%

回答者数 450 100.0% 100.0%

非該当 845

合計 1,295
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（帰園時刻）

■1 日当たりの利用時間

項目 度数 構成比 H25

1時間～3時間 12 2.7% 6.3%

4時間～6時間 70 15.6% 24.4%

7時間～10時間 269 59.8% 55.7%

11時間以上 87 19.3% 12.5%

無回答 12 2.7% 1.1%

回答者数 450 100.0% 100.0%

非該当 845

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

11時以前 1 0.2% 0.9%

12時 11 2.4% 5.4%

13時 14 3.1% 2.9%

14時 18 4.0% 9.6%

15時 57 12.7% 11.9%

16時 44 9.8% 11.2%

17時 99 22.0% 22.6%

18時 145 32.2% 24.4%

19時以降 52 11.6% 10.1%

無回答 9 2.0% 1.1%

回答者数 450 100.0% 100.0%

非該当 845

合計 1,295

2.7%

15.6%

59.8%

19.3%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

0.2%

2.4%

3.1%

4.0%

12.7%

9.8%

22.0%

32.2%

11.6%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40%

11時以前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答
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（２） 日曜・祝日の利用希望

日曜・祝日の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、「利用する必要はない」が

76.0%に対し、「月に１～２回は利用したい(18.1％)」と「ほぼ毎週利用したい(2.6％)」

の合計割合は 20.7％となっています。

また、利用したい時間帯は、登園時刻では、「8 時」が 43.3%、帰園時刻では「18

時」が 33.6%とそれぞれ最も高くなっています。

更に 1 日当たりの利用希望時間は、「7 時間～10 時間」が 58.6%と最も高くなって

います。

■利用時間帯

※問21（2）で「ほぼ毎週利用したい」、「月に１～２回は利用したい」を選んだ人を集計。

（登園時刻）

項目 度数 構成比 H25

６時以前 3 1.1% 1.3%

７時 49 18.3% 11.8%

８時 116 43.3% 30.3%

９時 69 25.7% 40.3%

10時 18 6.7% 8.8%

11時 1 0.4% 0.8%

12時 2 0.7% 1.3%

13時以降 1 0.4% 2.9%

無回答 9 3.4% 2.5%

回答者数 268 100.0% 100.0%

非該当 1,027

合計 1,295

利用する必要はない

76.0%

ほぼ毎週

利用したい 2.6%

月に１～２回は

利用したい 18.1%

無回答 3.3%

1.1%

18.3%

43.3%

25.7%

6.7%

0.4%

0.7%

0.4%

3.4%

0% 20% 40% 60%

６時以前

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

項目 度数 構成比 H25

利用する必要はない 984 76.0% 81.5%

ほぼ毎週利用したい 34 2.6% 2.8%

月に１～２回は利用したい 234 18.1% 13.8%

無回答 43 3.3% 1.9%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%
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（帰園時刻）

■1 日当たりの利用時間

項目 度数 構成比 H25

1時間～3時間 7 2.6% 5.0%

4時間～6時間 38 14.2% 21.4%

7時間～10時間 157 58.6% 55.5%

11時間以上 57 21.3% 15.5%

無回答 9 3.4% 2.5%

回答者数 268 100.0% 100.0%

非該当 1,027

合計 1,295

2.6%

14.2%

58.6%

21.3%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

3.4%

1.9%

3.0%

10.4%

11.2%

18.7%

33.6%

15.3%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

項目 度数 構成比 H25

12時以前 9 3.4% 3.8%

13時 5 1.9% 2.1%

14時 8 3.0% 5.9%

15時 28 10.4% 12.2%

16時 30 11.2% 10.9%

17時 50 18.7% 23.5%

18時 90 33.6% 24.8%

19時以降 41 15.3% 14.3%

無回答 7 2.6% 2.5%

回答者数 268 100.0% 100.0%

非該当 1,027

合計 1,295
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※問21の（１）もしくは（２）で、「月に１～２回は利用したい」を選んだ人を集計。

土曜日や日曜・祝日の教育・保育の事業を毎週でなく、たまに利用したい理由は、「月

に数回仕事が入るため」が 63.9%と最も高く、次いで「平日に済ませられない用事を

まとめて済ませるため」が 40.2%、「息抜きのため」が 35.1%となっています。

幼稚園利用者の夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の定期的な教育・保育の事業の

利用希望は、「利用する必要はない」が 29.5％に対し、「休みの期間中、週に数日利用

したい(34.8％)」と「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい(11.1％)」の合計割合は

45.9％となっています。

また、利用したい時間帯は、登園時刻では、「9 時」が 49.7%、帰園時刻では「15

時」が 25.5%とそれぞれ最も高くなっています。

さらに、１日当たりの利用希望時間は、「7 時間～10 時間」が 57.5%と最も高くな

っています。

問 21－1 たまに利用したい理由（複数回答）

問 22 幼稚園利用者の長期休暇期間中の事業の利用希望

項目 度数 構成比 H25

月に数回仕事が入るため 251 63.9% 51.7%

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 158 40.2% 31.3%

親族の介護や手伝いが必要なため 6 1.5% 2.9%

息抜きのため 138 35.1% 32.6%

その他 51 13.0% 12.7%

無回答 16 4.1% 9.8%

回答者数 393

非該当 902

合計 1,295

全回答数 620

63.9%

40.2%

1.5%

35.1%

13.0%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

無回答

29.5%

11.1%

34.8%

24.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利用する必要はない

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい

無回答
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■利用時間帯

（登園時刻）

（帰園時刻）

項目 度数 構成比 H25

12時 5 1.6% 3.4%

13時 8 2.5% 1.4%

14時 54 17.0% 19.7%

15時 81 25.5% 33.1%

16時 48 15.1% 14.8%

17時 65 20.4% 12.1%

18時 40 12.6% 10.7%

19時以降 15 4.7% 2.4%

無回答 2 0.6% 2.4%

回答者数 318 100.0% 100.0%

非該当 977

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

６時 3 0.9%

７時 13 4.1% 3.1%

８時 126 39.6% 30.0%

９時 158 49.7% 55.5%

１０時 16 5.0% 9.0%

無回答 2 0.6% 2.4%

回答者数 318 100.0% 100.0%

非該当 977

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

利用する必要はない 204 29.5% 41.7%

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 77 11.1% 13.0%

休みの期間中、週に数日利用したい 241 34.8% 44.0%

無回答 170 24.6% 1.4%

回答者数 692 100.0% 100.0%

非該当 603

合計 1,295

0.9%

4.1%

39.6%

49.7%

5.0%

0.6%

0% 20% 40% 60%

６時

７時

８時

９時

１０時

無回答

1.6%

2.5%

17.0%

25.5%

15.1%

20.4%

12.6%

4.7%

0.6%

0% 10% 20% 30%

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答
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■1 日当たりの利用時間

※問 22 で「週に数日利用したい」を選んだ人を集計。

幼稚園利用者の夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の定期的な教育・保育の事業を

毎日ではなく、たまに利用したい理由は、「週に数回仕事が入るため」が 53.1%と最も

高く、次いで「買い物等の用事をまとめて済ませるため」が 41.4%、「リフレッシュの

ため」が 41.0%となっています。

問 22－1 「幼稚園」を利用している方が長期休暇期間中、たまに利用したい理

由（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

週に数回仕事が入るため 128 53.1% 37.1%

買い物等の用事をまとめて済ませるため 101 41.9% 48.2%

親等親族の介護や手伝いが必要なため 7 2.9% 2.2%

リフレッシュのため 99 41.1% 46.4%

その他 34 14.1% 21.0%

無回答 6 2.5% 0.9%

回答者数 241

非該当 1,054

合計 1,295

全回答数 400

項目 度数 構成比 H25

1時間～3時間 5 1.6% 2.4%

4時間～6時間 110 34.6% 48.6%

7時間～10時間 183 57.5% 43.1%

11時間以上 18 5.7% 3.4%

無回答 2 0.6% 2.4%

回答者数 318 100.0% 100.0%

非該当 977

合計 1,295

53.1%

41.9%

2.9%

41.1%

14.1%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

週に数回仕事が入るため

買い物等の用事をまとめて済ませるため

親等親族の介護や手伝いが必要なため

リフレッシュのため

その他

無回答

1.6%

34.6%

57.5%

5.7%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答
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病気の際の対応について

※問 15 で「利用している」を選んだ人を集計。

平日の定期的な教育・保育の事業の利用者のうち、子どもの病気やケガで通常の事業

が利用できなかった経験は、「あった」が 71.9%に対し、「なかった」が 25.1%と「あ

った」の割合が上回っています。

※問 23 で「あった」を選んだ人を集計。

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の、この１年間に行った対

処方法は、「母親が休んだ」が 70.3%と最も高く、次いで「(同居者を含む)親族・知人

に子どもをみてもらった」が 31.0%、「父親が休んだ」が 26.2%となっています。

問 23 子どもが病気等で通常の事業が利用できなかったことはありますか

問 23－1 事業が利用できなかった場合の対処方法

項目 度数 構成比 H25

あった 701 71.9% 67.9%

なかった 245 25.1% 29.5%

無回答 29 3.0% 2.6%

回答者数 975 100.0% 100.0%

非該当 320

合計 1,295

26.2%

70.3%

31.0%

25.4%

4.4%

0.1%

1.1%

2.0%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80%

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

子どもだけ（本人のみ、きょうだいのみを含む）で留守番をさせた

その他

無回答

あった

71.9%

なかった

25.1%

無回答

3.0%
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■年間対処日数

（父親が休んだ） （母親が休んだ）

（親族・知人に子どもをみてもらった） （就労していない保護者がみた）

（病児・病後児保育を利用） （ベビーシッターを利用）

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 1 100.0% 0.0%

６日～10日 0 0.0% 0.0%

11日～20日 0 0.0% 0.0%

21日～30日 0 0.0% 0.0%

31日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 1 100.0% 0.0%

非該当 1,294

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 22 71.0% 93.3%

６日～10日 6 19.4% 0.0%

11日～20日 2 6.5% 0.0%

21日～30日 1 3.2% 0.0%

31日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 6.7%

回答者数 31 100.0% 100.0%

非該当 1,264

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 105 59.0% 51.0%

６日～10日 50 28.1% 29.7%

11日～20日 15 8.4% 7.3%

21日～30日 1 0.6% 2.6%

31日以上 2 1.1% 1.0%

無回答 5 2.8% 8.3%

回答者数 178 100.0% 100.0%

非該当 1,117

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 149 68.7% 60.0%

６日～10日 46 21.2% 22.6%

11日～20日 14 6.5% 7.2%

21日～30日 2 0.9% 0.5%

31日以上 1 0.5% 2.1%

無回答 5 2.3% 7.7%

回答者数 217 100.0% 100.0%

非該当 1,078

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 248 50.3% 51.1%

６日～10日 148 30.0% 27.9%

11日～20日 64 13.0% 10.1%

21日～30日 14 2.8% 2.7%

31日以上 5 1.0% 2.1%

無回答 14 2.8% 6.1%

回答者数 493 100.0% 100.0%

非該当 802

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 158 85.9% 83.3%

６日～10日 17 9.2% 11.1%

11日～20日 5 2.7% 0.0%

21日～30日 0 0.0% 0.0%

31日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 4 2.2% 5.6%

回答者数 184 100.0% 100.0%

非該当 1,111

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

父親が休んだ 184 26.2% 18.0%

母親が休んだ 493 70.3% 62.7%

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 217 31.0% 32.5%

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 178 25.4% 32.0%

病児・病後児の保育を利用した 31 4.4% 2.5%

ベビーシッターを利用した 1 0.1% 0.0%

子どもだけ（本人のみ、きょうだいのみを含む）で留守番をさせた 8 1.1% 1.2%

その他 14 2.0% 3.0%

無回答 21 3.0% 2.5%

回答者数 701

非該当 594

合計 1,295

全回答数 1,145
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（子どもだけで留守番） （その他）

※問 23-1 で「ア.父親が休んだ」、「イ.母親が休んだ」を選んだ人を集計。

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の、病児・病後児保育施設

の利用希望は、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」が 36.0%に対し、「利

用したいとは思わない」が 63.4%となっています。

また利用したい人の利用希望日数は、「1 日～5 日」が 51.6%と最も高くなってい

ます。

■利用希望日数

問 23－2 病児・病後児のための保育施設等の利用希望

項目 度数 構成比 H25

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 188 36.0% 34.3%

利用したいとは思わない 331 63.4% 64.2%

無回答 3 0.6% 1.5%

回答者数 522 100.0% 100.0%

非該当 773

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 10 71.4% 100.0%

６日～10日 0 0.0% 0.0%

11日～20日 2 14.3% 0.0%

21日～30日 0 0.0% 0.0%

31日以上 1 7.1% 0.0%

無回答 1 7.1% 0.0%

回答者数 14 100.0% 100.0%

非該当 1,281

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日 3 37.5% 100.0%

２日 4 50.0% 0.0%

３日 0 0.0% 0.0%

４日 0 0.0% 0.0%

５日以上 1 12.5% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 8 100.0% 100.0%

非該当 1,287

合計 1,295

できれば病児・

病後児保育施設

等を利用したい

36.0%
利用したいとは

思わない

63.4%

無回答

0.6%

51.6%

21.8%

8.0%

1.1%

0.5%

17.0%

0% 20% 40% 60% 80%

１日～５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 97 51.6% 51.1%

６日～10日 41 21.8% 27.8%

11日～20日 15 8.0% 1.6%

21日～30日 2 1.1% 2.3%

31日以上 1 0.5% 0.0%

無回答 32 17.0% 17.3%

回答者数 188 100.0% 100.0%

非該当 1,107

合計 1,295
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※問 23-2 で「病児・病後児保育施設等を利用したい」を選んだ人を集計。

病児・病後児保育施設の望ましい事業形態は、「幼稚園・保育所等に併設した施設で

子どもを保育する事業」が 78.2%と最も高く、次いで「小児科に併設した施設で子ど

もを保育する事業」が 71.3%となっています。

問 23－3 子どもを預ける場合の望ましい事業形態（複数回答）

78.2%

71.3%

11.7%

13.8%

0.5%

1.6%

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

幼稚園・保育所等に併設した施設で子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で

保育する事業（例：緊急サポートセンター等）

自宅に保育者が訪問して保育を行う訪問型に

よる事業※現在未実施

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

幼稚園・保育所等に併設した施設で子どもを保育する事業 147 78.2% 63.2%

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 134 71.3% 68.4%

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業（例：緊急サポートセンター等） 22 11.7% 17.3%

自宅に保育者が訪問して保育を行う訪問型による事業※現在未実施 26 13.8%

その他 1 0.5% 0.8%

無回答 3 1.6% 0.8%

回答者数 188

非該当 1,107

合計 1,295

全回答数 333
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※問 23-2 で「利用したいと思わない」を選んだ人を集計

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の、病児・病後児保育施設

を利用したいと思わない理由は、「親が仕事を休んで対応したほうがよい」が 62.8%と

最も高く、次いで「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」が 56.8%、「利用料が

かかる・高い」が 33.5%となっています。

問 23－4 利用したいと思わない理由（複数回答）

56.8%

7.6%

22.4%

33.5%

16.3%

62.8%

19.9%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80%

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応したほうがよい

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 188 56.8% 44.6%

地域の事業の質に不安がある 25 7.6% 6.0%

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間日数など）がよくない 74 22.4% 20.5%

利用料がかかる・高い 111 33.5% 33.3%

利用料がわからない 54 16.3% 10.0%

親が仕事を休んで対応したほうがよい 208 62.8% 59.4%

その他 66 19.9% 19.3%

無回答 3 0.9% 2.4%

回答者数 331

非該当 964

合計 1,295

全回答数 729
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※問22-1で「親族・知人に子どもをみてもらった」～｢その他｣を選んだ人を集計。

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の対処方法で、父親や母親

が休んだ以外を回答した保護者のうち、できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい

と思ったかについては、「できれば仕事を休んで看たい」が 47.5%に対し、「休んで看

ることは非常に難しい」が 25.4%となっています。

また、父親や母親が休んで子どもをみたい日数は、「１日～３日」が 47.1％と最も

高くなっています。

■仕事を休んで子どもを看たい日数

問 23－5 父母のいずれかが仕事を休んで看たいと思ったか

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 135 71.4% 59.7%

６日～10日 27 14.3% 20.8%

11日～20日 7 3.7% 5.4%

21日～30日 0 0.0% 0.7%

31日以上 2 1.1% 1.3%

無回答 18 9.5% 12.1%

回答者数 189 100.0% 100.0%

非該当 1,104

合計 1,293

項目 度数 構成比 H25

できれば仕事を休んで看たい 189 47.5% 38.5%

休んで看ることは非常に難しい 101 25.4% 31.5%

無回答 108 27.1% 30.0%

回答者数 398 100.0% 100.0%

非該当 897

合計 1,295

71.4%

14.3%

3.7%

0.0%

1.1%

9.5%

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

１日～５日

６日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

できれば仕事を

休んで看たい

47.5%

休んで看ることは

非常に難しい

25.4%

無回答

27.1%
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※問 22-5 で「休んで看ることは非常に難しい」を選んだ人を集計。

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかったとき、父親や母親が休んで看る

ことは非常に難しいと回答した理由は、「子どもの看護を理由に休みがとれない」が

54.5％と最も高く、次いで「休暇日数が足りないので休めない」が 18.8%となってい

ます。

問 23－6 休んで看ることは非常に難しい理由（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

子どもの看護を理由に休みがとれない 55 54.5% 52.5%

自営業なので休めない 6 5.9% 6.6%

休暇日数が足りないので休めない 19 18.8% 15.6%

その他 31 30.7% 35.2%

無回答 3 3.0% 1.6%

回答者数 101

非該当 1,194

合計 1,295

全回答数 114

54.5%

5.9%

18.8%

30.7%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

その他

無回答
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不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について

日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で

不定期に利用している事業は、「幼稚園の預かり保育(通常の就園時間を延長して預かる

事業のうち不定期の利用のみ)」が 13.6%と最も高くなっており、「利用していない」

は 79.2%となっています。

問 24 不定期に利用している事業（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

一時預かり（私用など理由を問わずに保育所などで一時的に子どもを保育する事業） 36 2.8% 3.3%

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち不定期の利用のみ） 176 13.6% 13.5%

ファミリー・サポート・センター（地域における子育ての援助活動） 17 1.3% 1.0%

トワイライトステイ（児童養護施設等で平日※（21時30分まで）子どもを預かる事業） 1 0.1% 0.1%

ショートステイ（児童養護施設で平日※に宿泊を伴って子どもを預かる事業） 1 0.1% 0.0%

ベビーシッター 3 0.2% 0.1%

その他 12 0.9% 0.6%

利用していない 1,026 79.2% 80.2%

無回答 38 2.9% 1.5%

回答者数 1,295

全回答数 1,310

※祝日及び年末年始を除く

2.8%

13.6%

1.3%

0.1%

0.1%

0.2%

0.9%

79.2%

2.9%

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

トワイライトステイ

ショートステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答
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■年間利用日数

（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） （トワイライトステイ）

（ショートステイ） （ベビーシッター）

（その他）

問 24－1 現在利用していない理由（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 0 0.0% 22.2%

６日～10日 0 0.0% 11.1%

11日～20日 4 33.3% 22.2%

21日～30日 1 8.3% 0.0%

31日以上 6 50.0% 22.2%

無回答 1 8.3% 22.2%

回答者数 12 100.0% 100.0%

非該当 1,283

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 2 66.7% 50.0%

６日～10日 0 0.0% 0.0%

11日～20日 1 33.3% 0.0%

21日～30日 0 0.0% 0.0%

31日以上 0 0.0% 50.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 3 100.0% 100.0%

非該当 1,292

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 1 100.0% 0.0%

６日～10日 0 0.0% 0.0%

11日～20日 0 0.0% 0.0%

21日～30日 0 0.0% 0.0%

31日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 1 100.0% 0.0%

非該当 1,294

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 0 0.0% 0.0%

６日～10日 1 100.0% 0.0%

11日～20日 0 0.0% 100.0%

21日～30日 0 0.0% 0.0%

31日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 1 100.0% 100.0%

非該当 1,294

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 11 64.7% 50.0%

６日～10日 2 11.8% 21.4%

11日～20日 0 0.0% 7.1%

21日～30日 1 5.9% 0.0%

31日以上 2 11.8% 14.3%

無回答 1 5.9% 7.1%

回答者数 17 100.0% 100.0%

非該当 1,278

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 78 44.3% 37.6%

６日～10日 35 19.9% 26.8%

11日～20日 24 13.6% 18.0%

21日～30日 15 8.5% 6.2%

31日以上 23 13.1% 9.3%

無回答 1 0.6% 2.1%

回答者数 176 100.0% 100.0%

非該当 1,119

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 17 47.2% 40.4%

６日～10日 6 16.7% 14.9%

11日～20日 1 2.8% 23.4%

21日～30日 4 11.1% 6.4%

31日以上 6 16.7% 10.6%

無回答 2 5.6% 4.3%

回答者数 36 100.0% 100.0%

非該当 1,259

合計 1,295
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※問 24 で「利用していない」を選んだ人を集計。

私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用していない理由は、「特に利

用する必要がない」が 76.6%と最も高くなっています。また、「利用料がかかる・高い」

が 20.6%、「事業の利用方法(手続等)がわからない」が 15.4％と比較的高くなってい

ます。

項目 度数 構成比 H25

特に利用する必要がない 786 76.6% 70.3%

事業について知らなかった 86 8.4%

地域の事業の質に不安がある 79 7.7% 5.4%

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない 103 10.0% 10.2%

利用料がかかる・高い 211 20.6% 22.0%

利用料がわからない 123 12.0% 11.8%

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない 80 7.8% 8.9%

事業の利用方法（手続き等）がわからない 158 15.4% 16.0%

定員に空きがない等の理由で断られた 25 2.4%

その他 70 6.8% 6.7%

無回答 1 0.1% 0.6%

回答者数 1,026

非該当 269

合計 1,295

全回答数 1,722

76.6%

8.4%

7.7%

10.0%

20.6%

12.0%

7.8%

15.4%

2.4%

6.8%

0.1%

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

特に利用する必要がない

事業について知らなかった

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

定員に空きがない等の理由で断られた

その他

無回答
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私用、親の通院、不定期の就労等の目的での事業の利用希望は、「利用したい」が

43.1%に対し、「利用する必要はない」が 49.3%となっています。

また、利用目的別では、「私用(買物、子ども(兄弟姉妹を含む)や親の習い事等)、リフ

レッシュ目的」が 69.4%と最も高く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子ども(兄弟姉妹

を含む)や親の通院 等」が 59.1%となっています。

年間利用日数の合計では、「6 日～10 日」の割合が 22.9％と最も高くなっていま

す。

■利用目的

問 25 年間何日くらい事業を利用する必要があるか（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リフレッシュ目的 387 69.4% 64.4%

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院 等 330 59.1% 62.3%

不定期の就労 159 28.5% 24.9%

その他 28 5.0% 5.8%

無回答 22 3.9% 4.1%

回答者数 558

非該当 737

合計 1,295

回答計 928

69.4%

59.1%

28.5%

5.0%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80%

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、

リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）

や親の通院 等

不定期の就労

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

利用したい 558 43.1% 42.4%

利用する必要はない 638 49.3% 50.6%

無回答 99 7.6% 7.1%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

利用したい

43.1%
利用する

必要はない

49.3%

無回答

7.6%
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■年間利用日数

年間合計

（私用、リフレッシュ目的） （冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等）

（不定期の就労） （その他）

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 13 46.4% 40.0%

６日～10日 2 7.1% 25.7%

11日～20日 7 25.0% 11.4%

21日～30日 0 0.0% 5.7%

31日以上 4 14.3% 5.7%

無回答 2 7.1% 11.4%

回答者数 28 100.0% 100.0%

非該当 1,267

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 46 28.9% 23.2%

６日～10日 21 13.2% 23.8%

11日～20日 33 20.8% 15.9%

21日～30日 25 15.7% 13.9%

31日以上 27 17.0% 17.2%

無回答 7 4.4% 6.0%

回答者数 159 100.0% 100.0%

非該当 1,136

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 176 53.3% 54.2%

６日～10日 88 26.7% 28.0%

11日～20日 43 13.0% 10.1%

21日～30日 8 2.4% 4.0%

31日以上 6 1.8% 1.1%

無回答 9 2.7% 2.6%

回答者数 330 100.0% 100.0%

非該当 965

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 138 35.7% 36.3%

６日～10日 91 23.5% 25.6%

11日～20日 91 23.5% 24.3%

21日～30日 31 8.0% 5.6%

31日以上 25 6.5% 5.6%

無回答 11 2.8% 2.6%

回答者数 387 100.0% 100.0%

非該当 908

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 125 22.4% 17.8%

６日～10日 128 22.9% 24.2%

11日～20日 124 22.2% 20.6%

21日～30日 65 11.6% 10.2%

31日以上 94 16.8% 14.0%

無回答 22 3.9% 13.2%

回答者数 558 100.0% 100.0%

非該当 737

合計 1,295
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※問 25 で「利用したい」を選んだ人を集計。

私用、親の通院、不定期の就労等の目的で子どもを預ける場合の事業形態は、「大規

模施設で子どもを保育する事業」が 83.5％と最も高く、次いで「小規模施設で子ども

を保育する事業」が 39.8％となっています。

問 25－1 子どもを預ける場合の事業形態（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

大規模施設で子どもを保育する事業（例：幼稚園・保育所等） 466 83.5% 77.9%

小規模施設で子どもを保育する事業（例）：地域子育て支援拠点等） 222 39.8% 43.8%

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業
（例：ファミリー・サポート・センター等）

101 18.1% 21.8%

その他 17 3.0% 1.8%

無回答 21 3.8% 2.8%

回答者数 558

非該当 737

合計 1,295

全回答数 827

83.5%

39.8%

18.1%

3.0%

3.8%

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

大規模施設で子どもを保育する事業

小規模施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の

身近な場所で保育する事業

その他

無回答
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この 1 年間に、保護者の用事(冠婚葬祭、保護者・家族の病気など)により、子どもを

泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことがあった経験は、「あった」が

17.6%に対し、「なかった」が 78.7%となっています。

また、その時の対処法は、「(同居家族を含む)親族・知人にみてもらった」が 88.6％

と最も高く、その年間対処日数は「1 泊～5 泊」が 67.3％と最も高くなっています。

■対処方法

問 26 子どもを泊りがけで家族以外にみてもらったことがあったか（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった 202 88.6% 86.3%

イ．ショートステイを利用した（児童養護施設で１週間を限度として、
宿泊を伴って子どもを預かる事業）

1 0.4% 0.0%

ウ．イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した 2 0.9% 0.4%

エ．子どもを同行させた 35 15.4% 13.7%

オ．子どもだけ（本人のみ、きょうだいのみを含む）で留守番をさせた 6 2.6% 0.8%

カ．その他 5 2.2% 1.7%

無回答 3 1.3% 0.8%

回答者数 228

非該当 1,067

合計 1,295

全回答数 254

88.6%

0.4%

0.9%

15.4%

2.6%

2.2%

1.3%

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

ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

イ．ショートステイを利用した（児童養護施設で１週間を限度として、

宿泊を伴って子どもを預かる事業）

ウ．イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した

エ．子どもを同行させた

オ．子どもだけ（本人のみ、きょうだいのみを含む）で留守番をさせた

カ．その他

無回答

項目 度数 構成比 構成比

あった 228 17.6% 16.8%

なかった 1,019 78.7% 78.2%

無回答 48 3.7% 5.0%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

あった

17.6%

なかった

78.7%

無回答

3.7%
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■年間対処日数

（親族・知人にみてもらった） （ショートステイを利用した）

認可外保育施設、ベビーシッター等） （子どもを同行させた）

（子どもだけで留守番） （その他）

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 3 60.0% 75.0%

６日～10日 2 40.0% 25.0%

11日～20日 0 0.0% 0.0%

21日～30日 0 0.0% 0.0%

31日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 5 100.0% 100.0%

非該当 1,290

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 3 50.0% 0.0%

６日～10日 1 16.7% 0.0%

11日～20日 0 0.0% 0.0%

21日～30日 1 16.7% 0.0%

31日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 1 16.7% 100.0%

回答者数 6 100.0% 100.0%

非該当 1,289

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 22 62.9% 69.7%

６日～10日 6 17.1% 18.2%

11日～20日 2 5.7% 0.0%

21日～30日 0 0.0% 3.0%

31日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 5 14.3% 9.1%

回答者数 35 100.0% 100.0%

非該当 1,260

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 1 50.0% 100.0%

６日～10日 1 50.0% 0.0%

11日～20日 0 0.0% 0.0%

21日～30日 0 0.0% 0.0%

31日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 2 100.0% 100.0%

非該当 1,293

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 1 100.0%

６日～10日 0 0.0%

11日～20日 0 0.0%

21日～30日 0 0.0%

31日以上 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 1 100.0% 0.0%

非該当 1,294

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 136 67.3% 67.3%

６日～10日 46 22.8% 17.8%

11日～20日 8 4.0% 5.8%

21日～30日 8 4.0% 3.4%

31日以上 2 1.0% 2.4%

無回答 2 1.0% 3.4%

回答者数 202 100.0% 100.0%

非該当 1,093

合計 1,295
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※問 26 で「ア.(同居者を含む)親族・知人にみてもらった」を選んだ人を集計。

子どもを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならなかった困難度は、「非常に

困難(16.3％)」と「どちらかというと困難(40.1％)」の合計の割合が 56.4％に対し、

「特に困難ではない」が 40.6％となっています。

小学校就学後の放課後の過ごし方について

※５歳以上を集計。

小学校低学年(1～3 年生)のうちの希望する子どもの放課後の過ごし方は、「自宅」が

55.9%と最も高く、次いで「習い事(ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など)」が

46.6%、「放課後児童クラブ〔学童保育〕」が 33.3%となっています。

問 26－1 その場合の難易度

問 27 放課後の過ごし方（低学年）（複数回答）

55.9%

16.2%

46.6%

3.9%

9.3%

33.3%

1.0%

1.7%

14.5%

13.5%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

放課後デイサービス

その他（公民館、公園など）

無回答

非常に困難 16.3%

どちらかというと困難

40.1%

特に困難ではない

40.6%

無回答 3.0%

項目 度数 構成比 H25

非常に困難 33 16.3% 10.1%

どちらかというと困難 81 40.1% 38.0%

特に困難ではない 82 40.6% 45.7%

無回答 6 3.0% 6.3%

回答者数 202 100.0% 100.0%

非該当 1,093

合計 1,295



Ⅱ 調査結果

85

■1 週当たりの利用希望日数等

（自宅） （祖父母宅や友人・知人宅）

（習い事） （児童館）

項目 度数 構成比 H25

1日 10 62.5% 63.6%

2日 2 12.5% 27.3%

3日 1 6.3% 0.0%

4日 0 0.0% 0.0%

5日 2 12.5% 0.0%

6日 0 0.0% 0.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 1 6.3% 9.1%

回答者数 16 100.0% 100.0%

非該当 1,279

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 77 40.5% 42.0%

2日 86 45.3% 39.1%

3日 15 7.9% 13.8%

4日 6 3.2% 2.3%

5日 3 1.6% 0.0%

6日 0 0.0% 0.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 3 1.6% 2.9%

回答者数 190 100.0% 100.0%

非該当 1,105

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 37 56.1% 59.3%

2日 10 15.2% 16.7%

3日 10 15.2% 7.4%

4日 2 3.0% 0.0%

5日 5 7.6% 14.8%

6日 0 0.0% 1.9%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 2 3.0% 0.0%

回答者数 66 100.0% 100.0%

非該当 1,230

合計 1,296

項目 度数 構成比 H25

1日 24 10.5% 15.4%

2日 37 16.2% 23.6%

3日 59 25.9% 15.4%

4日 29 12.7% 9.6%

5日 65 28.5% 23.1%

6日 1 0.4% 1.9%

7日 3 1.3% 3.4%

無回答 10 4.4% 7.7%

回答者数 228 100.0% 100.0%

非該当 1,067

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

自宅 228 55.9% 57.6%

祖父母宅や友人・知人宅 66 16.2% 15.0%

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 190 46.6% 48.2%

児童館 16 3.9% 3.0%

放課後子ども教室 38 9.3% 12.7%

放課後児童クラブ〔学童保育〕 136 33.3% 27.4%

ファミリー・サポート・センター 4 1.0% 0.3%

放課後デイサービス 7 1.7%

その他（公民館、公園など） 59 14.5% 23.3%

無回答 55 13.5% 15.8%

回答者数 408

非該当 887

合計 1,295

全回答数 799
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（放課後子ども教室）

（放課後児童クラブ〔学童保育〕） （放課後児童クラブ〔学童保育〕（降室時間）

（ファミリー・サポート・センター） （放課後デイサービス）

項目 度数 構成比 H25

1日 5 3.7% 3.0%

2日 10 7.4% 9.1%

3日 17 12.5% 9.1%

4日 17 12.5% 15.2%

5日 83 61.0% 59.6%

6日 4 2.9% 3.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 1.0%

回答者数 136 100.0% 100.0%

非該当 1,159

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 2 50.0% 100.0%

2日 1 25.0% 0.0%

3日 0 0.0% 0.0%

4日 0 0.0% 0.0%

5日 1 25.0% 0.0%

6日 0 0.0% 0.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 4 100.0% 100.0%

非該当 1,291

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 15 39.5% 50.0%

2日 6 15.8% 17.4%

3日 7 18.4% 15.2%

4日 2 5.3% 4.3%

5日 6 15.8% 6.5%

6日 1 2.6% 0.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 1 2.6% 6.5%

回答者数 38 100.0% 100.0%

非該当 1,257

合計 1,295

項目 度数 構成比

1日 2 28.6%

2日 2 28.6%

3日 1 14.3%

4日 0 0.0%

5日 2 28.6%

6日 0 0.0%

7日 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 7 100.0%

非該当 1,288

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

15時 3 2.2% 1.0%

16時 2 1.5% 6.1%

17時 26 19.1% 22.2%

18時 62 45.6% 48.5%

19時 38 27.9% 20.2%

20時 4 2.9% 2.0%

21時以降 0 0.0% 0.0%

無回答 1 0.7% 0.0%

回答者数 136 100.0% 100.0%

非該当 1,159

合計 1,295
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（その他（公民館、公園など））

※５歳以上を集計。

小学校高学年(4～6 年生)になったら希望する子どもの放課後の過ごし方は、「自宅」

が 69.4%と最も高く、次いで「習い事(ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など)」

が 63.5%、「祖父母宅や友人・知人宅」が 20.6%となっています。

また、「放課後児童クラブ〔学童保育〕」の件数は、１～３年生のときと比べ減少し、

15.7％となっています。

問 28 放課後の過ごし方（高学年）（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

1日 18 30.5% 33.3%

2日 22 37.3% 29.8%

3日 11 18.6% 22.6%

4日 3 5.1% 2.4%

5日 3 5.1% 9.5%

6日 0 0.0% 0.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 2 3.4% 2.4%

回答者数 59 100.0% 100.0%

非該当 1,236

合計 1,295

55.9%

16.2%

46.6%

3.9%

9.3%

33.3%

1.0%

1.7%

14.5%

13.5%

69.4%

20.6%

63.5%

3.7%

10.8%

15.7%

0.5%

1.7%

17.9%

13.5%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

放課後デイサービス

その他（公民館、公園など）

無回答

1～3年生

4～6年生
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■１週間当たり利用希望日数等

（自宅） （祖父母宅や友人・知人宅）

（習い事） （児童館）

項目 度数 構成比 H25

1日 9 60.0% 81.3%

2日 4 26.7% 12.5%

3日 2 13.3% 0.0%

4日 0 0.0% 0.0%

5日 0 0.0% 0.0%

6日 0 0.0% 0.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 6.3%

回答者数 15 100.0% 100.0%

非該当 1,280

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 61 23.6% 25.9%

2日 133 51.4% 45.1%

3日 43 16.6% 20.1%

4日 12 4.6% 4.9%

5日 5 1.9% 0.4%

6日 0 0.0% 0.4%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 5 1.9% 3.1%

回答者数 259 100.0% 100.0%

非該当 1,036

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 38 45.2% 46.8%

2日 25 29.8% 29.0%

3日 9 10.7% 6.5%

4日 2 2.4% 0.0%

5日 5 6.0% 11.3%

6日 1 1.2% 1.6%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 4 4.8% 4.8%

回答者数 84 100.0% 100.0%

非該当 1,211

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 42 14.8% 22.0%

2日 59 20.8% 21.2%

3日 71 25.1% 20.3%

4日 23 8.1% 7.1%

5日 68 24.0% 19.1%

6日 2 0.7% 0.4%

7日 2 0.7% 2.5%

無回答 16 5.7% 7.5%

回答者数 283 100.0% 100.0%

非該当 1,012

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

自宅 283 69.4% 66.8%

祖父母宅や友人・知人宅 84 20.6% 17.2%

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 259 63.5% 62.0%

児童館 15 3.7% 4.4%

放課後子ども教室 44 10.8% 11.9%

放課後児童クラブ〔学童保育〕 64 15.7% 13.9%

ファミリー・サポート・センター 2 0.5% 0.6%

放課後デイサービス 7 1.7%

その他（公民館、公園など） 73 17.9% 27.7%

無回答 55 13.5% 17.2%

回答者数 408

非該当 887

合計 1,295

全回答数 886
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（放課後子ども教室）

（放課後児童クラブ〔学童保育〕） （放課後児童クラブ〔学童保育〕（降室時間）

（ファミリー・サポート・センター） （放課後デイサービス）

項目 度数 構成比 H25

1日 2 100.0% 50.0%

2日 0 0.0% 50.0%

3日 0 0.0% 0.0%

4日 0 0.0% 0.0%

5日 0 0.0% 0.0%

6日 0 0.0% 0.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 2 100.0% 100.0%

非該当 1,293

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 3 4.7% 8.0%

2日 6 9.4% 14.0%

3日 14 21.9% 20.0%

4日 6 9.4% 10.0%

5日 34 53.1% 42.0%

6日 0 0.0% 4.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 1 1.6% 2.0%

回答者数 64 100.0% 100.0%

非該当 1,231

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 19 43.2% 60.5%

2日 10 22.7% 23.3%

3日 6 13.6% 9.3%

4日 2 4.5% 0.0%

5日 5 11.4% 4.7%

6日 1 2.3% 0.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 1 2.3% 2.3%

回答者数 44 100.0% 100.0%

非該当 1,251

合計 1,295

項目 度数 構成比

1日 3 42.9%

2日 2 28.6%

3日 1 14.3%

4日 0 0.0%

5日 1 14.3%

6日 0 0.0%

7日 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 7 100.0%

非該当 1,288

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

15時 0 0.0% 0.0%

16時 1 1.6% 4.0%

17時 9 14.1% 20.0%

18時 24 37.5% 44.0%

19時 23 35.9% 20.0%

20時 2 3.1% 6.0%

無回答 5 7.8% 6.0%

回答者数 64 100.0% 100.0%

非該当 1,231

合計 1,295
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（その他（公民館、公園など））

※問 27 または問 28 で「放課後児童クラブ〔学童保育〕」を選んだ人を集計。

（１）土曜日の利用希望

子どもの放課後の過ごし方で、放課後学童クラブ〔学童保育〕を望んでいる保護者の

うち、土曜日の利用希望は、「低学年（1～3 年生）の間は利用したい」が 30.0%に対

し、「高学年（4～6 年生）になっても利用したい」は 13.6%となっています。

また、「利用する必要はない」が 51.4%と最も高くなっています。

さらに希望する登室時刻については、「８時」が 49.2%、降室時刻については、「18

時」が 36.1%とそれぞれ最も高くなっています。１日当たりの利用希望時間は、「7 時

間～10 時間」が 42.6%と最も高く、次いで「11 時間以上」が 39.3%となっていま

す。

問 29 土曜日と日曜日・祝日における放課後児童クラブ〔学童保育〕の利用希望

項目 度数 構成比 H25

低学年（１～３年生）の間は利用したい 42 30.0% 18.7%

高学年（４～６年生）になっても利用したい 19 13.6% 14.0%

利用する必要はない 72 51.4% 57.9%

無回答 7 5.0% 9.3%

回答者数 140 100.0% 100.0%

非該当 1,155

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1日 21 28.8% 23.0%

2日 23 31.5% 35.0%

3日 17 23.3% 28.0%

4日 5 6.8% 4.0%

5日 4 5.5% 6.0%

6日 0 0.0% 0.0%

7日 0 0.0% 0.0%

無回答 3 4.1% 4.0%

回答者数 73 100.0% 100.0%

非該当 1,222

合計 1,295

30.0%

13.6%

51.4%

5.0%

0% 20% 40% 60%

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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■利用時間帯

（登室時刻） （降室時刻）

■１日当たりの利用時間

項目 度数 構成比 H25

1時間～3時間 2 3.3% 2.9%

4時間～6時間 7 11.5% 17.1%

7時間～10時間 26 42.6% 40.0%

11時間以上 24 39.3% 34.3%

無回答 2 3.3% 5.7%

回答者数 61 100.0% 100.0%

非該当 1,234

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

12時以前 0 0.0% 2.9%

13時 1 1.6% 0.0%

14時 5 8.2% 8.6%

15時 2 3.3% 0.0%

16時 3 4.9% 11.4%

17時 8 13.1% 14.3%

18時 22 36.1% 25.7%

19時以降 18 29.5% 34.3%

無回答 2 3.3% 2.9%

回答者数 61 100.0% 100.0%

非該当 1,234

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

６時 2 3.3% 0.0%

７時 18 29.5% 8.6%

８時 30 49.2% 42.9%

９時 5 8.2% 31.4%

１０時 2 3.3% 2.9%

１１時 0 0.0% 2.9%

１２時 0 0.0% 0.0%

１３時以降 2 3.3% 5.7%

無回答 2 3.3% 5.7%

回答者数 61 100.0% 100.0%

非該当 1,234

合計 1,295
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（２）日曜・祝日の利用希望

子どもの放課後の過ごし方で、放課後学童クラブ〔学童保育〕を望んでいる保護者の

うち、日曜・祝日の利用希望は、「低学年（1～3 年生）の間は利用したい」が 13.6%

に対し、「高学年（4～6 年生）になっても利用したい」は 10.0%となっています。

また、「利用する必要はない」が 70.7%と最も高くなっています。

さらに希望する登室時刻については、「7 時」が 40.0%、降室時刻については、「19

時」が 46.7%とそれぞれ最も高くなっています。１日当たりの利用希望時間は、「11

時間以上」が 54.5％と最も高く、次いで「7 時間～10 時間」が 33.3%となっていま

す。

■利用時間帯

（登室時刻） （降室時刻）

項目 度数 構成比 H25

12時以前 0 0.0% 0.0%

13時 0 0.0% 0.0%

14時 1 3.3% 0.0%

15時 1 3.3% 0.0%

16時 2 6.7% 5.3%

17時 4 13.3% 10.5%

18時 6 20.0% 31.6%

19時以降 14 46.7% 47.4%

無回答 2 6.7% 5.3%

回答者数 30 100.0% 100.0%

非該当 1,265

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

6時 1 3.3% 0.0%

7時 12 40.0% 10.5%

８時 11 36.7% 47.4%

９時 3 10.0% 31.6%

１０時 1 3.3% 0.0%

１１時 0 0.0% 0.0%

１２時 0 0.0% 0.0%

１３時以降 0 0.0% 0.0%

無回答 2 6.7% 10.5%

回答者数 30 100.0% 100.0%

非該当 1,265

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

低学年（１～３年生）の間は利用したい 19 13.6% 8.4%

高学年（４～６年生）になっても利用したい 14 10.0% 9.3%

利用する必要はない 99 70.7% 72.0%

無回答 8 5.7% 10.3%

回答者数 140

非該当 1,155

合計 1,295

13.6%

10.0%

70.7%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80%

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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■１日当たりの利用時間

※５歳以上を集計。

子どもの放課後の過ごし方で、放課後児童クラブを望んでいる保護者のうち、夏休

み・冬休みなどの長期の休暇期間中の利用希望は、「低学年（1～3 年生）の間は利用

したい」が 18.9%に対し、「高学年（4～6 年生）になっても利用したい」が 13.2%

となっています。

また、「利用する必要はない」が 1.2%となっています。

さらに希望する登室時刻については、「8 時」が 53.4%、降室時刻については、「18

時」が 42.0%とそれぞれ最も高くなっています。１日当たりの利用希望時間は、「7 時

間～10 時間」が 54.2%と最も高く、次いで「11 時間以上」が 39.7%となっていま

す。

問 30 長期休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望

項目 度数 構成比 H25

低学年（１～３年生）の間は利用したい 77 18.9% 23.0%

高学年（４～６年生）になっても利用したい 54 13.2% 16.1%

利用する必要はない 5 1.2% 34.9%

無回答 272 66.7% 26.0%

回答者数 408 100.0% 100.0%

非該当 887

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

1時間～3時間 0 0.0% 0.0%

4時間～6時間 2 6.1% 0.0%

7時間～10時間 11 33.3% 42.1%

11時間以上 18 54.5% 47.4%

無回答 2 6.1% 10.5%

回答者数 33 100.0% 100.0%

非該当 1,262

合計 1,295

18.9%

13.2%

1.2%

66.7%

0% 20% 40% 60% 80%

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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■利用時間帯

（登室時刻） （降室時刻）

■１日当たり利用時間

項目 度数 構成比 H25

1時間～3時間 1 0.8% 0.0%

4時間～6時間 2 1.5% 11.3%

7時間～10時間 71 54.2% 66.7%

11時間以上 52 39.7% 19.9%

無回答 5 3.8% 2.1%

回答者数 131 100.0% 100.0%

非該当 1,164

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

12時 1 0.8% 0.7%

13時 0 0.0% 0.0%

14時 0 0.0% 2.1%

15時 2 1.5% 10.6%

16時 4 3.1% 14.2%

17時 25 19.1% 17.7%

18時 55 42.0% 36.9%

19時以降 39 29.8% 16.3%

無回答 5 3.8% 1.4%

回答者数 131 100.0% 100.0%

非該当 1,164

合計 1,295

項目 度数 構成比 H25

６時以前 1 0.8% 0.0%

７時 34 26.0% 11.3%

８時 70 53.4% 46.8%

９時 21 16.0% 36.2%

10時 0 0.0% 3.5%

10時 0 0.0% 0.0%

12時 0 0.0% 0.0%

13時以降 0 0.0% 0.0%

無回答 5 3.8% 2.1%

回答者数 131 100.0% 100.0%

非該当 1,164

合計 1,295
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育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について

子どもが生まれた時の育児休業の取得状況は、「取得した(取得中である)」が母親が

35.0％に対し、父親は 4.2％と父親の取得割合が低くなっています。

また、「働いていなかった」は母親が 48.6％に対し、父親が 0.8％となっています。

さらに、育児休業を取得していない理由は、母親では、「子育てや家事に専念するた

め退職した」が 33.2％と最も高く、父親では、「仕事が忙しかった(33.7％)」、「職場

に育児休業を取りにくい雰囲気があった(32.1％)」、「配偶者が無職、祖父母等の親族

に見てもらえるなど、制度を利用する必要がなかった(30.0％)」の割合がそれぞれ 3

割を超え高くなっています。

問 31 父母のいずれかもしくは双方が育児協業を取得したか

48.6%

35.0%

14.4%

2.0%

0.8%

4.2%

87.6%

7.3%

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

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

母親

父親

度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

働いていなかった 629 48.6% 60.1% 10 0.8% 1.3%

取得した（取得中である） 453 35.0% 24.5% 55 4.2% 1.8%

取得していない 187 14.4% 13.3% 1,135 87.6% 88.3%

無回答 26 2.0% 2.2% 95 7.3% 8.6%

回答者数 1,295 100.0% 100.0% 1,295 100.0% 100.0%

項目
母親 父親
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■育児休業を取得していない理由

15.0%

5.9%

2.1%

17.1%

0.5%

3.2%

2.1%

0.0%

7.0%

33.2%

23.0%

7.0%

1.6%

2.1%

19.3%

4.8%

32.1%

33.7%

0.4%

4.0%

7.8%

26.1%

1.2%

19.8%

30.0%

1.2%

10.1%

0.4%

1.2%

0.1%

5.4%

9.5%

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

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できる

ことを知らず、退職した

その他

無回答

母親

父親
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度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 28 15.0% 14.2% 364 32.1% 33.6%

仕事が忙しかった 11 5.9% 9.5% 382 33.7% 38.3%

（産休後に）仕事に早く復帰したかった 4 2.1% 5.3% 5 0.4% 0.3%

仕事に戻るのが難しそうだった 32 17.1% 15.3% 45 4.0% 5.9%

昇給・昇格などが遅れそうだった 1 0.5% 0.5% 89 7.8% 7.0%

収入減となり、経済的に苦しくなる 6 3.2% 6.3% 296 26.1% 30.5%

保育所（園）などに預けることができた 4 2.1% 3.7% 14 1.2% 1.1%

配偶者が育児休業制度を利用した 0 0.0% 0.5% 225 19.8% 15.9%

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

13 7.0% 5.3% 340 30.0% 37.6%

子育てや家事に専念するため退職した 62 33.2% 45.8% 14 1.2% 0.9%

職場に育児休業の制度がなかった
（就業規則に定めがなかった）

43 23.0% 20.0% 115 10.1% 13.8%

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 13 7.0% 6.8% 4 0.4% 0.5%

育児休業を取得できることを知らなかった 3 1.6% 0.5% 14 1.2% 2.1%

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

4 2.1% 1.6% 1 0.1% 0.1%

その他 36 19.3% 15.8% 61 5.4% 7.2%

無回答 9 4.8% 7.9% 108 9.5% 5.9%

回答者数 187 1,135

非該当 1,108 160

合計 1,295 1,295

回答計 295 2,077

項目
母親 父親
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育児休業給付が支給される仕組み、健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除になる

仕組みの認知度については、「育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた」が

40.4%と最も高く、次いで「育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった」が

27.2%、「育児休業給付のみ知っていた」が 26.9%となっています。

問 31-1 育児休業給付と保険料免除の認知度

項目 度数 構成比 H25

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 523 40.4% 27.5%

育児休業給付のみ知っていた 349 26.9% 27.9%

保険料免除のみ知っていた 11 0.8% 1.0%

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった 352 27.2% 40.3%

無回答 60 4.6% 3.4%

回答者数 1,295 100.0% 100.0%

40.4%

26.9%

0.8%

27.2%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった

無回答
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※問 31 で「取得した」を選んだ人を集計。

（１） 母親 （２） 父親

育児休業取得後の職場への復帰状況は、母親、父親ともに、「育児休業取得後、職場

に復帰した」(母親：72.0％、父親：87.3％)」が最も高くなっています。

問 31－2 育児休業取得後、職場に復帰したか

72.0%

17.7%

9.5%

0.9%

87.3%

3.6%

0.0%

9.1%

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

育児休業取得後、職場に復帰した

現在も育児休業中である

育児休業中に離職した

無回答

母親

父親

度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

育児休業取得後、職場に復帰した 326 72.0% 67.8% 48 87.3% 76.9%

現在も育児休業中である 80 17.7% 21.1% 2 3.6% 3.8%

育児休業中に離職した 43 9.5% 9.7% 0 0.0% 0.0%

無回答 4 0.9% 1.4% 5 9.1% 19.2%

回答者数 453 100.0% 100.0% 55 100.0% 100.0%

非該当 842 1,240

合計 1,295 1,295

父親
項目

母親



Ⅱ 調査結果

100

※31-2 で「育児休業取得後、職場に復帰した」を選んだ人を集計。

（１） 母親 （２） 父親

育児休業から職場に復帰したタイミングは、母親では、「年度初めの入所に合わせた

タイミングだった」が 63.2%と最も高く、父親では、「それ以外だった」が 83.3%と

最も高くなっています。

問 31－3 育児休業から職場に復帰したタイミング

63.2%

33.7%

3.1%

2.1%

83.3%

14.6%

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

年度初めの入所に合わせたタイミングだった

それ以外だった

無回答 母親

父親

度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

年度初めの入所に合わせたタイミングだった 206 63.2% 52.9% 1 2.1% 0.0%

それ以外だった 110 33.7% 45.8% 40 83.3% 80.0%

無回答 10 3.1% 1.3% 7 14.6% 20.0%

回答者数 326 100.0% 100.0% 48 100.0% 100.0%

非該当 969 1,247

合計 1,295 1,295

父親
項目

母親
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※問 31-2 で「育児休業取得後、職場に復帰した」を選んだ人を集計。

（１）母親

育児休業からの職場復帰時期(子どもの年齢)は、「実際」では、「1 歳～1 歳 5 ヶ月」

が 35.9％と最も高く、次いで、「6 ヶ月～11 ヶ月」が 33.1%となっています。

また、「希望」では、「1 歳 6 ヶ月～1 歳 11 ヶ月」が 38.3％と最も高くなっていま

す。

問 31－4 育児休業から職場復帰したときの子どもの年齢

4.9%

33.1%

35.9%

15.0%

1.5%

0.6%

0.6%

0.6%

0.0%

7.7%

0.0%

0.9%

6.7%

38.3%

23.0%

12.9%

1.5%

10.1%

0.6%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

０ヶ月～５ケ月

６ヶ月～11ヶ月

1歳～1歳5ヶ月

1歳6ヶ月～1歳11ヶ月

2歳～2歳5ヶ月

2歳6ヶ月～2歳11ヶ月

3歳～3歳5ヶ月

3歳6ヶ月～3歳11ヶ月

4歳以上

無回答

実際

希望

度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

０ヶ月～５ケ月 16 4.9% 8.4% 0 0.0% 0.8%

６ヶ月～11ヶ月 108 33.1% 34.5% 3 0.9% 3.8%

1歳～1歳5ヶ月 117 35.9% 37.0% 22 6.7% 39.5%

1歳6ヶ月～1歳11ヶ月 49 15.0% 10.5% 125 38.3% 24.4%

2歳～2歳5ヶ月 5 1.5% 2.9% 75 23.0% 5.5%

2歳6ヶ月～2歳11ヶ月 2 0.6% 1.3% 42 12.9% 1.7%

3歳～3歳5ヶ月 2 0.6% 1.3% 5 1.5% 11.8%

3歳6ヶ月～3歳11ヶ月 2 0.6% 0.0% 33 10.1% 0.4%

4歳以上 0 0.0% 0.4% 2 0.6% 0.0%

無回答 25 7.7% 3.8% 19 5.8% 12.2%

回答者数 326 100.0% 100.0% 326 100.0% 100.0%

非該当 969 969

合計 1,295 1,295

項目
実際 希望
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（２）父親

育児休業からの職場復帰時期(子どもの年齢)は、「実際」、「希望」ともに「0 ヶ月～5

ヶ月（実際：50.0％、希望：35.4％）」が最も高くなっています。

※回答者数が少ないため、表のみ掲載しています。

問 31－5 ３歳まで休暇を取得できる制度があった場合の希望

度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

０ヶ月～５ケ月 24 50.0% 35.0% 17 35.4% 20.0%

６ヶ月～11ヶ月 1 2.1% 0.0% 0 0.0% 5.0%

1歳～1歳5ヶ月 2 4.2% 0.0% 4 8.3% 20.0%

1歳6ヶ月～1歳11ヶ月 1 2.1% 0.0% 2 4.2% 0.0%

2歳以上 0 0.0% 5.0% 2 4.2% 0.0%

無回答 20 41.7% 60.0% 23 47.9% 55.0%

回答者数 48 100.0% 100.0% 48 100.0% 100.0%

非該当 1,247 1,247

合計 1,295 1,295

項目
実際 希望
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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の職場復帰の希望時期(子

どもの年齢)は、母親では「3 歳～3 歳 5 ヶ月」が 41.1%、父親では、「0 ヶ月～5 ヶ

月」が 22.9%でそれぞれ最も高くなっています。

度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

０ヶ月～５ケ月 1 0.3% 0.8% 11 22.9% 10.0%

６ヶ月～11ヶ月 6 1.8% 1.3% 4 8.3% 5.0%

1歳～1歳5ヶ月 62 19.0% 22.3% 9 18.8% 15.0%

1歳6ヶ月～1歳11ヶ月 43 13.2% 15.1% 3 6.3% 0.0%

2歳～2歳5ヶ月 48 14.7% 13.4% 0 0.0% 10.0%

2歳6ヶ月～2歳11ヶ月 11 3.4% 0.8% 0 0.0% 0.0%

3歳～3歳5ヶ月 134 41.1% 37.8% 6 12.5% 10.0%

3歳6ヶ月～3歳11ヶ月 1 0.3% 0.0% 0 0.0% 0.0%

4歳以上 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0%

無回答 20 6.1% 8.4% 15 31.3% 50.0%

回答者数 326 100.0% 100.0% 48 100.0% 100.0%

非該当 969 1,247

合計 1,295 1,295

項目
母親 父親

0.3%

1.8%

19.0%

13.2%

14.7%

3.4%

41.1%

0.3%

0.0%

6.1%

22.9%

8.3%

18.8%

6.3%

0.0%

0.0%

12.5%

0.0%

0.0%

31.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

０ヶ月～５ケ月

６ヶ月～11ヶ月

1歳～1歳5ヶ月

1歳6ヶ月～1歳11ヶ月

2歳～2歳5ヶ月

2歳6ヶ月～2歳11ヶ月

3歳～3歳5ヶ月

3歳6ヶ月～3歳11ヶ月

4歳以上

無回答

母親

父親
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※問 31-4 で実際の復帰と希望の復帰が異なる人を集計。

（１）「希望」より早く復帰（複数回答）

希望より早く復帰した保護者のうち、希望の時期に職場復帰しなかった理由は、母親

では、「希望する保育所に入るため」が 67.0%、父親では、「経済的な理由で早く復帰

する必要があった」が 50.0%とそれぞれ最も高くなっています。

問 31－6 希望の時期に職場復帰しなかった理由

67.0%

0.5%

15.9%

20.9%

20.9%

11.0%

6.3%

0.0%

50.0%

18.8%

43.8%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80%

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

無回答

母親

父親

度数 構成比 構成比 度数 構成比 構成比

希望する保育所に入るため 122 67.0% 43.2% 1 6.3% 0.0%

配偶者や家族の希望があったため 1 0.5% 0.7% 0 0.0% 0.0%

経済的な理由で早く復帰する必要があった 29 15.9% 26.0% 8 50.0% 42.9%

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 38 20.9% 30.1% 3 18.8% 28.6%

その他 38 20.9% 24.7% 7 43.8% 28.6%

無回答 20 11.0% 7.5% 2 12.5% 0.0%

回答者数 182 16

非該当 1,113 1,279

合計 1,295 1,295

全回答数 248 21

項目
母親 父親
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（２）「希望」より遅く復帰した方

希望より遅く復帰した保護者のうち、希望の時期に職場復帰しなかった理由は、母親

では、「希望する保育所に入れなかったため」が 74.2%と最も高く、次いで、「子ども

をみてくれる人がいなかったため」が 16.1%となっています。

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

希望する保育所に入れなかったため 23 74.2% 41.2% 0 ― ―

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 0 0.0% 0.0% 0 ― ―

配偶者や家族の希望があったため 1 3.2% 5.9% 0 ― ―

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 1 3.2% 11.8% 0 ― ―

子どもをみてくれる人がいなかったため 5 16.1% 17.6% 0 ― ―

その他 0 0.0% 23.5% 0 ― ―

無回答 7 22.6% 17.6% 0 ― 100.0%

回答者数 31 0

非該当 1,264 1,295

合計 1,295 1,295

全回答数 37 0

項目
母親 父親
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※問 31-2 で「育児休業取得後、職場に復帰した」を選んだ人を集計。

育児休業からの職場復帰時の短時間勤務制度の利用状況は、母親では、「利用した」

の割合が 56.1%に対し、「利用したかったが、利用しなかった(利用できなかった)」が

23.6%と、利用した割合が大きく上回っています。

また、「利用する必要がなかった(フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だ

った)」は 16.6%となっています。

父親では、「利用する必要がなかった(フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤

務だった)」が 50.0%と最も高くなっています。

問 31－7 短時間勤務制度の利用

度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

利用する必要がなかった
（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった）

54 16.6% 23.1% 24 50.0% 50.0%

利用した 183 56.1% 40.8% 5 10.4% 5.0%

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった） 77 23.6% 31.9% 8 16.7% 20.0%

無回答 12 3.7% 4.2% 11 22.9% 25.0%

回答者数 326 100.0% 100.0% 48 100.0% 100.0%

非該当 969 1,247

合計 1,295 1,295

項目
母親 父親

16.6%

56.1%

23.6%

3.7%

50.0%

10.4%

16.7%

22.9%

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

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった）

利用した

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）

無回答
母親

父親
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※問31-7で「利用したかったが、利用しなかった(利用できなかった)」を選んだ人を集計。（複数回答）

（１）母親 （２） 父親

短時間勤務制度を利用しなかった(利用できなかった)理由は、母親では「職場に短時

間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が 51.9%と最も高く、次いで「仕事が忙し

かった」が 39.0%、「短時間勤務にすると給与が減額される」が 36.4%となっていま

す。

問 31－8 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由

51.9%

39.0%

36.4%

16.9%

0.0%

1.3%

0.0%

22.1%

3.9%

9.1%

1.3%

62.5%

50.0%

62.5%

12.5%

12.5%

37.5%

0.0%

25.0%

0.0%

12.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

子どもをみてくれる人がいた

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

無回答

母親

父親
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度数 構成比 H25 度数 構成比 H25

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 40 51.9% 57.9% 5 62.5% 75.0%

仕事が忙しかった 30 39.0% 38.2% 4 50.0% 100.0%

短時間勤務にすると給与が減額される 28 36.4% 30.3% 5 62.5% 75.0%

短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 13 16.9% 9.2% 1 12.5% 0.0%

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 0 0.0% 0.0% 1 12.5% 0.0%

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

1 1.3% 6.6% 3 37.5% 0.0%

子育てや家事に専念するため退職した 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0%

職場に短時間勤務制度がなかった
（就業規則に定めがなかった）

17 22.1% 25.0% 2 25.0% 0.0%

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 3 3.9% 6.6% 0 0.0% 0.0%

その他 7 9.1% 18.4% 1 12.5% 0.0%

無回答 1 1.3% 2.6% 0 0.0% 0.0%

回答者数 77 8

非該当 1,218 1,287

合計 1,295 1,295

全回答数 140 22

項目
母親 父親
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※問 31-2 で「現在も育児休業中である」を選んだ人を集計。

（１） 母親 （２） 父親

育児休業の取得希望は、母親では、「1 歳～1 歳 5 ヶ月」が 28.8%と最も高く、次

いで、「1 歳 6 ヶ月～1 歳 11 ヶ月」が 15.0%となっています。

問 31－9 子どもが何歳何か月のときまで育児休業を取得するか

度数 構成比 構成比 度数 構成比 構成比

０ヶ月～５ケ月 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0%

６ヶ月～11ヶ月 6 7.5% 14.9% 1 50.0% 0.0%

1歳～1歳5ヶ月 23 28.8% 33.8% 0 0.0% 0.0%

1歳6ヶ月～1歳11ヶ月 12 15.0% 14.9% 0 0.0% 0.0%

2歳～2歳5ヶ月 10 12.5% 1.4% 0 0.0% 0.0%

2歳6ヶ月～2歳11ヶ月 4 5.0% 9.5% 0 0.0% 0.0%

3歳～3歳5ヶ月 4 5.0% 1.4% 0 0.0% 0.0%

3歳6ヶ月～3歳11ヶ月 3 3.8% 2.7% 0 0.0% 0.0%

4歳以上 3 3.8% 4.1% 0 0.0% 0.0%

無回答 15 18.8% 17.6% 1 50.0% 100.0%

回答者数 80 100.0% 100.0% 2 100.0% 100.0%

非該当 1,215 1,293

合計 1,295 1,295

項目
母親 父親

0.0%

7.5%

28.8%

15.0%

12.5%

5.0%

5.0%

3.8%

3.8%

18.8%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80%

０ヶ月～５ケ月

６ヶ月～11ヶ月

1歳～1歳5ヶ月

1歳6ヶ月～1歳11ヶ月

2歳～2歳5ヶ月

2歳6ヶ月～2歳11ヶ月

3歳～3歳5ヶ月

3歳6ヶ月～3歳11ヶ月

4歳以上

無回答

母親

父親



Ⅱ 調査結果

110

住まいの地域における子育て環境や支援への満足度は、「満足度１(10.6％)」、「満足

度 2(23.7％)」の合計が 34.3％に対し、「満足度 4(15.1％)」、「満足度 5(3.0％)」の

合計は 18.1％となっています。

※無回答を除いています。

◆自由意見のため別冊掲載

問 32 川越市の子育ての環境や支援への満足度

問３３ 教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関しての意見

10.6% 23.7% 47.6% 15.1%

3.0%

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

満足度1 満足度2 満足度3 満足度4 満足度5

※満足度１(低い) ⇔ 満足度 5(高い)

項目 度数 構成比 H25

満足度1 126 10.6% 14.7%

満足度2 283 23.7% 26.5%

満足度3 568 47.6% 42.1%

満足度4 180 15.1% 14.7%

満足度5 36 3.0% 2.1%

回答者数 1,193 100.0% 100.0%



1

放課後児童クラブ（学童保育）利用保護者調査



2



Ⅱ 調査結果

3

お住まいの地域について

居住地区は、「本庁地区」が 22.6%と最も高く、次いで、「高階地区」が 11.6%、「霞

ヶ関地区」が 10.6％となっています。

学童保育室は「仙波学童保育室」が 5.7%と最も高く、次いで、「山田学童保育室」

が 5.2%となっています。

■居住地区

問１ 居住地区・学童保育室名

22.6%

2.2%

1.2%

6.8%

11.6%

3.8%

7.9%

10.6%

2.5%

8.3%

4.4%

0.7%

17.4%

0% 10% 20% 30%

本庁地区

芳野地区

古谷地区

南古谷地区

高階地区

福原地区

大東地区

霞ヶ関地区

川鶴地区

霞ヶ関北地区

名細地区

山田地区

無回答

項目 度数 構成比 H25

本庁地区 365 22.6% 21.2%

芳野地区 36 2.2% 1.5%

古谷地区 19 1.2% 3.0%

南古谷地区 110 6.8% 9.3%

高階地区 188 11.6% 10.5%

福原地区 62 3.8% 4.3%

大東地区 128 7.9% 7.6%

霞ヶ関地区 171 10.6% 10.8%

川鶴地区 41 2.5% 0.7%

霞ヶ関北地区 134 8.3% 2.4%

名細地区 72 4.4% 7.1%

山田地区 11 0.7% 2.7%

無回答 281 17.4% 19.0%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%
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項目 度数 構成比 H25

川越第一学童保育室 66 4.1% 3.1%

川越学童保育室 31 1.9% 2.5%

中央学童保育室 45 2.8% 2.1%

仙波学童保育室 93 5.7% 3.0%

武蔵野学童保育室 47 2.9% 2.2%

新宿学童保育室 37 2.3% 2.3%

大塚学童保育室 37 2.3% 2.2%

泉学童保育室 49 3.0% 3.0%

月越学童保育室 38 2.3% 1.6%

今成学童保育室 27 1.7% 1.9%

芳野学童保育室 31 1.9% 1.6%

古谷学童保育室 30 1.9% 3.0%

南古谷学童保育室 82 5.1% 4.8%

牛子学童保育室 46 2.8% 4.8%

高階学童保育室 40 2.5% 3.3%

高階南学童保育室 36 2.2% 1.9%

高階北学童保育室 19 1.2% 3.9%

高階西学童保育室 58 3.6% 2.0%

寺尾学童保育室 29 1.8% 1.7%

福原学童保育室 50 3.1% 2.1%

大東東学童保育室 39 2.4% 2.5%

大東西学童保育室 62 3.8% 3.3%

霞ケ関学童保育室 69 4.3% 3.6%

霞ケ関南学童保育室 22 1.4% 1.0%

霞ケ関北学童保育室 53 3.3% 2.6%

霞ケ関東学童保育室 27 1.7% 2.0%

霞ケ関西学童保育室 79 4.9% 2.7%

川越西学童保育室 35 2.2% 2.1%

名細学童保育室 69 4.3% 3.1%

上戸学童保育室 52 3.2% 2.8%

広谷学童保育室 26 1.6% 1.5%

山田学童保育室 84 5.2% 2.4%

その他 4 0.2% 0.0%

無回答 106 6.6% 17.6%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

4.1%

1.9%

2.8%

5.7%

2.9%

2.3%

2.3%

3.0%

2.3%

1.7%

1.9%

1.9%

5.1%

2.8%

2.5%

2.2%

1.2%

3.6%

1.8%

3.1%

2.4%

3.8%

4.3%

1.4%

3.3%

1.7%

4.9%

2.2%

4.3%

3.2%

1.6%

5.2%

0.2%

6.6%

0% 5% 10% 15%

川越第一学童保育室

川越学童保育室

中央学童保育室

仙波学童保育室

武蔵野学童保育室

新宿学童保育室

大塚学童保育室

泉学童保育室

月越学童保育室

今成学童保育室

芳野学童保育室

古谷学童保育室

南古谷学童保育室

牛子学童保育室

高階学童保育室

高階南学童保育室

高階北学童保育室

高階西学童保育室

寺尾学童保育室

福原学童保育室

大東東学童保育室

大東西学童保育室

霞ケ関学童保育室

霞ケ関南学童保育室

霞ケ関北学童保育室

霞ケ関東学童保育室

霞ケ関西学童保育室

川越西学童保育室

名細学童保育室

上戸学童保育室

広谷学童保育室

山田学童保育室

その他

無回答



Ⅱ 調査結果

5

放課後児童クラブを利用しているお子さんとご家族の状況につい

て

放課後児童クラブを利用している子どもの年齢は、「7 歳」が 34.7％と最も高く、

次いで「8 歳」が 27.6％となっており、学年でみると、「１年生（36.3％）」、「２年

生（33.9％）」の割合が高く、学年が上がるごとに利用者は減少しています。

１世帯で放課後児童クラブを利用している子どもの人数は、「１人」が 83.9％と

最も高くなっています。

■放課後児童クラブを利用している子どもの年齢

■放課後児童クラブを利用している子どもの学年

■放課後児童クラブを利用している子どもの人数

問２ 放課後児童クラブを現在利用している子どもの学年・人数

項目 度数 構成比 H25

６歳 351 21.7% 21.4%

７歳 562 34.7% 32.9%

８歳 447 27.6% 24.6%

９歳 291 18.0% 14.0%

１０歳 116 7.2% 4.4%

１１歳 52 3.2% 1.1%

１２歳 8 0.5% 0.3%

無回答 30 1.9% 1.3%

回答者数 1,618

全回答数 1,849

83.9%

13.8%

0.5%

1.9%

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

１人

２人

３人

無回答

36.3%

33.9%

23.4%

13.0%

4.8%

1.5%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

項目 度数 構成比

１人 1,357 83.9%

２人 223 13.8%

３人 8 0.5%

無回答 30 1.9%

回答者数 1,618 100.0%

21.7%

34.7%

27.6%

18.0%

7.2%

3.2%

0.5%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

６歳

７歳

８歳

９歳

１０歳

１１歳

１２歳

無回答

項目 度数 構成比 H25

１年生 588 36.3% 32.8%

２年生 548 33.9% 25.6%

３年生 378 23.4% 15.8%

４年生 210 13.0% 5.7%

５年生 78 4.8% 2.1%

６年生 25 1.5% 0.2%

無回答 30 1.9% 17.7%

回答者数 1,618

全回答数 1,857
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Ⅱ 調査結果

7

１世帯当たりの子どもの人数は、「2 人」が 54.6%と最も高く、次いで「1 人」が

24.8%、「3 人」が 15.8%となっています。

２人以上のきょうだいがいる世帯の末子の年齢は「７歳」が 13.2%と最も高く、

次いで「６歳」、「４歳」がともに 13.1%となっています

■１世帯当たりの子ども人数

■末子の年齢

問３ 子どもの人数と末子の年齢

項目 度数 構成比 H25

０歳 14 1.2% 1.2%

１歳 63 5.3% 4.1%

２歳 91 7.7% 6.7%

３歳 131 11.1% 10.4%

４歳 154 13.1% 14.4%

５歳 131 11.1% 11.6%

６歳 155 13.1% 13.5%

７歳 156 13.2% 13.1%

８歳 115 9.7% 9.7%

９歳 64 5.4% 5.4%

10歳以上 27 2.3% 2.6%

無回答 79 6.7% 7.4%

回答者数 1,180 100.0% 100.0%

非該当 438

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１人 402 24.8% 26.1%

２人 883 54.6% 54.6%

３人 256 15.8% 14.5%

４人 35 2.2% 2.0%

５人 4 0.2% 0.2%

６人以上 2 0.1% 0.1%

無回答 36 2.2% 2.5%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

24.8%

54.6%

15.8%

2.2%

0.2%

0.1%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80%

１人

２人

３人

４人

５人

６人以上

無回答

1.2%

5.3%

7.7%

11.1%

13.1%

11.1%

13.1%

13.2%

9.7%

5.4%

2.3%

6.7%

0% 5% 10% 15% 20%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳以上

無回答
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調査票の回答者は、「母親」が 94.2%、「父親」が 5.4%、「母親」の割合が大きく上

回っています。

調査票の回答者の配偶関係は、「配偶者がいる」の 85.1%に対し、「配偶者はいない」

が 13.4%となっています。

問４ この調査票に回答する人

問５ 配偶関係

項目 度数 構成比 H25

配偶者がいる 1,377 85.1% 81.3%

配偶者はいない 217 13.4% 17.8%

無回答 24 1.5% 0.9%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

母親 1,524 94.2% 93.7%

父親 87 5.4% 5.4%

その他 4 0.2% 0.2%

無回答 3 0.2% 0.7%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

母親

94.2%

父親

5.4%

その他

0.2%

無回答

0.2%

配偶者がいる

85.1%

配偶者は

いない

13.4%

無回答

1.5%



Ⅱ 調査結果
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調査票の回答者の世帯状況は、「保護者と子のみの世帯」が 59.0%と最も高く、次いで

「同居はしていないが、祖父母が近く(市内又は近隣市町)に住んでいる」が 30.5%、「祖

父母と同居している世帯」が 10.1%となっています。

子どもの子育て（教育を含む）を主に行っているのは、「父母ともに」が 55.0%と最

も高く、次いで「主に母親」が 42.3%、「主に父親」が 1.1%となっています。

問６ 世帯の状況

問７ 子育てを主に行っている人

55.0%

42.3%

1.1%

0.7%

0.5%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

59.0%

10.1%

30.5%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80%

保護者と子のみの世帯

祖父母と同居している世帯

同居はしていないが、祖父母が近く

(市内又は近隣市町)に住んでいる

無回答

項目 度数 構成比

保護者と子のみの世帯 955 59.0%

祖父母と同居している世帯 163 10.1%

同居はしていないが、祖父母が近く(市内又は近隣市町)
に住んでいる

494 30.5%

無回答 6 0.4%

回答者数 1,618 100.0%

項目 度数 構成比 H25

父母ともに 890 55.0% 54.1%

主に母親 684 42.3% 42.5%

主に父親 17 1.1% 1.4%

主に祖父母 12 0.7% 1.0%

その他 8 0.5% 0.2%

無回答 7 0.4% 0.7%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%
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利用しているお子さんの保護者の就労状況について

（1）母親の勤労形態

母親の勤労形態は、「正規雇用」が 57.8%で「非正規雇用」が 39.9%となっていま

す。また、「就労していない」との回答は 1.0％となっています。

（1）-1 母親の勤労状況

母親の具体的な勤労状況は、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）

で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 69.7%と最も高く、次いで「フ

ルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 27.1%となって

います。

問８ 保護者の現在の就労状況

項目 度数 構成比 H25

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

1,127 69.7% 68.1%

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 7 0.4% 0.4%

フルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 439 27.1% 25.4%

フルタイム以外で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 6 0.4% 0.2%

病気・障害等により就労していない
※H25調査では「以前は就労していたが、現在は就労していない」

8 0.5% 0.7%

これまで就労したことがない　※H25調査のみの選択肢 0.2%

無回答 31 1.9% 5.0%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

69.7%

0.4%

27.1%

0.4%

0.5%

1.9%

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

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

フルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイム以外で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

病気・障害等により就労していない

無回答

項目 度数 構成比 H25

正規雇用 935 57.8% 51.1%

非正規雇用（パート・アルバイト含む） 645 39.9% 45.3%

就労していない 16 1.0% 1.1%

無回答 22 1.4% 2.5%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

正規雇用

57.8%

非正規雇用

（パート・アルバイト

含む）

39.9%

就労していない

1.0%

無回答

1.4%



Ⅱ 調査結果
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（１）-2 就労している母親の１週当たりの「就労日数」、1 週当たりの「土日就

労日数」、１日当たりの「就労時間」

※問８（１）-１で「就労している」を選んだ人を集計

現在就労している母親の１週当たりの就労日数は、「5 日」が 75.8%、１日当たりの

就労時間では、「８時間」が 44.5％とそれぞれ最も高くなっています。

土日の就労日数は、「０日」との回答が約５割となっています。

■１週当たりの就労日数

■１週当たりの土日就労日数

項目 度数 構成比 H25

１日 1 0.1% 0.3%

２日 6 0.4% 0.2%

３日 42 2.7% 3.1%

４日 197 12.5% 11.5%

５日 1,197 75.8% 74.2%

６日 102 6.5% 8.0%

７日 9 0.6% 0.4%

無回答 25 1.6% 2.3%

回答者数 1,579 100.0% 100.0%

非該当 39

合計 1,618

0.1%

0.4%

2.7%

12.5%

75.8%

6.5%

0.6%

1.6%

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

０日

49.2%

１日

25.6%

２日

5.8%

無回答

19.3%

項目 度数 構成比

０日 777 49.2%

１日 405 25.6%

２日 92 5.8%

無回答 305 19.3%

回答者数 1,579 100.0%

非該当 39

合計 1,618
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■１日当たりの就労時間（残業を含む）

項目 度数 構成比 H25

１時間 4 0.3% 0.3%

２時間 2 0.1% 0.0%

３時間 6 0.4% 0.3%

４時間 21 1.3% 0.9%

５時間 78 4.9% 4.3%

６時間 234 14.8% 13.1%

７時間 279 17.7% 18.2%

８時間 702 44.5% 46.0%

９時間以上 216 13.7% 13.6%

無回答 37 2.3% 3.2%

回答者数 1,579 100.0% 100.0%

非該当 39

合計 1,618

0.3%

0.1%

0.4%

1.3%

4.9%

14.8%

17.7%

44.5%

13.7%

2.3%

0% 20% 40% 60%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間以上

無回答
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（１）-3 就労している母親の家の出る時間と帰宅時間

※問 12（1）-1 で「就労している」を選んだ人を集計。

■家を出る時刻

現在就労している母親の家を出る時刻では、「8 時」が 54.1%、帰宅時間では「17

時」が 47.4％と最も高くなっています。

また、家を出から帰宅するまでの時間は「10 時間」が 32.2%と最も高くなってい

ます。

■帰宅時刻

項目 度数 構成比 H25

１３時前 3 0.2% 0.6%

１３時 3 0.2% 0.1%

１４時 14 0.9% 0.3%

１５時 84 5.3% 1.6%

１６時 219 13.9% 4.5%

１７時 748 47.4% 12.5%

１８時 349 22.1% 47.6%

１９時 42 2.7% 22.7%

２０時 21 1.3% 3.1%

２１時以降 0 0.0% 1.7%

無回答 96 6.1% 5.3%

回答者数 1,579 100.0% 100.0%

非該当 39

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

６時前 8 0.5% 0.3%

６時 26 1.6% 1.3%

７時 429 27.2% 26.4%

８時 854 54.1% 55.1%

９時 120 7.6% 8.7%

１０時 15 0.9% 1.3%

１１時 6 0.4% 0.7%

１２時 18 1.1% 0.4%

１３時以降 5 0.3% 0.6%

無回答 98 6.2% 5.1%

回答者数 1,579 100.0% 100.0%

非該当 39

合計 1,618

0.5%

1.6%

27.2%

54.1%

7.6%

0.9%

0.4%

1.1%

0.3%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80%

６時前

６時

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時

１３時以降

無回答

0.2%

0.2%

0.9%

5.3%

13.9%

47.4%

22.1%

2.7%

1.3%

0.0%

6.1%

0% 20% 40% 60%

１３時前

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時

２０時

２１時以降

無回答
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■家を出てから帰宅までの時間

項目 度数 構成比 H25

１時間 0 0.0% 0.0%

２時間 0 0.0% 0.0%

３時間 1 0.1% 0.0%

４時間 1 0.1% 0.0%

５時間 10 0.6% 0.5%

６時間 18 1.1% 0.9%

７時間 45 2.8% 4.5%

８時間 92 5.8% 5.2%

９時間 181 11.5% 12.1%

１０時間 508 32.2% 31.5%

１１時間 405 25.6% 25.9%

１２時間 169 10.7% 10.1%

１３時間以上 51 3.2% 3.9%

無回答 98 6.2% 5.3%

回答者数 1,579 100.0% 100.0%

非該当 39

合計 1,618

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.6%

1.1%

2.8%

5.8%

11.5%

32.2%

25.6%

10.7%

3.2%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

１０時間

１１時間

１２時間

１３時間以上

無回答
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（2） 父親の就労状況

父親の就労形態は、「正規雇用」が 81.3%と最も高く、次いで、「非正規雇用（パー

ト・アルバイト含む）」が 2.6%となっています。

（2）-1 父親の就労状況

父親の就労状況は、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労し

ており、産休・育休・介護休業中ではない」が 83.3%と最も高くなっています。

また、育休・介護休暇中の人は、0.1％となっています。

項目 度数 構成比 H25

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

1,347 83.3% 75.5%

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 2 0.1% 0.0%

フルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 14 0.9% 1.1%

フルタイム以外で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 0 0.0% 0.0%

病気・障害等により就労していない
※H25調査では「以前は就労していたが、現在は就労していない」

2 0.1% 0.3%

これまで就労したことがない　※H25調査のみの選択肢 0.0%

無回答 253 15.6% 23.0%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

83.3%

0.1%

0.9%

0.0%

0.1%

15.6%

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

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

フルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイム以外で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

病気・障害等により就労していない

無回答

正規雇用

81.3%

非正規雇用

（パート・アルバイト

含む）

2.6%

就労していない

0.1%
無回答

16.0%

項目 度数 構成比 H25

正規雇用 1,315 81.3% 75.6%

非正規雇用（パート・アルバイト含む） 42 2.6% 3.3%

就労していない 2 0.1% 3.2%

無回答 259 16.0% 17.9%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%
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（2）-2 就労している父親の１週当たりの「就労日数」、1 週当たりの「土日就

労日数」、１日当たりの「就労時間」

※問８（2）-１で「就労している」を選んだ人を集計

現在就労している父親の 1 週当たりの就労日数では、「5 日」が 66.9%、1 日当た

りの就労時間では、「８時間」が 37.0%とそれぞれ最も高くなっています。

土日の就労日数は、「0 日」が 36.0％と最も高く、次いで「1 日」が 34.2％となっ

ています。

■1 週当たりの就労日数

■1 週当たりの「土日就労日数」

項目 度数 構成比 H25

１日 2 0.1% 0.1%

２日 3 0.2% 0.0%

３日 8 0.6% 0.9%

４日 17 1.2% 0.4%

５日 912 66.9% 66.1%

６日 363 26.6% 29.4%

７日 24 1.8% 1.5%

無回答 34 2.5% 1.6%

回答者数 1,363 100.0% 100.0%

非該当 255

合計 1,618

項目 度数 構成比

０日 491 36.0%

１日 466 34.2%

２日 191 14.0%

無回答 215 15.8%

回答者数 1,363 100.0%

非該当 255

合計 1,618

０日

36.0%

１日

34.2%

２日

14.0%

無回答

15.8%

0.1%

0.2%

0.6%

1.2%

66.9%

26.6%

1.8%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答



Ⅱ 調査結果

17

■１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」

（2）-3 就労している父親の家を出る時刻と帰宅時刻

※問 12（2）-1 で「就労している」を選んだ人を集計。

就労している父親の家を出る時刻は、「6 時」が 36.6%、帰宅時刻では、「20 時」

が 21.5%とそれぞれ最も高くなっています。

また、家を出てから帰宅するまでの時間は、「13 時間」が 18.4%と最も高く、次い

で「14 時間」が 18.0%となっています。

■家を出る時刻

項目 度数 構成比 H25

６時前 357 26.2% 6.3%

６時 499 36.6% 18.4%

７時 329 24.1% 39.4%

８時 58 4.3% 25.9%

９時 10 0.7% 4.5%

１０時 6 0.4% 0.7%

１１時 4 0.3% 0.1%

１２時 15 1.1% 0.5%

１３時以降 0 0.0% 1.0%

無回答 85 6.2% 3.1%

回答者数 1,363 100.0% 100.0%

非該当 255

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

４時間以下 1 0.1% 0.4%

５時間 2 0.1% 0.0%

６時間 6 0.4% 0.3%

７時間 24 1.8% 0.9%

８時間 504 37.0% 34.9%

９時間 177 13.0% 13.7%

１０時間 308 22.6% 22.8%

１１時間 78 5.7% 6.3%

１２時間 125 9.2% 10.6%

１３時間以上 76 5.6% 6.7%

無回答 62 4.5% 3.3%

回答者数 1,363 100.0% 100.0%

非該当 255

合計 1,618

26.2%

36.6%

24.1%

4.3%

0.7%

0.4%

0.3%

1.1%

0.0%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

６時前

６時

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時

１３時以降

無回答

0.1%

0.1%

0.4%

1.8%

37.0%

13.0%

22.6%

5.7%

9.2%

5.6%

4.5%

0% 20% 40% 60%

４時間以下

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

１０時間

１１時間

１２時間

１３時間以上

無回答
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■帰宅時刻

■家を出てから帰宅までの時間

項目 度数 構成比 H25

１時間～５時間 0 0.0% 0.2%

６時間～１０時間 102 7.5% 7.9%

１１時間 167 12.3% 12.0%

１２時間 223 16.4% 17.1%

１３時間 251 18.4% 18.7%

１４時間 246 18.0% 16.6%

１５時間 155 11.4% 11.6%

１６時間以降 130 9.5% 12.5%

無回答 89 6.5% 3.3%

回答者数 1,363 100.0% 100.0%

非該当 255

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１６時前 4 0.3% 1.9%

１６時 12 0.9% 0.6%

１７時 37 2.7% 2.1%

１８時 173 12.7% 12.3%

１９時 252 18.5% 19.8%

２０時 293 21.5% 20.1%

２１時 218 16.0% 16.2%

２２時 151 11.1% 11.9%

２３時以降 135 9.9% 11.7%

無回答 88 6.5% 3.3%

回答者数 1,363 100.0% 100.0%

非該当 255

合計 1,618

0.3%

0.9%

2.7%

12.7%

18.5%

21.5%

16.0%

11.1%

9.9%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40%

１６時前

１６時

１７時

１８時

１９時

２０時

２１時

２２時

２３時以降

無回答

0.0%

7.5%

12.3%

16.4%

18.4%

18.0%

11.4%

9.5%

6.5%

0% 10% 20% 30%

１時間～５時間

６時間～１０時間

１１時間

１２時間

１３時間

１４時間

１５時間

１６時間以降

無回答
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（１）母親の転換希望

※問 8-(１)-1 で「フルタイム以外」を選んだ方を集計。

フルタイム以外で就労をしている母親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイム以

外の就労を続けることを希望」が 39.6%と最も高く、次いで「フルタイムへの転換希

望はあるが、実現できる見込みはない」が 27.0%となっています。

（２）父親の転換希望

※問 8-(２)-1 で「フルタイム以外」を選んだ方を集計。

フルタイム以外で就労をしている父親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイム以

外の就労を続けることを希望」が６件、「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３件となっています。

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

問９ パート・アルバイト等で就労している人のフルタイムへの転換希望

項目 度数 構成比 H25

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への
転換希望があり、実現できる見込みがある

1 7.1% 0.0%

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 3 21.4% 0.0%

フルタイム以外の就労を続けることを希望 6 42.9% 35.7%

フルタイム以外の就労をやめて子育てや家事に専念したい 0 0.0% 42.9%

無回答 4 28.6% 21.4%

回答者数 14 100.0% 100.0%

非該当 1,604

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への
転換希望があり、実現できる見込みがある

63 14.2% 11.6%

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 120 27.0% 30.0%

フルタイム以外の就労を続けることを希望 176 39.6% 38.7%

フルタイム以外の就労をやめて子育てや家事に専念したい 10 2.2% 1.0%

無回答 76 17.1% 18.7%

回答者数 445 100.0% 100.0%

非該当 1,173

合計 1,618

14.2%

27.0%

39.6%

2.2%

17.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）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

フルタイム以外の就労を続けることを希望

フルタイム以外の就労をやめて子育てや家事に専念したい

無回答
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利用しているお子さんの平日の定期的な放課後児童クラブ（学童保

育）の利用状況について

（１）現在の状況

平日の放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況は、１週当たりの日数では、「5 日」

が 65.4%、1 日当たりの時間では、「3 時間」が 58.0%とそれぞれ最も高くなってい

ます。

また、利用時間帯については、登室時刻で「15 時（73.2％）」、降室時刻で「18 時

（71.8％）」がそれぞれ高くなっています。

■1 週当たりの日数

■1 日当たりの時間

問 10 放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況と利用希望

項目 度数 構成比 H25

１時間 33 2.0% 1.3%

２時間 371 22.9% 22.0%

３時間 938 58.0% 60.4%

４時間 154 9.5% 8.5%

５時間 17 1.1% 0.4%

６時間 1 0.1% 0.0%

７時間以上 45 2.8% 0.0%

無回答 59 3.6% 7.3%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

１日 6 0.4% 0.3%

２日 30 1.9% 1.9%

３日 160 9.9% 9.7%

４日 314 19.4% 18.2%

５日 1,058 65.4% 68.4%

６日 39 2.4% 0.0%

無回答 11 0.7% 1.5%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

0.4%

1.9%

9.9%

19.4%

65.4%

2.4%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

2.0%

22.9%

58.0%

9.5%

1.1%

0.1%

2.8%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間以上

無回答



Ⅱ 調査結果

21

■利用時間帯

(登室時刻)

(降室時刻)

項目 度数 構成比 H25

１５時 1 0.1% 0.0%

１６時 38 2.3% 1.3%

１７時 324 20.0% 19.3%

１８時 1,162 71.8% 70.6%

１９時 34 2.1% 3.2%

２０時 2 0.1% 0.0%

２１時 0 0.0% 0.0%

無回答 57 3.5% 5.6%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

１３時以前 47 2.9% 0.0%

１３時 4 0.2% 0.2%

１４時 174 10.8% 9.3%

１５時 1,184 73.2% 75.9%

１６時 124 7.7% 7.3%

無回答 85 5.3% 7.2%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

2.9%

0.2%

10.8%

73.2%

7.7%

5.3%

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

１３時以前

１３時

１４時

１５時

１６時

無回答

0.1%

2.3%

20.0%

71.8%

2.1%

0.1%

0.0%

3.5%

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

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時

２０時

２１時

無回答
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（２）利用希望

平日の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望は、１週当たりの日数では、「5 日」

が 55.9%、1 日当たりの時間では、「3 時間」が 33.9%とそれぞれ最も高くなってい

ます。

また、利用時間帯については、登室時刻で「15 時（60.6％）」、降室時刻で「18 時

（36.5％）」がそれぞれ高くなっています。

利用を希望する学年は「６年生」までが 37.0%と最も高く、次いで、「４年生」まで

が 19.1%となっています。

■１週あたり日数

（希望）

■1 日当たりの時間

（希望）

項目 度数 構成比 H25

１時間 20 1.2% 0.6%

２時間 217 13.4% 14.7%

３時間 549 33.9% 33.7%

４時間 343 21.2% 25.2%

５時間 77 4.8% 6.5%

６時間 21 1.3% 0.7%

７時間以上 46 2.8% 0.0%

無回答 345 21.3% 18.6%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

１日 3 0.2% 0.2%

２日 12 0.7% 0.6%

３日 122 7.5% 6.8%

４日 215 13.3% 13.5%

５日 905 55.9% 65.4%

６日 72 4.4% 0.0%

７日 2 0.1% 0.0%

無回答 287 17.7% 13.5%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

2.0%

22.9%

58.0%

9.5%

1.1%

0.1%

2.8%

3.6%

1.2%

13.4%

33.9%

21.2%

4.8%

1.3%

2.8%

21.3%

0% 20% 40% 60% 80%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間以上

無回答
現在

希望

0.4%

1.9%

9.9%

19.4%

65.4%

2.4%

0.0%

0.7%

0.2%

0.7%

7.5%

13.3%

55.9%

4.4%

0.1%

17.7%

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

現在

希望
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■利用時間帯

(登室時刻)

（希望）

(降室時刻)

（希望）

■利用希望学年

（希望）

項目 度数 構成比 H25

15時 1 0.1% 0.0%

16時 20 1.2% 0.6%

17時 208 12.9% 12.8%

18時 591 36.5% 34.5%

19時 444 27.4% 31.0%

20時 52 3.2% 3.8%

21時 3 0.2% 0.4%

無回答 299 18.5% 17.0%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

13時以前 57 3.5% 0.0%

13時 4 0.2% 0.1%

14時 137 8.5% 8.5%

15時 981 60.6% 66.3%

16時 98 6.1% 6.2%

無回答 341 21.1% 19.0%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

0.1%

1.9%

11.6%

19.1%

10.2%

37.0%

20.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

項目 度数 構成比

１年生 1 0.1%

２年生 31 1.9%

３年生 188 11.6%

４年生 309 19.1%

５年生 165 10.2%

６年生 598 37.0%

無回答 326 20.1%

回答者数 1,618 100.0%

2.9%

0.2%

10.8%

73.2%

7.7%

5.3%

3.5%

0.2%

8.5%

60.6%

6.1%

21.1%

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

13時以前

13時

14時

15時

16時

無回答

現在

希望

0.1%

2.3%

20.0%

71.8%

2.1%

0.1%

0.0%

3.5%

0.1%

1.2%

12.9%

36.5%

27.4%

3.2%

0.2%

18.5%

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

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

無回答

現在

希望
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平日に定期的に放課後児童クラブ（学童保育）を利用している理由は、「子育てを

している方が現在就労している」が 96.7%とほとんどの方が回答しています。

土曜日の放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況は、「利用している」が 13.0%、

「利用していない」が 85.6%となっています。

問 10-1 定期的に放課後児童クラブ（学童保育）を利用されている理由(複数回

答)

問 11 土曜日における放課後児童クラブ（学童保育）を利用状況

項目 度数 構成比 H25

利用している 211 13.0% 12.7%

利用していない 1,385 85.6% 85.1%

無回答 22 1.4% 2.2%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

96.7%

0.7%

0.5%

1.0%

0.7%

0.4%

2.5%

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

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方が就労予定がある／求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを介護している

子育てをしている方が病気や障害がある

子育てをしている方が学生である

その他

無回答

利用している

13.0%

利用していない

85.6%

無回答

1.4%

項目 度数 構成比 H25

子育てをしている方が現在就労している 1,564 96.7% 95.6%

子育てをしている方が就労予定がある／求職中である 11 0.7% 0.7%

子育てをしている方が家族・親族などを介護している 8 0.5% 1.6%

子育てをしている方が病気や障害がある 16 1.0% 1.2%

子育てをしている方が学生である 11 0.7% 0.9%

子どもの教育や発達のため　※H25調査のみの選択肢 20.3%

その他 7 0.4% 2.0%

無回答 40 2.5% 2.2%

回答計 1,657

回答者数 1,618
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※問 11 で「利用している」を選んだ人を集計。

（土曜日の利用状況）

放課後児童クラブ（学童保育）の 1 月あたりの日数については、「1 日」が 31.3%

と最も高く、次いで「2 日」が 23.7%、「4 日」が 23.2%となっています。

1 日当たりの時間については、「7 時間～10 時間」が 71.1%と最も高くなっていま

す。

利用時間帯は、登室時刻は、「8 時(50.2％)」、降室時刻は、「18 時(59.2％)」とそ

れぞれ割合が高くなっています。

■1 月当たりの日数

■１日当たりの時間

問 11-1 土曜日に利用している放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況と土曜

日、日曜・祝日の利用希望

項目 度数 構成比 H25

１時間～３時間 1 0.5% 0.6%

４時間～６時間 20 9.5% 11.0%

７時間～１０時間 150 71.1% 67.1%

１１時間以上 23 10.9% 13.5%

無回答 17 8.1% 7.7%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 66 31.3% 29.7%

２日 50 23.7% 14.8%

３日 29 13.7% 14.2%

４日 49 23.2% 34.8%

５日 4 1.9% 0.0%

無回答 13 6.2% 6.5%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

31.3%

23.7%

13.7%

23.2%

1.9%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

0.5%

9.5%

71.1%

10.9%

8.1%

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

１時間～３時間

４時間～６時間

７時間～１０時間

１１時間以上

無回答
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■利用時間帯

(登室時刻)

(降室時刻)

項目 度数 構成比 H25

１２時以前 1 0.5% 0.6%

１３時 9 4.3% 3.9%

１４時 6 2.8% 5.2%

１５時 10 4.7% 4.5%

１６時 11 5.2% 3.9%

１７時 30 14.2% 16.8%

１８時 125 59.2% 56.1%

１９時 0 0.0% 1.9%

２０時以降 0 0.0% 0.0%

無回答 19 9.0% 7.1%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

７時 40 19.0% 21.9%

８時 106 50.2% 50.3%

９時 42 19.9% 20.0%

１０時 2 0.9% 0.6%

１１時以降 2 0.9% 0.0%

無回答 19 9.0% 7.1%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

19.0%

50.2%

19.9%

0.9%

0.9%

9.0%

0% 20% 40% 60%

７時

８時

９時

１０時

１１時以降

無回答

0.5%

4.3%

2.8%

4.7%

5.2%

14.2%

59.2%

0.0%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80%

１２時以前

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時以降

無回答
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（土曜日の利用希望）

土曜日の定期的な放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用希望は、「4 日」が 29.4%

と最も高く、次いで、「2 日」が 18.5%となっています。

1 日当たりの時間については、「7 時間～10 時間」が 46.0%と最も高くなってい

ます。

利用時間帯は、登室時刻は、「8 時(39.3％)」、降室時刻は、「18 時(31.8％)」とそ

れぞれ割合が高くなっています。

利用を希望する学年は「６年生」までが 39.3%と最も高くなっています。

■1 月当たりの日数

■１日当たりの時間

項目 度数 構成比 H25

１時間～３時間 0 0.0% 0.0%

４時間～６時間 10 4.7% 5.2%

７時間～１０時間 97 46.0% 43.2%

１１時間以上 53 25.1% 22.6%

無回答 51 24.2% 29.0%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 33 15.6% 11.6%

２日 39 18.5% 12.3%

３日 16 7.6% 11.0%

４日 62 29.4% 36.1%

５日 9 4.3% 0.0%

無回答 52 24.6% 29.0%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

31.3%

23.7%

13.7%

23.2%

1.9%

6.2%

15.6%

18.5%

7.6%

29.4%

4.3%

24.6%

0% 10% 20% 30% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

現在

希望

0.5%

9.5%

71.1%

10.9%

8.1%

0.0%

4.7%

46.0%

25.1%

24.2%

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

１時間～３時間

４時間～６時間

７時間～１０時間

１１時間以上

無回答

現在

希望
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利用時間帯

（登室時刻）

（降室時刻）

■利用希望学年

項目 度数 構成比 H25

12時以前 0 0.0% 0.0%

１３時 5 2.4% 1.3%

１４時 3 1.4% 2.6%

１５時 3 1.4% 1.3%

１６時 7 3.3% 5.2%

１７時 19 9.0% 13.5%

１８時 67 31.8% 29.0%

１９時以降 54 25.6% 18.7%

無回答 53 25.1% 28.4%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

0.5%

4.3%

2.8%

4.7%

5.2%

14.2%

59.2%

0.0%

9.0%

0.0%

2.4%

1.4%

1.4%

3.3%

9.0%

31.8%

25.6%

25.1%

0% 20% 40% 60% 80%

１２時以前

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時以降

無回答

現在

希望

項目 度数 構成比 H25

７時以前 2 0.9% 0.0%

７時 42 19.9% 18.1%

８時 83 39.3% 38.7%

９時 30 14.2% 14.8%

１０時 0 0.0% 0.0%

１１時以降 1 0.5% 0.0%

無回答 53 25.1% 28.4%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

項目 度数 構成比

１年生 0 0.0%

２年生 2 0.9%

３年生 12 5.7%

４年生 34 16.1%

５年生 23 10.9%

６年生 83 39.3%

無回答 57 27.0%

回答者数 211 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

0.0%

0.9%

5.7%

16.1%

10.9%

39.3%

27.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

0.0%

19.0%

50.2%

19.9%

0.9%

0.9%

9.0%

0.9%

19.9%

39.3%

14.2%

0.0%

0.5%

25.1%

0% 20% 40% 60%

７時以前

７時

８時

９時

１０時

１１時以降

無回答

現在

希望
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（日曜・祝日の利用希望）

日曜・祝日の定期的な放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用希望は、「２日」が 15.2%

と最も高くなっています。

1 日当たりの時間については、「7 時間～10 時間」が 24.6%と最も高くなってい

ます。

利用時間帯は、登室時刻は、「8 時(22.7％)」、降室時刻は、「18 時(21.8％)」とそ

れぞれ割合が高くなっています。

利用を希望する学年は「６年生」までが 22.7%と最も高くなっています。

■1 月あたりの日数

■１日当たり何時間

項目 度数 構成比 H25

１時間～３時間 1 0.5% 0.0%

４時間～６時間 6 2.8% 3.2%

７時間～１０時間 52 24.6% 29.0%

１１時間以上 30 14.2% 14.8%

無回答 122 57.8% 52.9%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 26 12.3% 13.5%

２日 32 15.2% 18.7%

３日 5 2.4% 2.6%

４日 23 10.9% 12.3%

５日 7 3.3% 0.0%

無回答 118 55.9% 52.9%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

12.3%

15.2%

2.4%

10.9%

3.3%

55.9%

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

0.5%

2.8%

24.6%

14.2%

57.8%

0% 20% 40% 60% 80%

１時間～３時間

４時間～６時間

７時間～１０時間

１１時間以上

無回答
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■利用時間帯

（登室時刻）

（降室時刻）

■利用希望学年

項目 度数 構成比 H25

１２時以前 2 0.9% 0.0%

１３時 0 0.0% 0.6%

１４時 1 0.5% 0.6%

１５時 3 1.4% 1.3%

１６時 4 1.9% 1.3%

１７時 8 3.8% 11.6%

１８時 46 21.8% 18.1%

１９時以降 27 12.8% 14.2%

無回答 120 56.9% 52.3%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

７時以前 2 0.9% 0.0%

７時 21 10.0% 10.3%

８時 48 22.7% 27.7%

９時 18 8.5% 8.4%

１０時以降 2 0.9% 1.3%

無回答 120 56.9% 52.3%

回答者数 211 100.0% 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

項目 度数 構成比

１年生 0 0.0%

２年生 1 0.5%

３年生 9 4.3%

４年生 19 9.0%

５年生 10 4.7%

６年生 48 22.7%

無回答 124 58.8%

回答者数 211 100.0%

非該当 1,407

合計 1,618

0.0%

0.5%

4.3%

9.0%

4.7%

22.7%

58.8%

0% 20% 40% 60% 80%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

0.9%

10.0%

22.7%

8.5%

0.9%

56.9%

0% 20% 40% 60% 80%

７時以前

７時

８時

９時

１０時以降

無回答

0.9%

0.0%

0.5%

1.4%

1.9%

3.8%

21.8%

12.8%

56.9%

0% 20% 40% 60% 80%

１２時以前

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時以降

無回答
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※問 11 で「利用していない」を選んだ人を集計。

（1） 土曜日

土曜日の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望は、「利用する必要はない」が

74.2%に対し、「ほぼ毎週利用したい（2.5％）」と「月に１～２回は利用したい（17.0％）」

の合計割合は 19.5％となっています。

利用したい時間帯は登室時刻については、「8 時」が 48.0%、降室時刻については

「18 時」が 46.8％とそれぞれ高くなっています。

1 日当たりの利用希望時間は「７時間～10 時間」が 52.0%と最も高くなっていま

す。利用を希望する学年では、「6 年生」で 41.3％となっています。

■利用時間帯

（登室時刻）

問 12 土曜日、日曜・祝日における放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望

項目 度数 構成比 H25

７時以前 1 0.4% 0.0%

７時 74 27.5% 28.1%

８時 129 48.0% 48.8%

９時 39 14.5% 19.5%

１０時 4 1.5% 2.0%

１１時 0 0.0% 0.0%

１２時以降 0 0.0% 0.8%

無回答 22 8.2% 0.8%

回答者数 269 100.0% 100.0%

非該当 1,349

合計 1,618

0.4%

27.5%

48.0%

14.5%

1.5%

0.0%

0.0%

8.2%

0% 20% 40% 60%

７時以前

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時以降

無回答

項目 度数 構成比 H25

利用する必要はない 1,028 74.2% 72.2%

ほぼ毎週利用したい 34 2.5% 3.7%

月に１～２回は利用したい 235 17.0% 21.0%

無回答 88 6.4% 3.1%

回答者数 1,385 100.0% 100.0%

非該当 233

合計 1,618

利用する

必要はない

74.2%

ほぼ毎週

利用したい

2.5%

月に１～２回は

利用したい

17.0%

無回答

6.4%
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（降室時刻）

■1 日当たりの時間

■利用希望学年

項目 度数 構成比

１年生 0 0.0%

２年生 2 0.7%

３年生 39 14.5%

４年生 59 21.9%

５年生 28 10.4%

６年生 111 41.3%

無回答 30 11.2%

回答者数 269 100.0%

非該当 1,349

合計 1,618

0.0%

0.7%

14.5%

21.9%

10.4%

41.3%

11.2%

0% 20% 40% 60%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

0.0%

4.5%

52.0%

34.9%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80%

１時間～３時間

４時間～６時間

７時間～１０時間

１１時間以上

無回答

項目 度数 構成比 H25

１１時以前 0 0.0% 0.0%

１２時 0 0.0% 0.8%

１３時 2 0.7% 0.4%

１４時 7 2.6% 3.5%

１５時 9 3.3% 4.3%

１６時 9 3.3% 2.7%

１７時 37 13.8% 13.7%

１８時 126 46.8% 43.0%

１９時以降 56 20.8% 30.9%

無回答 23 8.6% 0.8%

回答者数 269 100.0% 100.0%

非該当 1,349

合計 1,618

0.0%

0.0%

0.7%

2.6%

3.3%

3.3%

13.8%

46.8%

20.8%

8.6%

0% 20% 40% 60%

１１時以前

１２時

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時以降

無回答

項目 度数 構成比 H25

１時間～３時間 0 0.0% 0.4%

４時間～６時間 12 4.5% 6.6%

７時間～１０時間 140 52.0% 51.6%

１１時間以上 94 34.9% 40.6%

無回答 23 8.6% 0.8%

回答者数 269 100.0% 100.0%

非該当 1,349

合計 1,618
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（2） 日曜・祝日

日曜・祝日の定期的な放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望は、「利用する必要

はない」が 79.6%に対し、「ほぼ毎週利用したい（1.0％）」と「月に１～２回は利用

したい（12.3％）」の合計割合は 13.3％となっています。

利用したい時間帯は登室時刻については、「8 時」が 42.7%、降室時刻については

「18 時」が 44.3％とそれぞれ高くなっています。

1 日当たりの利用希望時間は「７時間～10 時間」が 43.8%と最も高くなっていま

す。利用を希望する学年では、「6 年生」で 44.9％となっています。

■利用時間帯

（登室時刻）

項目 度数 構成比 H25

７時以前 0 0.0% 0.0%

７時 65 35.1% 31.0%

８時 79 42.7% 46.8%

９時 20 10.8% 15.2%

１０時 1 0.5% 3.2%

無回答 20 10.8% 3.8%

回答者数 185 100.0% 100.0%

非該当 1,433

合計 1,618

0.0%

35.1%

42.7%

10.8%

0.5%

10.8%

0% 20% 40% 60%

７時以前

７時

８時

９時

１０時

無回答

項目 度数 構成比 H25

利用する必要はない 1,102 79.6% 77.5%

ほぼ毎週利用したい 14 1.0% 0.8%

月に１～２回は利用したい 171 12.3% 14.5%

無回答 98 7.1% 7.2%

回答者数 1,385 100.0% 100.0%

非該当 233

合計 1,618

利用する

必要はない

79.6%

ほぼ毎週

利用したい

1.0%

月に１～２回は

利用したい

12.3%

無回答

7.1%
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（降室時刻）

■1 日当たり時間

■利用希望学年

項目 度数 構成比 H25

１年生 0 0.0% 0.0%

２年生 1 0.5% 0.6%

３年生 22 11.9% 17.7%

４年生 34 18.4% 25.9%

５年生 21 11.4% 12.0%

６年生 83 44.9% 39.2%

無回答 24 13.0% 4.4%

回答者数 185 100.0% 100.0%

非該当 1,433

合計 1,618

0.0%

0.5%

11.9%

18.4%

11.4%

44.9%

13.0%

0% 20% 40% 60%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

項目 度数 構成比 H25

１時間～３時間 0 0.0% 0.0%

４時間～６時間 5 2.7% 3.2%

７時間～１０時間 81 43.8% 41.8%

１１時間以上 79 42.7% 49.4%

無回答 20 10.8% 5.7%

回答者数 185 100.0% 100.0%

非該当 1,433

合計 1,618

0.0%

2.7%

43.8%

42.7%

10.8%

0% 20% 40% 60%

１時間～３時間

４時間～６時間

７時間～１０時間

１１時間以上

無回答

項目 度数 構成比 H25

１２時以前 0 0.0% 0.6%

１３時 0 0.0% 0.0%

１４時 2 1.1% 0.6%

１５時 6 3.2% 1.9%

１６時 7 3.8% 0.6%

１７時 19 10.3% 11.4%

１８時 82 44.3% 41.1%

１９時以降 49 26.5% 40.5%

無回答 20 10.8% 3.2%

回答者数 185 100.0% 100.0%

非該当 1,433

合計 1,618

0.0%

0.0%

1.1%

3.2%

3.8%

10.3%

44.3%

26.5%

10.8%

0% 20% 40% 60%

１２時以前

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時以降

無回答
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※問 12 の（1）もしくは（2）で、「3.月に 1～2 回は利用したい」を選んだ方を集計。

土曜日・日曜・祝日の放課後児童クラブ（学童保育）を毎週ではなく、たまに利用した

い理由は、「週に数回仕事が入るため」が 83.6%と最も高く、次いで「平日に済ま

せられない用事をまとめて済ませるため」が 14.0%となっています。

問 12-1 たまに利用したい理由（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

月に数回仕事が入るため 239 83.6% 81.5%

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 40 14.0% 15.1%

親族の介護や手伝いが必要なため 6 2.1% 2.6%

リフレッシュのため 19 6.6% 9.8%

その他 33 11.5% 14.7%

無回答 5 1.7% 2.6%

回答者数 286

非該当 1,332

合計 1,618

全回答数 342

83.6%

14.0%

2.1%

6.6%

11.5%

1.7%

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

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

リフレッシュのため

その他

無回答
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夏休み・冬休みなどの長期の休暇中の定期的な放課後児童クラブ（学童保育）の利用

状況は、「利用している」が 94.6%、「利用していない」が 4.2%となっています。

※問 13 で「利用している」を選んだ人を集計。

（利用状況）

長期休暇中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況は、1 週当たりの日数につい

ては、「5 日」が 69.0%と最も高くなっています。

1 日当たりの時間については、「7 時間～10 時間」が 81.6％と最も高くなっていま

す。

利用時間帯は、登室時刻については、「8 時（60.0％）」、降室時刻については、「18

時（67.3％）」がそれぞれ最も高くなっています。

■1 週当たり日数

問 13 長期休みの放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況と利用希望

問 13-1 長期休暇期間中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況と利用希望

利用している

94.6%

利用していない

4.2%

無回答

1.2%

0.5%

2.0%

7.6%

17.8%

69.0%

2.2%

0.1%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

項目 度数 構成比 H25

利用している 1,531 94.6% 93.6%

利用していない 68 4.2% 4.3%

無回答 19 1.2% 2.1%

非該当 0

回答者数 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 8 0.5% 0.3%

２日 30 2.0% 1.6%

３日 117 7.6% 7.6%

４日 273 17.8% 16.7%

５日 1,057 69.0% 70.3%

６日 34 2.2% 3.1%

７日 1 0.1% 0.0%

無回答 11 0.7% 0.5%

回答者数 1,531 100.0% 100.0%

非該当 87

合計 1,618
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■１日当たりの時間

■利用時間帯

（登室時刻）

（降室時刻）

項目 度数 構成比 H25

１２時以前 1 0.1% 0.0%

１２時 0 0.0% 0.0%

１３時 0 0.0% 0.0%

１４時 0 0.0% 0.0%

１５時 8 0.5% 0.3%

１６時 66 4.3% 3.3%

１７時 371 24.2% 21.2%

１８時 1,031 67.3% 70.1%

１９時以降 30 2.0% 4.0%

無回答 24 1.6% 1.1%

回答者数 1,531 100.0% 100.0%

非該当 87

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

６時 0 0.0% 0.0%

７時 312 20.4% 20.0%

８時 919 60.0% 58.2%

９時 259 16.9% 19.4%

１０時 8 0.5% 0.3%

１１時 2 0.1% 0.3%

１２時 0 0.0% 0.0%

１３時以降 3 0.2% 0.8%

無回答 28 1.8% 1.1%

回答者数 1,531 100.0% 100.0%

非該当 87

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１時間～３時間 6 0.4% 0.3%

４時間～６時間 11 0.7% 0.8%

７時間～１０時間 1,249 81.6% 81.8%

１１時間以上 230 15.0% 15.0%

無回答 35 2.3% 2.1%

回答者数 1,531 100.0% 100.0%

非該当 87

合計 1,618

0.4%

0.7%

81.6%

15.0%

2.3%

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

１時間～３時間

４時間～６時間

７時間～１０時間

１１時間以上

無回答

0.0%

20.4%

60.0%

16.9%

0.5%

0.1%

0.0%

0.2%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80%

６時

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時

１３時以降

無回答

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

4.3%

24.2%

67.3%

2.0%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

１２時以前

１２時

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時以降

無回答
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（利用希望）

長期休暇中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望は、1 週当たりの日数につい

ては、「5 日」が 59.0%と最も高くなっています。

1 日当たりの時間については、「7 時間～10 時間」が 54.5％と最も高くなっていま

す。

利用時間帯は、登室時刻については、「8 時（46.7％）」、降室時刻については、「18

時（39.1％）」がそれぞれ最も高くなっています。

利用を希望する学年は「6 年生」までが 35.9％と最も高くなっています。

■1 週当たりの日数

■１日当たりの時間

項目 度数 構成比 H25

１時間～３時間 1 0.1% 0.3%

４時間～６時間 10 0.7% 0.7%

７時間～１０時間 834 54.5% 56.3%

１１時間以上 420 27.4% 30.0%

無回答 266 17.4% 12.7%

回答者数 1,531 100.0% 100.0%

非該当 87

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 7 0.5% 0.3%

２日 20 1.3% 0.6%

３日 79 5.2% 5.2%

４日 194 12.7% 12.7%

５日 903 59.0% 63.1%

６日 69 4.5% 6.2%

７日 6 0.4% 0.4%

無回答 253 16.5% 11.6%

回答者数 1,531 100.0% 100.0%

非該当 87

合計 1,618

0.5%

2.0%

7.6%

17.8%

69.0%

2.2%

0.1%

0.7%

0.5%

1.3%

5.2%

12.7%

59.0%

4.5%

0.4%

16.5%

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

現在

希望

0.4%

0.7%

81.6%

15.0%

2.3%

0.1%

0.7%

54.5%

27.4%

17.4%

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

１時間～３時間

４時間～６時間

７時間～１０時間

１１時間以上

無回答

現在

希望
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■利用時間帯

（登室時刻）

（降室時刻）

項目 度数 構成比 H25

１２時以前 0 0.0% 0.1%

１２時 0 0.0% 0.0%

１３時 2 0.1% 0.0%

１４時 1 0.1% 0.0%

１５時 6 0.4% 0.2%

１６時 41 2.7% 2.5%

１７時 248 16.2% 15.6%

１８時 598 39.1% 39.3%

１９時以降 382 25.0% 30.4%

無回答 253 16.5% 11.9%

回答者数 1,531 100.0% 100.0%

非該当 87

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

６時 5 0.3% 0.1%

７時 340 22.2% 22.6%

８時 715 46.7% 47.7%

９時 201 13.1% 16.5%

１０時 7 0.5% 0.2%

１１時 2 0.1% 0.2%

１２時 0 0.0% 0.0%

１３時以降 6 0.4% 0.5%

無回答 255 16.7% 12.2%

回答者数 1,531 100.0% 100.0%

非該当 87

合計 1,618

0.0%

20.4%

60.0%

16.9%

0.5%

0.1%

0.0%

0.2%

1.8%

0.3%

22.2%

46.7%

13.1%

0.5%

0.1%

0.0%

0.4%

16.7%

0% 20% 40% 60% 80%

６時

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時

１３時以降

無回答

現在

希望

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

4.3%

24.2%

67.3%

2.0%

1.6%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.4%

2.7%

16.2%

39.1%

25.0%

16.5%

0% 20% 40% 60% 80%

１２時以前

１２時

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時以降

無回答

現在

希望
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■利用希望学年

項目 度数 構成比

１年生 24 1.6%

２年生 42 2.7%

３年生 159 10.4%

４年生 255 16.7%

５年生 146 9.5%

６年生 549 35.9%

無回答 356 23.3%

回答者数 1,531 100.0%

非該当 87

合計 1,618

1.6%

2.7%

10.4%

16.7%

9.5%

35.9%

23.3%

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

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答
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※問 13 で「利用していない」を選んだ人を集計

夏休み・冬休みなどの長期の休暇中の定期的な放課後児童クラブ（学童保育）の利用

希望は、「利用する必要はない」が 60.3%、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が

17.6%、「休みの期間中、週に数日利用したい」が 16.2％となっています。

利用したい時間帯は、登室時刻については、「8 時」が 43.5％、降室時刻について

は、「18 時」が 56.5％とそれぞれ最も高くなっています。

1 日当たりの時間については、「7 時間～10 時間」が 65.2％と最も高くなっていま

す。

利用したい学年は、「４年生」までが 43.5％と最も高くなっています。

■利用時間帯

（登室時刻）

問 14 長期の休暇期間中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望

項目 度数 構成比 H25

７時以前 1 4.3% 0.0%

７時 5 21.7% 39.1%

８時 10 43.5% 60.9%

９時 6 26.1% 0.0%

１０時 0 0.0% 0.0%

１１時以降 1 4.3% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 23 100.0% 100.0%

非該当 1,595

合計 1,618

4.3%

21.7%

43.5%

26.1%

0.0%

4.3%

0.0%

0% 20% 40% 60%

７時以前

７時

８時

９時

１０時

１１時以降

無回答

利用する

必要はない

60.3%

休みの期間中、

ほぼ毎日

利用したい

17.6%

休みの期間中、

週に数日利用したい

16.2%

無回答

5.9%

項目 度数 構成比 H25

利用する必要はない 41 60.3% 50.0%

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 12 17.6% 23.1%

休みの期間中、週に数日利用したい 11 16.2% 21.2%

無回答 4 5.9% 5.8%

回答者数 68 100.0% 100.0%

非該当 1,550

合計 1,618
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（降室時刻）

■1 日当たりの時間

■利用希望学年

項目 度数 構成比 H25

１年生 0 0.0% 4.3%

２年生 0 0.0% 4.3%

３年生 4 17.4% 8.7%

４年生 10 43.5% 34.8%

５年生 2 8.7% 13.0%

６年生 6 26.1% 34.8%

無回答 1 4.3% 0.0%

回答者数 23 100.0% 100.0%

非該当 1,595

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１２時 1 4.3% 4.3%

１３時 0 0.0% 0.0%

１４時 0 0.0% 0.0%

１５時 0 0.0% 0.0%

１６時 1 4.3% 0.0%

１７時 4 17.4% 4.3%

１８時 13 56.5% 56.5%

１９時 3 13.0% 34.8%

２０時以降 1 4.3% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 23 100.0% 100.0%

非該当 1,595

合計 1,618

4.3%

4.3%

65.2%

26.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

１時間～３時間

４時間～６時間

７時間～１０時間

１１時間以上

無回答

項目 度数 構成比

１時間～３時間 1 4.3%

４時間～６時間 1 4.3%

７時間～１０時間 15 65.2%

１１時間以上 6 26.1%

無回答 0 0.0%

回答者数 23 100.0%

非該当 1,595

合計 1,618

0.0%

0.0%

17.4%

43.5%

8.7%

26.1%

4.3%

0% 20% 40% 60%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

4.3%

0.0%

0.0%

0.0%

4.3%

17.4%

56.5%

13.0%

4.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

１２時

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時

２０時以降

無回答
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※問 14 で「週に数日利用したい」を選んだ人を集計。

夏休み・冬休みなどの長期の休暇中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用を毎日で

はなく、たまに利用したい理由は、「週に数回仕事が入るため」が 8 件と最も多く、次

いで「買い物等の用事をまとめて済ませるため」、「リフレッシュのため」がともに 2

件となっています。

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

問 14-1 たまに利用したい理由（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

週に数回仕事が入るため 8 72.7% 54.5%

買い物等の用事をまとめて済ませるため 2 18.2% 18.2%

親族の介護や手伝いが必要なため 0 0.0% 0.0%

リフレッシュのため 2 18.2% 18.2%

その他 3 27.3% 36.4%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 11

非該当 1,607

合計 1,618

全回答数 15
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※小学校低学年（1～3 年生）の保護者を集計。

小学校高学年（4～6 年生）になったら希望する子どもの放課後の過ごし方は、「放

課後児童クラブ（学童保育）」が 52.5%と最も高く、次いで「自宅」が 46.0%、「習

い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 45.7%となっています。

問 15 放課後の過ごし方（高学年）（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

自宅 744 46.0% 47.8%

祖父母宅や友人・知人宅 218 13.5% 13.1%

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 740 45.7% 47.4%

児童館 53 3.3% 3.0%

放課後子ども教室 113 7.0% 11.5%

放課後児童クラブ（学童保育） 850 52.5% 48.8%

ファミリー・サポート・センター 8 0.5% 0.7%

放課後デイサービス ※H25調査にはない選択肢 16 1.0%

その他（公民館・公園など） 99 6.1% 8.5%

無回答 141 8.7% 12.0%

回答者数 1,618

全回答数 2,982

46.0%

13.5%

45.7%

3.3%

7.0%

52.5%

0.5%

1.0%

6.1%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

放課後デイサービス

その他（公民館・公園など）

無回答
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【自宅】 【祖父母宅や友人・知人宅】

【習い事】 【児童館】

【放課後子ども教室】

項目 度数 構成比 H25

１日 36 31.9% 52.1%

２日 29 25.7% 24.3%

３日 22 19.5% 10.7%

４日 4 3.5% 2.9%

５日 19 16.8% 7.9%

６日 1 0.9% 0.7%

７日 0 0.0% 0.0%

無回答 2 1.8% 1.4%

回答者数 113 100.0% 100.0%

非該当 1,505

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 30 56.6% 52.8%

２日 14 26.4% 16.7%

３日 6 11.3% 5.6%

４日 0 0.0% 5.6%

５日 1 1.9% 5.6%

６日 0 0.0% 2.8%

７日 0 0.0% 0.0%

無回答 2 3.8% 11.1%

回答者数 53 100.0% 100.0%

非該当 1,565

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 266 35.9% 38.0%

２日 326 44.1% 43.8%

３日 114 15.4% 14.7%

４日 13 1.8% 2.1%

５日 10 1.4% 1.0%

６日 0 0.0% 0.0%

７日 1 0.1% 0.0%

無回答 10 1.4% 0.3%

回答者数 740 100.0% 100.0%

非該当 878

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 101 46.3% 45.9%

２日 68 31.2% 27.7%

３日 21 9.6% 13.2%

４日 5 2.3% 3.8%

５日 18 8.3% 5.0%

６日 0 0.0% 0.0%

７日 0 0.0% 0.6%

無回答 5 2.3% 3.8%

回答者数 218 100.0% 100.0%

非該当 1,400

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 152 20.4% 19.2%

２日 201 27.0% 24.1%

３日 142 19.1% 18.6%

４日 62 8.3% 10.5%

５日 156 21.0% 23.0%

６日 1 0.1% 1.0%

７日 7 0.9% 1.4%

無回答 23 3.1% 2.2%

回答者数 744 100.0% 100.0%

非該当 874

合計 1,618
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【放課後児童クラブ（学童保育）】 【放課後児童クラブ（学童保育）の

利用希望時間（降室時間）】

【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（公民館、公園など）】

項目 度数 構成比 H25

１日 33 33.3% 37.5%

２日 36 36.4% 27.9%

３日 20 20.2% 18.3%

４日 3 3.0% 3.8%

５日 5 5.1% 7.7%

６日 0 0.0% 1.0%

７日 0 0.0% 0.0%

無回答 2 2.0% 3.8%

回答者数 99 100.0% 100.0%

非該当 1,519

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 1 12.5% 75.0%

２日 5 62.5% 25.0%

３日 0 0.0% 0.0%

４日 0 0.0% 0.0%

５日 2 25.0% 0.0%

６日 0 0.0% 0.0%

７日 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 8 100.0% 100.0%

非該当 1,610

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１５時 1 0.1% 0.0%

１６時 8 0.9% 0.8%

１７時 104 12.2% 11.8%

１８時 486 57.2% 50.5%

１９時 206 24.2% 30.8%

２０時以降 22 2.6% 2.5%

無回答 23 2.7% 3.5%

回答者数 850 100.0% 100.0%

非該当 768

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日 18 2.1% 2.5%

２日 84 9.9% 13.0%

３日 183 21.5% 23.9%

４日 149 17.5% 14.1%

５日 394 46.4% 42.3%

６日 12 1.4% 2.4%

７日 0 0.0% 0.0%

無回答 10 1.2% 1.9%

回答者数 850 100.0% 100.0%

非該当 768

合計 1,618

項目 度数 構成比

１日 1 6.3%

２日 4 25.0%

３日 5 31.3%

４日 1 6.3%

５日 5 31.3%

６日 0 0.0%

７日 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 16 100.0%

非該当 1,602

合計 1,618
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利用しているお子さんの病気の際の対応について

平日の定期的な放課後児童クラブ（学童保育）利用者のうち、子どもの病気やケガで

通常の事業が利用できなかった経験は、「あった」が 44.0%に対し、「なかった」の割

合が 53.8%と「なかった」の割合が上回っています。

※問 16 で「あった」を選んだ人を集計。

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の対処方法は、「母親が休

んだ」が 86.4%と最も高く、次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもら

った」が 35.0%、「父親が休んだ」が 24.7%となっています。

問 16 子どもが病気等で通常の事業の利用ができなかったことはあるか

問 16-1 事業が利用できなかった場合の対処方法（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

あった 712 44.0% 42.1%

なかった 871 53.8% 55.9%

無回答 35 2.2% 2.0%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

あった

44.0%なかった

53.8%

無回答

2.2%

24.7%

86.4%

35.0%

3.7%

9.0%

1.1%

1.5%

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

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

病児・病後児の保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答
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■年間対処日数

【父親が休んだ】 【母親が休んだ】

【 親族・知人に子どもをみてもらった】 【病児・病後児の保育を利用した】

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 25 96.2% 90.9%

６日～１０日 1 3.8% 0.0%

１１日～２０日 0 0.0% 0.0%

２１日～３０日 0 0.0% 0.0%

３１日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 9.1%

回答者数 26 100.0% 100.0%

非該当 1,592

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 202 81.1% 84.5%

６日～１０日 28 11.2% 9.3%

１１日～２０日 6 2.4% 0.5%

２１日～３０日 3 1.2% 0.5%

３１日以上 0 0.0% 0.5%

無回答 10 4.0% 4.6%

回答者数 249 100.0% 100.0%

非該当 1,369

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 501 81.5% 83.3%

６日～１０日 80 13.0% 9.4%

１１日～２０日 17 2.8% 1.1%

２１日～３０日 3 0.5% 0.2%

３１日以上 0 0.0% 0.7%

無回答 14 2.3% 5.3%

回答者数 615 100.0% 100.0%

非該当 1,003

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 165 93.8% 92.0%

６日～１０日 7 4.0% 4.8%

１１日～２０日 0 0.0% 0.0%

２１日～３０日 0 0.0% 0.0%

３１日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 4 2.3% 3.2%

回答者数 176 100.0% 100.0%

非該当 1,442

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

父親が休んだ 176 24.7% 24.4%

母親が休んだ 615 86.4% 85.0%

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 249 35.0% 37.8%

病児・病後児の保育を利用した 26 3.7% 2.1%

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 64 9.0% 7.4%

その他 8 1.1% 1.9%

無回答 11 1.5% 0.0%

回答者数 712

非該当 906

合計 1,618

回答計 1,149
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【子どもだけで留守番をさせた】 【その他】

※問 16-1 で「ア．父親が休んだ」、「イ．母親が休んだ」を選んだ人を集計

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなった場合の、病児・病後児保育施設の

利用希望は、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」が 26.4%に対し、「利

用したいとは思わない」が 72.5%となっています。

また、利用希望日数は、「1 日～5 日」が 81.3％と最も高くなっています。

■利用希望日数

問 16-2 「父親」または「母親」が休んだ方の「病児・病後児のための保育施設

等」の利用希望

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 135 81.3% 77.4%

６日～１０日 13 7.8% 9.5%

１１日～２０日 1 0.6% 0.7%

２１日～３０日 1 0.6% 0.0%

３１日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 16 9.6% 12.4%

回答者数 166 100.0% 100.0%

非該当 1,452

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 6 75.0% 60.0%

６日～１０日 2 25.0% 10.0%

１１日～２０日 0 0.0% 0.0%

２１日～３０日 0 0.0% 0.0%

３１日以上 0 0.0% 10.0%

無回答 0 0.0% 20.0%

回答者数 8 100.0% 100.0%

非該当 1,610

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 58 90.6% 81.6%

６日～１０日 5 7.8% 10.5%

１１日～２０日 0 0.0% 0.0%

２１日～３０日 1 1.6% 0.0%

３１日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 7.9%

回答者数 64 100.0% 100.0%

非該当 1,554

合計 1,618

できれば病児・病後

児保育施設等を

利用したい

26.4%

利用したいとは

思わない

72.5%

無回答

1.1%

81.3%

7.8%

0.6%

0.6%

0.0%

9.6%

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

１日～５日

６日～１０日

１１日～２０日

２１日～３０日

３１日以上

無回答

項目 度数 構成比 H25

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 166 26.4% 30.4%

利用したいとは思わない 456 72.5% 68.7%

無回答 7 1.1% 0.9%

回答者数 629 100.0% 100.0%

非該当 989

合計 1,618
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※問 16-2 で「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」を選んだ人を集計。

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

育する事業」が 69.3%と最も高く、次いで「学校等に併設した施設で子どもを保育す

る事業」が 66.3%となっています。

問 16-3 子どもを預ける場合の望ましい事業形態（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

学校等に併設した施設で子どもを保育する事業 110 66.3% 58.4%

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 115 69.3% 71.5%

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業
（例：緊急サポート・センター等）

15 9.0% 10.9%

自宅に保育者が訪問して保育を行う訪問型による事業
※現在未実施

16 9.6%

その他 2 1.2% 3.6%

無回答 3 1.8% 0.7%

回答者数 166

非該当 1,452

合計 1,618

全回答数 261

66.3%

69.3%

9.0%

9.6%

1.2%

1.8%

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

学校等に併設した施設で子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業

（例：緊急サポート・センター等）

自宅に保育者が訪問して保育を行う訪問型による事業

※現在未実施

その他

無回答
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問 16－2 で「利用したいと思わない」を選んだ人を集計。

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなった場合の、病児・病後児保育施設の

利用をしたいと思わない理由は、「親が仕事を休んで対応したほうがよい」が 62.7%と

最も高く、次いで「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」が 43.0%、「利用料が

かかる・高い」が 2 7.0%となっています。

問 16-4 利用したいと思わない理由（複数回答）

43.0%

5.0%

18.2%

27.0%

7.9%

62.7%

15.1%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80%

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応したほうがよい

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 196 43.0% 48.7%

地域の事業の質に不安がある 23 5.0% 6.1%

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間日数など）がよくない 83 18.2% 25.8%

利用料がかかる・高い 123 27.0% 28.4%

利用料がわからない 36 7.9% 11.3%

親が仕事を休んで対応したほうがよい 286 62.7% 55.2%

その他 69 15.1% 18.7%

無回答 6 1.3% 1.0%

回答者数 456

非該当 1,162

合計 1,618

全回答数 822
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※問 16-1 で「ウ．親族・知人にみてもらった」から｢カ．その他｣を選んだ人を集計。

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなった場合の対処方法で、父親や母親が

休んだ以外を回答した保護者のうち、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」

と思ったかについては、「できれば仕事を休んで看たい」が 58.1%と最も高く、次いで

「休んで看ることは非常に難しい」が 31.9%と、「できれば仕事を休んで看たい」の割

合が上回っています。

また、父親や母親が休んで子どもを看たい日数は、「1 日～5 日」が 74.2%と最も

高くなっています。

■休んで子どもを看たい日数

問 16-5 父母以外がみた場合、「父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思っ

たか

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 135 74.2% 81.4%

６日～１０日 21 11.5% 9.3%

１１日～２０日 4 2.2% 1.7%

２１日～３０日 0 0.0% 0.0%

３１日以上 0 0.0% 0.8%

無回答 22 12.1% 6.8%

回答者数 182 100.0% 100.0%

非該当 1,436

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

できれば仕事を休んで看たい 182 58.1% 50.9%

休んで看ることは非常に難しい 100 31.9% 39.7%

無回答 31 9.9% 9.5%

回答者数 313

非該当 1,305

合計 1,618

できれば仕事を

休んで看たい

58.1%

休んで看ることは

非常に難しい

31.9%

無回答

9.9%

74.2%

11.5%

2.2%

0.0%

0.0%

12.1%

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

１日～５日

６日～１０日

１１日～２０日

２１日～３０日

３１日以上

無回答
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※問 16-5 で「休んで看ることは非常に難しい」を選んだ人を集計。

「子どもの看護を理由に休みがとれない」が 37.0%と最も高く、次いで「休暇日数

が足りないので休めない」が 27.0%となっています。

問 16-6 休んで看ることが非常に難しい理由（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

子どもの看護を理由に休みがとれない 37 37.0% 34.8%

自営業なので休めない 3 3.0% 5.4%

休暇日数が足りないので休めない 27 27.0% 27.2%

その他 44 44.0% 45.7%

無回答 1 1.0% 0.0%

回答者数 100

非該当 1,518

合計 1,618

全回答数 112

37.0%

3.0%

27.0%

44.0%

1.0%

0% 20% 40% 60%

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

その他

無回答
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利用しているお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時

預かり等の利用について

日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で

不定期に利用している事業は、「ファミリー・サポート・センター（地域における子育

ての援助活動）」が 3.7%と多くなっており、「利用していない」は 93.4％となってい

ます。

■年間利用日数

【ファミリー・サポート・センター】 【トワイライトステイ】

問 17 不定期に利用している事業（複数回答）

3.7%

0.2%

0.1%

1.1%

93.4%

1.7%

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

ファミリー・サポート・センター（地域における子育ての援助活動）

トワイライトステイ（児童養護施設等で平日※の夜間

（21時30分まで）子どもを預かる事業）

ショートステイ（児童養護施設で平日※に宿泊を伴って

子どもを預かる事業）

その他

利用していない

無回答

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 2 50.0% 0.0%

６日～１０日 0 0.0% 33.3%

１１日～２０日 1 25.0% 33.3%

２１日～３０日 0 0.0% 0.0%

３１日以上 1 25.0% 33.3%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 4 100.0% 100.0%

非該当 1,614

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 23 38.3% 29.5%

６日～１０日 11 18.3% 6.8%

１１日～２０日 4 6.7% 13.6%

２１日～３０日 6 10.0% 15.9%

３１日以上 16 26.7% 25.0%

無回答 0 0.0% 9.1%

回答者数 60 100.0% 100.0%

非該当 1,558

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

ファミリー・サポート・センター（地域における子育ての援助活動） 60 3.7% 3.6%

トワイライトステイ（児童養護施設等で平日※の夜間
（21時30分まで）子どもを預かる事業）

4 0.2% 0.2%

ショートステイ（児童養護施設で平日※に宿泊を伴って
子どもを預かる事業）

2 0.1% 0.1%

その他 18 1.1% 1.0%

利用していない 1,512 93.4% 92.0%

無回答 28 1.7% 3.1%

回答者数 1,618

全回答数 1,624

※祝日及び年末年始を除く
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【ショートステイ】 【その他】

※問 17 で「5．利用していない」を選んだ人を集計。

私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に事業を利用していない理由は、「特

に利用する必要がない」が 77.4%と最も高く、次いで「利用料がかかる・高い」が 14.8%、

「事業の利用方法（手続き等）がわからない」が 11.2%となっています。

問 17-1 現在利用していない理由（複数回答）

項目 度数 構成比 H25

特に利用する必要がない 1,171 77.4% 74.0%

事業について知らなかった 148 9.8% 13.0%

地域の事業の質に不安がある 123 8.1% 6.2%

地域の事業の利便性(立地や利用可能時間・日数など)がよくない 146 9.7% 11.3%

利用料がかかる・高い 224 14.8% 19.9%

利用料がわからない 129 8.5% 10.1%

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない 74 4.9% 6.8%

事業の利用方法（手続き等）がわからない 170 11.2% 13.2%

定員に空きがない等の理由で断られた ※H25調査にはない 14 0.9%

その他 96 6.3% 6.3%

無回答 7 0.5% 0.9%

回答者数 1,512

非該当 106

合計 1,618

全回答数 2,302

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 7 38.9% 25.0%

６日～１０日 1 5.6% 25.0%

１１日～２０日 2 11.1% 16.7%

２１日～３０日 1 5.6% 16.7%

３１日以上 4 22.2% 16.7%

無回答 3 16.7% 0.0%

回答者数 18 100.0% 100.0%

非該当 1,600

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 2 100.0% 0.0%

６日～１０日 0 0.0% 0.0%

１１日～２０日 0 0.0% 100.0%

２１日～３０日 0 0.0% 0.0%

３１日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 2 100.0% 100.0%

非該当 1,616

合計 1,618

77.4%

9.8%

8.1%

9.7%

14.8%

8.5%

4.9%

11.2%

0.9%

6.3%

0.5%

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

特に利用する必要がない

事業について知らなかった

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性(立地や利用可能時間・日数など)がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

定員に空きがない等の理由で断られた

その他

無回答
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使用、親の通院、不定期の就労等の目的での事業の利用希望は、「利用したい」が

19.6%に対し、「利用する必要はない」が 54.6%となっています。

利用目的別では、「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」

が 48.3%と最も高く、次いで「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習

い事等）、リフレッシュ目的」が 46.1%、「不定期の就労」が 33.1%となっていま

す。

■利用目的（複数回答）

問 18 年間何日くらい一時預かりを利用する必要があるか

項目 度数 構成比 H25

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や
親の習い事等）、リフレッシュ目的

146 46.1% 44.1%

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）
や親の通院 等

153 48.3% 52.3%

不定期の就労 105 33.1% 37.5%

その他 32 10.1% 10.9%

無回答 18 5.7% 9.9%

回答計 454

非該当 1,301

回答者数 317

項目 度数 構成比 H25

利用したい 317 19.6% 25.0%

利用する必要はない 884 54.6% 64.0%

無回答 417 25.8% 11.0%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

利用したい 19.6%

利用する必要はない

54.6%

無回答 25.8%

46.1%

48.3%

33.1%

10.1%

5.7%

0% 20% 40% 60%

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や

親の習い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）

や親の通院 等

不定期の就労

その他

無回答
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■年間利用日数

【年間合計】

【私用、リフレッシュ目的】 【冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等】

【不定期の就労】 【その他】

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 10 31.3% 39.4%

６日～１０日 6 18.8% 12.1%

１１日～２０日 4 12.5% 6.1%

２１日～３０日 4 12.5% 9.1%

３１日以上 5 15.6% 21.2%

無回答 3 9.4% 12.1%

回答者数 32 100.0% 100.0%

非該当 1,586

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 43 41.0% 43.0%

６日～１０日 20 19.0% 23.7%

１１日～２０日 17 16.2% 11.4%

２１日～３０日 8 7.6% 7.9%

３１日以上 11 10.5% 9.6%

無回答 6 5.7% 4.4%

回答者数 105 100.0% 100.0%

非該当 1,513

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 77 50.3% 63.5%

６日～１０日 46 30.1% 22.0%

１１日～２０日 13 8.5% 8.8%

２１日～３０日 4 2.6% 1.3%

３１日以上 2 1.3% 1.3%

無回答 11 7.2% 3.1%

回答者数 153 100.0% 100.0%

非該当 1,465

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 64 43.8% 50.0%

６日～１０日 28 19.2% 21.6%

１１日～２０日 33 22.6% 14.2%

２１日～３０日 5 3.4% 4.5%

３１日以上 9 6.2% 7.5%

無回答 7 4.8% 2.2%

回答者数 146 100.0% 100.0%

非該当 1,472

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 95 30.0% 25.7%

６日～１０日 65 20.5% 24.0%

１１日～２０日 62 19.6% 17.1%

２１日～３０日 28 8.8% 6.9%

３１日以上 37 11.7% 14.5%

無回答 30 9.5% 11.8%

回答者数 317 100.0% 100.0%

非該当 1,301

合計 1,618
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※問 18 で「利用したい」を選んだ人を集計。

私用、親の通院、不定期の就労等の目的で子どもを預ける場合の事業形態は、「学童

保育事業」が 82.0％と最も高く、次いで「地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で

保育する事業（例：ファミリー・サポート・センター等）」が 25.6％となっています。

問 18-1 子どもを預ける場合の事業形態（複数回答）

82.0%

25.6%

5.0%

6.9%

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

学童保育事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業

（例：ファミリー・サポート・センター等）

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

学童保育事業 260 82.0% 85.2%

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業
（例：ファミリー・サポート・センター等）

81 25.6% 27.6%

その他 16 5.0% 6.9%

無回答 22 6.9% 3.3%

回答者数 317

非該当 1,301

合計 1,618
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この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、子ども

を泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことがあった経験は、「あった」

が 21.1%、「なかった」が 73.5%となっています。

また、その時の対処方法は、「（同居を含む）親族知人にみてもらった」が 83.6%と

最も高く、その年間対処方法は、「1 日～５日」が 61.8%と最も高くなっています。

■対処方法（複数回答）

問 19 子どもを泊りがけで家族以外にみてもらったことがあったか

項目 度数 構成比 H25

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった 285 83.6% 88.8%

ショートステイを利用した（児童養護施設等で1週間を限度として、
宿泊を伴って子どもを預かる事業）

1 0.3% 0.4%

子どもを同行させた 60 17.6% 13.2%

子どもだけ（本人のみ、きょうだいのみを含む）で留守番をさせた 36 10.6% 3.7%

その他 10 2.9% 0.8%

無回答 5 1.5% 3.7%

回答者数 341

非該当 1,277

合計 1,618

全回答数 397

項目 度数 構成比 H25

あった 341 21.1% 19.9%

なかった 1,190 73.5% 73.6%

無回答 87 5.4% 6.6%

回答者数 1,618 100.0% 100.0%

あった

21.1%

なかった

73.5%

無回答

5.4%

83.6%

0.3%

17.6%

10.6%

2.9%

1.5%

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

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

ショートステイを利用した（児童養護施設等で1週間を限度として、

宿泊を伴って子どもを預かる事業）

子どもを同行させた

子どもだけ（本人のみ、きょうだいのみを含む）で留守番をさせた

その他

無回答
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■年間対処日数

【親族・知人にみてもらった】 【ショートステイを利用した】

【子どもを同行させた】 【子どもだけで留守番をさせた】

【その他】

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 6 60.0% 50.0%

６日～１０日 0 0.0% 0.0%

１１日～２０日 0 0.0% 0.0%

２１日～３０日 1 10.0% 50.0%

３１日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 3 30.0% 0.0%

回答者数 10 100.0% 100.0%

非該当 1,608

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 23 63.9% 100.0%

６日～１０日 6 16.7% 0.0%

１１日～２０日 5 13.9% 0.0%

２１日～３０日 1 2.8% 0.0%

３１日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 1 2.8% 0.0%

回答者数 36 100.0% 100.0%

非該当 1,582

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 40 66.7% 81.3%

６日～１０日 8 13.3% 0.0%

１１日～２０日 1 1.7% 3.1%

２１日～３０日 1 1.7% 0.0%

３１日以上 1 1.7% 0.0%

無回答 9 15.0% 15.6%

回答者数 60 100.0% 100.0%

非該当 1,558

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 0 0.0% 0.0%

６日～１０日 1 100.0% 0.0%

１１日～２０日 0 0.0% 100.0%

２１日～３０日 0 0.0% 0.0%

３１日以上 0 0.0% 0.0%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 1 100.0% 100.0%

非該当 1,617

合計 1,618

項目 度数 構成比 H25

１日～５日 176 61.8% 68.8%

６日～１０日 58 20.4% 18.6%

１１日～２０日 21 7.4% 6.5%

２１日～３０日 8 2.8% 0.5%

３１日以上 5 1.8% 1.4%

無回答 17 6.0% 4.2%

回答者数 285 100.0% 100.0%

非該当 1,333

合計 1,618
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※問１９で「ア．親族知人にみてもらった」を選んだ人を集計。

子どもを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならなかった困難度は、「困難」

（「非常に困難（13.7％）」と「どちらかと言うと困難（43.0％）」の合計）が 56.7％

に対し、「特に困難ではない」が 40.8%と、困難という回答が上回っています。

住まいの地域における子育て環境や支援への満足度は、「満足度 1(8.9％)」、「満足度

2(22.5%)」の合計が 31.4%に対し、「満足度 4(19.2%)」、「満足度 5(3.7%)」の合

計は 22.9%となっています。

※無回答を除いています。

問 19-1 子どもを泊りがけで家族以外にみてもらった場合の困難度

問 20 川越市の子育ての環境や支援への満足度

項目 度数 構成比 H25

満足度1 137 8.9% 12.3%

満足度2 347 22.5% 27.8%

満足度3 708 45.8% 43.9%

満足度4 296 19.2% 13.6%

満足度5 57 3.7% 2.5%

回答者数 1545 100.0% 100.0%

項目 度数 構成比 H25

非常に困難 39 13.7% 12.6%

どちらかと言うと困難 122 42.8% 45.6%

特に困難ではない 116 40.7% 39.5%

無回答 8 2.8% 2.3%

回答者数 285 100.0% 100.0%

非該当 1,333

合計 1,618

非常に困難

13.7%

どちらかと言うと困難

43.0%

特に困難ではない

40.8%

無回答

2.5%

※満足度１(低い) ⇔ 満足度 5(高い)

8.9% 22.5% 45.8% 19.2%

3.7%

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

満足度1 満足度2 満足度3 満足度4 満足度5
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幼稚園保護者・認定こども園 1 号認定保護者調査
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子どもが通園している施設は、「幼稚園」が 96.3%、「認定こども園」が 3.7%とな

っています。

居住地区は、「本庁管内」が 23.6%と最も高く、次いで「高階地区」が 15.0%、「霞

ヶ関地区」が 10.4%となっています。

施設種別

問１ 居住地区

23.6%

2.2%

2.4%

8.3%

15.0%

5.0%

9.3%

10.4%

2.5%

2.0%

7.4%

4.1%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40%

本庁管内

芳野地区

古谷地区

南古谷地区

高階地区

福原地区

大東地区

霞ヶ関地区

川鶴地区

霞ヶ関北地区

名細地区

山田地区

無回答

項目 度数 構成比

幼稚園 4,849 96.3%

認定こども園 185 3.7%

合計 5,034 100.0%

幼稚園 96.3%

認定こども園 3.7%

項目 度数 構成比 H25

本庁管内 1,190 23.6% 23.9%

芳野地区 109 2.2% 2.0%

古谷地区 122 2.4% 3.0%

南古谷地区 416 8.3% 8.5%

高階地区 756 15.0% 14.2%

福原地区 251 5.0% 5.7%

大東地区 466 9.3% 10.7%

霞ヶ関地区 524 10.4% 10.3%

川鶴地区 126 2.5%

霞ヶ関北地区 99 2.0% 3.0%

名細地区 370 7.4% 7.6%

山田地区 204 4.1% 3.4%

無回答 401 8.0% 7.7%

合計 5,034 100.0% 100.0%
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幼稚園・認定こども園に通園している子どもの年齢は、「５歳」が 38.8%と最も高く、

次いで「４歳」が 33.3%、「３歳」が 19.7%となっています。

また、通園している子どもの人数は、「１人」が 91.2％と最も高くなっています。

■子どもの年齢（複数回答）

１世帯当たりの子どもの人数は、「２人」が 51.5%と最も高く、次いで「３人」

が 20.2%、「１人」が 15.2%となっています。

２人以上のきょうだいがいる世帯の末子の年齢は、「５歳」が 19.5%と最も高く、

次いで「４歳」が 16.2%、「３歳」が 14.8%となっています。

■1 世帯当たり子どもの人数

問２ 幼稚園・認定こども園に通っている子どもの年齢

問３ 子どもの人数と末子の年齢

項目 度数 構成比 H25

１人 765 15.2% 25.3%

２人 2,593 51.5% 53.4%

３人 1,015 20.2% 18.3%

４人 171 3.4% 2.6%

５人 20 0.4% 0.3%

６人以上 11 0.2% 0.1%

無回答 459 9.1% 0.0%

合計 5,034 100.0% 100.0%

0.3%

0.1%

0.3%

19.7%

33.3%

38.8%

15.7%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

項目 度数 構成比 H25

０歳 14 0.3% 0.3%

１歳 7 0.1% 0.1%

２歳 16 0.3% 0.2%

３歳 993 19.7% 13.1%

４歳 1,674 33.3% 34.2%

５歳 1,951 38.8% 36.3%

６歳 792 15.7% 23.0%

無回答 21 0.4% 1.1%

回答者数 5,034

全回答数 5,468

15.2%

51.5%

20.2%

3.4%

0.4%

0.2%

9.1%

0% 20% 40% 60%

１人

２人

３人

４人

５人

６人以上

無回答



Ⅱ 調査結果

5

■末子の年齢

調査票の回答者の世帯状況は、「保護者と子のみの世帯」が 54.4%と最も高く、次い

で「同居はしてしていないが、祖父母が近く(市内または近隣市町村）に住んでいる」

が 33.7%、「祖父母と同居している世帯」が 11.3%となっています。

問４ 世帯の状況

8.3%

14.0%

12.4%

14.8%

16.2%

19.5%

7.2%

7.7%

0% 10% 20% 30%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

項目 度数 構成比

保護者と子のみの世帯 2,737 54.4%

祖父母と同居している世帯 568 11.3%

同居はしてしていないが、祖父母が近く(市内または近隣市町村）に住んでいる 1,695 33.7%

無回答 34 0.7%

合計 5,034 100.0%

54.4%

11.3%

33.7%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

保護者と子のみの世帯

祖父母と同居している世帯

同居はしてしていないが、祖父母が近く

(市内または近隣市町村）に住んでいる

無回答

項目 度数 構成比 H25

０歳 317 8.3% 6.7%

１歳 532 14.0% 11.9%

２歳 471 12.4% 11.8%

３歳 562 14.8% 10.2%

４歳 619 16.2% 12.8%

５歳 742 19.5% 11.4%

６歳 273 7.2% 6.8%

無回答 294 7.7% 28.4%

回答者数 3,810 100.0% 100.0%

非該当 1,224

合計 5,034
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（1）父親の勤労状況

父親の勤労形態は、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

が 95.0%と最も高くなっています。

また、産休・育休・介護休業中の人は、0.3％となっています。

問５ 現在の就労状況(自営業、家族従事者を含む)

項目 度数 構成比 H25

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

4,783 95.0% 95.1%

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

17 0.3% 0.1%

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

29 0.6% 0.6%

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

0 0.0% 0.0%

就労していない 78 1.5% 1.6%

無回答 127 2.5% 2.6%

合計 5,034 100.0% 100.0%

95.0%

0.3%

0.6%

0.0%

1.5%

2.5%

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

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

就労していない

無回答



Ⅱ 調査結果

7

（１）-１ 就労している父親の１週当たりの「就労日数」、１週当たりの「土日就労日」、

１日当たりの「就労時間」

※問５（１）で「就労している」を選んだ人を集計

現在就労している父親の１週間当たりの就労日数では、「5 日」が 65.9%、１日当た

りの就労時間では「10 時間」が 24.8%とそれぞれ最も高くなっています。

土日の就労日数は、「０日」が 47.1％と最も高くなっています。

■１週当たりの就労日数

■１週当たりの土日就労日数

0.1%

0.3%

1.3%

1.3%

65.9%

26.6%

1.8%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

項目 度数 構成比

0日 2,274 47.1%

1日 1,580 32.7%

2日 662 13.7%

無回答 313 6.5%

回答者数 4,829 100.0%

非該当 205

合計 5,034

0日

47.1%

1日

32.7%

2日

13.7%

無回答

6.5%

項目 度数 構成比 H25

1日 6 0.1% 0.3%

2日 15 0.3% 0.4%

3日 63 1.3% 0.8%

4日 63 1.3% 0.8%

5日 3,182 65.9% 64.8%

6日 1,284 26.6% 30.1%

7日 85 1.8% 1.6%

無回答 131 2.7% 1.2%

回答者数 4,829 100.0% 100.0%

非該当 205

合計 5,034
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■１日当たりの就労時間（残業時間を含む）

（１）-２ 就労している父親の家を出る時刻と帰宅時刻

※問５（１）で「就労している」を選んだ人を集計

就労している父親の家を出る時刻では、「６時」が 37.4％、帰宅時刻では、「20 時」

が 20.7％とそれぞれ最も高くなっています。

また、家を出てから帰宅するまでの時間は「13 時間」が 20.3％と最も高く、次い

で「14 時間」が 20.1％となっています。

■家を出る時刻

項目 度数 構成比 H25

４時間以下 28 0.6% 0.5%

５時間 11 0.2% 0.2%

６時間 14 0.3% 0.2%

７時間 52 1.1% 1.0%

８時間 1,126 23.3% 20.6%

９時間 715 14.8% 14.3%

１０時間 1,200 24.8% 24.6%

１１時間 338 7.0% 7.8%

１２時間 634 13.1% 14.7%

１３時間以上 450 9.3% 12.2%

無回答 261 5.4% 3.9%

回答者数 4,829 100.0% 100.0%

非該当 205

合計 5,034

0.6%

0.2%

0.3%

1.1%

23.3%

14.8%

24.8%

7.0%

13.1%

9.3%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40%

４時間以下

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

１０時間

１１時間

１２時間

１３時間以上

無回答

6.7%

19.5%

37.4%

23.2%

5.5%

1.4%

0.6%

0.5%

1.5%

3.7%

0% 20% 40% 60%

６時前

６時

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時

１３時以降

無回答

項目 度数 構成比 H25

６時前 323 6.7% 6.5%

６時 941 19.5% 18.8%

７時 1,807 37.4% 39.0%

８時 1,119 23.2% 23.4%

９時 267 5.5% 5.2%

１０時 70 1.4% 1.0%

１１時 27 0.6% 0.6%

１２時 24 0.5% 0.7%

１３時以降 71 1.5% 1.7%

無回答 180 3.7% 3.2%

回答者数 4,829 100.0% 100.0%

非該当 205

合計 5,034



Ⅱ 調査結果
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■帰宅時刻

■家を出てから帰宅までの時間

0.8%

0.8%

2.4%

9.0%

17.9%

20.7%

19.4%

14.5%

10.5%

4.1%

0% 10% 20% 30%

１６時前

１６時

１７時

１８時

１９時

２０時

２１時

２２時

２３時以降

無回答

0.4%

6.9%

9.6%

15.6%

20.3%

20.1%

12.4%

9.9%

4.8%

0% 10% 20% 30%

１時間～５時間

６時間～10時間

１１時間

１２時間

１３時間

１４時間

１５時間

１６時間以上

無回答

項目 度数 構成比

１時間～５時間 18 0.4%

６時間～10時間 335 6.9%

１１時間 462 9.6%

１２時間 754 15.6%

１３時間 979 20.3%

１４時間 972 20.1%

１５時間 601 12.4%

１６時間以上 476 9.9%

無回答 232 4.8%

回答者数 4,829 100.0%

非該当 205

合計 5,034

項目 度数 構成比 H25

１６時前 37 0.8% 12.3%

１６時 41 0.8% 0.5%

１７時 115 2.4% 1.8%

１８時 433 9.0% 8.0%

１９時 862 17.9% 14.3%

２０時 1,002 20.7% 18.0%

２１時 936 19.4% 17.0%

２２時 700 14.5% 11.7%

２３時以降 506 10.5% 12.2%

無回答 197 4.1% 4.2%

回答者数 4,829 100.0% 100.0%

非該当 205

合計 5,034
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（1）母親の勤労状況

母親の勤労形態は、「就労していない」が 53.1%と最も高く、次いで「パート・ア

ルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 32.5%、「フル

タイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 7.3%となっていま

す。

また、産休・育休・介護休業中の人は、2.3％となっています。

項目 度数 構成比 H25

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

368 7.3% 5.3%

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

76 1.5% 1.0%

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

1,638 32.5% 24.4%

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

42 0.8% 0.7%

就労していない 2,671 53.1% 65.6%

無回答 239 4.7% 3.0%

合計 5,034 100.0% 100.0%

7.3%

1.5%

32.5%

0.8%

53.1%

4.7%

0% 20% 40% 60%

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

就労していない

無回答



Ⅱ 調査結果
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（２）-１ 就労している母親の１週当たりの「就労日数」、１週当たりの「土日就労日」、

１日当たりの「就労時間」

※問５（２）で「就労している」を選んだ人を集計

現在就労している母親の１週間当たりの就労日数では、「5 日」が 33.2%、１日当た

りの就労時間では「4 時間」が 26.6%とそれぞれ最も高くなっています。

土日の就労日数は、「０日」が 63.0％と最も高くなっています。

■１週当たりの就労日数

■１週当たりの「土日就労日数」

項目 度数 構成比 H25

1日 78 3.7% 3.5%

2日 175 8.2% 9.6%

3日 514 24.2% 19.9%

4日 506 23.8% 22.1%

5日 706 33.2% 35.7%

6日 58 2.7% 4.5%

7日 10 0.5% 0.6%

無回答 77 3.6% 4.1%

回答者数 2,124 100.0% 100.0%

非該当 2,910

合計 5,034

3.7%

8.2%

24.2%

23.8%

33.2%

2.7%

0.5%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

項目 度数 構成比

0日 1,338 63.0%

1日 564 26.6%

2日 127 6.0%

無回答 95 4.5%

回答者数 2,124 100.0%

非該当 2,910

合計 5,034

0日

63.0%

1日

26.6%

2日

6.0%

無回答

4.5%
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■１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」

（２）-２ 就労している母親の家を出る時刻と帰宅時刻

※問５（２）で「就労している」を選んだ人を集計

就労している母親の家を出る時刻では、「8 時」が 42.3％、帰宅時刻では、「14 時」

が 21.5％とそれぞれ最も高くなっています。

また、家を出てから帰宅するまでの時間は「５時間」が 18.５％と最も高く、次い

で「６時間」が 16.8％となっています。

■家を出る時刻

項目 度数 構成比 H25

1時間 6 0.3% 0.2%

2時間 30 1.4% 2.1%

3時間 192 9.0% 10.0%

4時間 566 26.6% 26.0%

5時間 408 19.2% 18.9%

6時間 283 13.3% 11.2%

7時間 159 7.5% 8.6%

8時間 252 11.9% 12.2%

9時間以上 108 5.1% 6.1%

無回答 120 5.6% 4.7%

回答者数 2,124 100.0% 100.0%

非該当 2,910

合計 5,034

0.3%

1.4%

9.0%

26.6%

19.2%

13.3%

7.5%

11.9%

5.1%

5.6%

0% 10% 20% 30% 40%

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間以上

無回答

0.4%

0.8%

9.0%

42.3%

28.8%

6.4%

0.5%

0.5%

4.5%

6.8%

0% 20% 40% 60%

6時前

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

項目 度数 構成比

6時前 8 0.4%

6時 18 0.8%

7時 191 9.0%

8時 899 42.3%

9時 611 28.8%

10時 135 6.4%

11時 11 0.5%

12時 11 0.5%

13時以降 95 4.5%

無回答 145 6.8%

回答者数 2,124 100.0%

非該当 2,910

合計 5,034

項目 度数 構成比 構成比

6時前 8 0.4% 1.2%

6時 18 0.8% 1.2%

7時 191 9.0% 7.9%

8時 899 42.3% 41.2%

9時 611 28.8% 27.1%

10時 135 6.4% 6.7%

11時 11 0.5% 1.0%

12時 11 0.5% 0.7%

13時以降 95 4.5% 4.8%

無回答 145 6.8% 8.1%

回答者数 2,124 100.0% 100.0%

非該当 2,910

合計 5,034



Ⅱ 調査結果
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■帰宅時刻

■家を出てから帰宅までの時間

項目 度数 構成比 構成比

13時前 65 3.1% 7.6%

13時 224 10.5% 10.8%

14時 457 21.5% 16.7%

15時 286 13.5% 12.1%

16時 165 7.8% 7.6%

17時 249 11.7% 9.0%

18時 290 13.7% 14.3%

19時 126 5.9% 5.5%

20時 30 1.4% 2.4%

21時以降 101 4.8% 5.7%

無回答 131 6.2% 8.3%

回答者数 2,124 100.0% 100.0%

非該当 2,910

合計 5,034

0.4%

2.7%

7.5%

18.5%

16.8%

9.4%

8.7%

9.2%

9.3%

5.4%

3.2%

1.8%

7.1%

0% 10% 20% 30%

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

13時間以上

無回答

3.1%

10.5%

21.5%

13.5%

7.8%

11.7%

13.7%

5.9%

1.4%

4.8%

6.2%

0% 10% 20% 30%

13時前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答

項目 度数 構成比

２時間 9 0.4%

３時間 57 2.7%

４時間 160 7.5%

５時間 392 18.5%

６時間 356 16.8%

７時間 199 9.4%

８時間 185 8.7%

９時間 196 9.2%

10時間 198 9.3%

11時間 115 5.4%

12時間 69 3.2%

13時間以上 38 1.8%

無回答 150 7.1%

回答者数 2,124 100.0%

非該当 2,910

合計 5,034
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（１）父親の転換希望

※問 5（１）で「フルタイム」以外を選んだ人を集計

フルタイム以外で就労している父親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイムへの

転換希望はない」が 11 件と最も多く、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８件となっています。

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

（２）母親の転換希望

※問 5（２）で「フルタイム」以外を選んだ人を集計

フルタイム以外で就労している母親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイムへの

転換希望はない」が 50.4%と最も高く、次いで、「フルタイムへの転換希望はあるが、

実現できる見込みはない」が 33.3%となっています。

問６ パート・アルバイト等で就労している人のフルタイムへの転換希望

項目 度数 構成比 H25

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 113 6.7% 7.2%

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 559 33.3% 32.1%

フルタイムへの転換希望はない 847 50.4% 54.3%

無回答 161 9.6% 6.5%

回答者数 1,680 100.0% 100.0%

非該当 3,354

合計 5,034

項目 度数 構成比 H25

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 4 13.8% 2.8%

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 8 27.6% 11.1%

フルタイムへの転換希望はない 11 37.9% 8.3%

無回答 6 20.7% 77.8%

回答者数 29 100.0% 100.0%

非該当 5,005

合計 5,034

6.7%

33.3%

50.4%

9.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 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

フルタイムへの転換希望はない

無回答
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（１）父親 の就労希望

※問 5（１）で「就労していない」を選んだ人を集計

就労していない父親の就労希望は、「就労の希望はない」が 10 件と最も多く、次い

で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 8 件、「１年より先、一番下の子

どもが□□歳になったころに就労したい」が 6 件となっています。

また、今後希望する就労形態は、「フルタイム」が 4 件、「パートタイム」が 2 件、

希望する１日当たりの時間は、「3 日」、「5 日」がともに 1 件、うち土日の就労希望は、

「あり」、「なし」がともに 1 件、１日当たりの就労希望時間は「３時間～５時間」、「６

時間～８時間」がともに１件となっています。

また就労を希望する時期（一番下の子どもの年齢）は、「４歳」が２件、「３歳」、「５

歳」、「7 歳」でそれぞれ１件となっています。

■希望する就労形態 ■希望する就労日数

問７ 就労していない人の就労希望

項目 度数 構成比 H25

1日 0 0.0% 0.0%

2日 0 0.0% 0.0%

3日 1 50.0% 0.0%

4日 0 0.0% 0.0%

5日 1 50.0% 90.9%

6日 0 0.0% 9.1%

無回答 0 0.0% 0.0%

回答者数 2 100.0% 100.0%

非該当 5,032

合計 5,034

項目 度数 構成比 H25

フルタイム 4 50.0% 31.3%

パートタイム 2 25.0% 68.8%

無回答 2 25.0% 0.0%

回答者数 8 100.0% 100.0%

非該当 5,026

合計 5,034

項目 度数 構成比 H25

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 8 10.3% 17.4%

1年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 6 7.7% 4.3%

就労の希望はない 10 12.8% 2.2%

無回答 54 69.2% 76.1%

回答者数 78 100.0% 100.0%

非該当 4,956

合計 5,034

10.3%

7.7%

12.8%

69.2%

0% 20% 40% 60% 80%

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

1年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい

就労の希望はない

無回答
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■土日の就労希望 ■希望する就労時間

■就労を希望する時期（子どもの年齢）

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

（２）母親 の就労希望

※問 5（１）で「就労していない」を選んだ人を集計

就労していない母親の就労希望は、「１年より先、一番下の子どもが□□歳になった

ころに就労したい」が 40.5％と最も高くなっています。

また、今後希望する就労形態は、「パートタイム」が 95.2％、希望する１日当たり

の時間は、「3 日」が 56.5％、うち土日の就労希望は、「なし」が 82.0％、１日当た

りの就労希望時間は、「３時間～４時間」が 59.4％とそれぞれ最も高くなっています。

また就労を希望する時期（一番下の子どもの年齢）は、「7 歳以上」が 30.7%と最も

高くなっています。

項目 度数 構成比 H25

１歳 0 0.0% 0.0%

２歳 0 0.0% 0.0%

３歳 1 16.7% 0.0%

４歳 2 33.3% 0.0%

５歳 1 16.7% 0.0%

６歳 0 0.0% 0.0%

７歳以上 1 16.7% 75.0%

無回答 1 16.7% 25.0%

回答者数 6 100.0% 100.0%

非該当 5,028

合計 5,034

項目 度数 構成比 H25

１時間～２時間 0 0.0% 0.0%

３時間～５時間 1 50.0% 0.0%

６時間～８時間 1 50.0% 54.5%

９時間以上 0 0.0% 27.3%

無回答 0 0.0% 18.2%

回答者数 2 100.0% 100.0%

非該当 5,032

合計 5,034

項目 度数 構成比 H25

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 437 16.4% 30.3%

1年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 1,082 40.5% 50.0%

就労の希望はない 442 16.5% 11.0%

無回答 710 26.6% 8.7%

回答者数 2,671 100.0% 100.0%

非該当 2,363

合計 5,034

16.4%

40.5%

16.5%

26.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

1年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい

就労の希望はない

無回答

項目 度数 構成比

あり 1 50.0%

なし 1 50.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 2 100.0%

非該当 5,032

合計 5,034
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■希望する就労形態

■希望する就労日数

■土日の就労希望

■希望する就労時間

0.0%

59.4%

37.3%

1.2%

0.0%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80%

１時間～２時間

３時間～４時間

５時間～６時間

７時間～８時間

９時間以上

無回答

項目 度数 構成比 構成比

１時間～２時間 0 0.0% 0.0%

３時間～４時間 247 59.4% 51.5%

５時間～６時間 155 37.3% 41.8%

７時間～８時間 5 1.2% 6.0%

９時間以上 0 0.0% 0.5%

無回答 9 2.2% 0.2%

回答者数 416 100.0% 100.0%

非該当 4,618

合計 5,034

項目 度数 構成比

あり 26 6.3%

なし 341 82.0%

無回答 49 11.8%

回答者数 416 100.0%

非該当 4,618

合計 5,034

項目 度数 構成比 H25

1日 2 0.5% 0.2%

2日 18 4.3% 3.8%

3日 235 56.5% 47.6%

4日 108 26.0% 29.1%

5日 42 10.1% 19.2%

無回答 11 2.6% 0.2%

回答者数 416

非該当 4,618

合計 5,034

項目 度数 構成比 H25

フルタイム 20 4.6% 3.8%

パートタイム 416 95.2% 96.2%

無回答 1 0.2% 0.0%

回答者数 437 100.0% 100.0%

非該当 4,597

合計 5,034

4.6%

95.2%

0.2%

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

フルタイム

パートタイム

無回答

0.5%

4.3%

56.5%

26.0%

10.1%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

6.3%

82.0%

11.8%

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

あり

なし

無回答
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■就労を希望する時期（子どもの年齢）

項目 度数 構成比 H25

０歳 77 7.1% 0.0%

１歳 7 0.6% 0.9%

２歳 36 3.3% 1.6%

３歳 206 19.0% 19.4%

４歳 212 19.6% 16.8%

５歳 57 5.3% 3.7%

６歳 155 14.3% 14.6%

７歳以上 332 30.7% 41.5%

無回答 0 0.0% 1.5%

回答者数 1,082 100.0% 100.0%

非該当 3,952

合計 5,034

7.1%

0.6%

3.3%

19.0%

19.6%

5.3%

14.3%

30.7%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳以上

無回答
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（１）利用状況

※問５（１）又は（２）で「就労している」を選んだ人を集計

【幼稚園】

預かり保育事業の利用状況は、「現在、幼稚園における預かり保育事業を利用していな

い（または時折の利用のみ※）かつ、他の保育事業等も利用していない」が 61.7%と

最も高く、次いで「現在、幼稚園においてほぼ毎日預かり保育事業を利用している」が

12.5%、「現在、幼稚園における預かり保育事業を利用していない（または時折の利用

のみ※）が、他の保育事業等を利用している。」が 5.5%となっています。

問８ 預かり保育事業の利用状況（通常の教育時間終了後、延長して預かる事業）

項目 度数 構成比 H25

現在、幼稚園においてほぼ毎日預かり保育事業を利用している 594 12.5% 8.4%

現在、幼稚園における預かり保育事業を利用していない
（または時折の利用のみ※）が、他の保育事業等を利用している

262 5.5% 1.3%

現在、幼稚園における預かり保育事業を利用していない
（または時折の利用のみ※）かつ、他の保育事業等も利用していない ※1

2,920 61.7% 44.2%

無回答 959 20.3% 46.1%

回答者数 4,735 100.0% 100.0%

非該当 114

合計 4,849

※1　H25調査では、「現在、特に利用している保育事業等はない（上記に該当しない）」

12.5%

5.5%

61.7%

20.3%

0% 20% 40% 60% 80%

現在、幼稚園においてほぼ毎日預かり保育事業を利用している

現在、幼稚園における預かり保育事業を利用していない

（または時折の利用のみ※）が、他の保育事業等を利用している

現在、幼稚園における預かり保育事業を利用していない

（または時折の利用のみ※）かつ、他の保育事業等も利用していない

無回答
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【認定こども園】

預かり保育事業の利用状況は、「現在、幼稚園における預かり保育事業を利用していな

い（または時折の利用のみ※）かつ、他の保育事業等も利用していない」が 68.2%と

最も高く、次いで「現在、幼稚園においてほぼ毎日預かり保育事業を利用している」が

12.8%、「現在、幼稚園における預かり保育事業を利用していない（または時折の利用

のみ※）が、他の保育事業等を利用している。」が 2.8%となっています。

12.8%

2.8%

68.2%

16.2%

0% 20% 40% 60% 80%

現在、認定こども園においてほぼ毎日一時預かり事業を利用している

現在、認定こども園における一時預かり事業を利用していない

（または時折の利用のみ※）が、他の保育事業等を利用している

現在、認定こども園における一時預かり事業を利用していない

（または時折の利用のみ※）かつ、他の保育事業等も利用していない

無回答

項目 度数 構成比

現在、認定こども園においてほぼ毎日一時預かり事業を利用している 23 12.8%

現在、認定こども園における一時預かり事業を利用していない
（または時折の利用のみ※）が、他の保育事業等を利用している

5 2.8%

現在、認定こども園における一時預かり事業を利用していない
（または時折の利用のみ※）かつ、他の保育事業等も利用していない

122 68.2%

無回答 29 16.2%

回答者数 179 100.0%

非該当 6

合計 185
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※問８（１）で「ほぼ毎日利用している」を選んだ人を集計

【幼稚園】

利用している１週当たりの日数は、「5 日」が 49.2%と最も高く、次いで「4 日」

が 22.9%、「3 日」が 19.2%となっています。

１日当たりの利用時間は、朝は「１時間～3 時間（13.0％）」、夕方は、「３時間

（34.3％）」がそれぞれ最も高くなっています。

■朝の利用時間

■夕方の利用時間

（１）‐1 利用している１週当たりの日数、１日当たりの朝と夕方の利用時間

項目 度数 構成比 H25

1日 13 2.2% 2.2%

2日 30 5.1% 8.4%

3日 114 19.2% 16.6%

4日 136 22.9% 18.1%

5日 292 49.2% 53.8%

6日 2 0.3% 0.2%

無回答 7 1.2% 0.9%

回答者数 594 100.0% 100.0%

非該当 4,255

合計 4,849

18.0%

8.2%

5.9%

0.0%

67.8%

0% 20% 40% 60% 80%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答

項目 度数 構成比

1時間～3時間 107 18.0%

4時間～6時間 49 8.2%

7時間～10時間 35 5.9%

11時間以上 0 0.0%

無回答 403 67.8%

回答者数 594 100.0%

非該当 4,255

合計 4,849

項目 度数 構成比

1時間～3時間 327 55.1%

4時間～6時間 150 25.3%

7時間～10時間 1 0.2%

11時間以上 29 4.9%

無回答 87 14.6%

回答者数 594 100.0%

非該当 4,255 716.3%

合計 4,849 816.3%

2.2%

5.1%

19.2%

22.9%

49.2%

0.3%

1.2%

0% 20% 40% 60%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

無回答

55.1%

25.3%

0.2%

4.9%

14.6%

0% 20% 40% 60%

1時間～3時間

4時間～6時間

7時間～10時間

11時間以上

無回答
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【認定こども園】

利用している１週当たりの日数は、「5 日」が 16 件と最も多く、次いで「4 日」が

４件、「3 日」が３件となっています。

１日当たりの利用時間は、朝は「１時間」が７件、夕方は「２時間」、「４時間」が６

件それぞれ最も高くなっています。

■朝の利用時間 ■夕方の利用時間

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

（１）‐２ 預かり保育事業を利用していない理由と利用している保育事業

項目 度数 構成比

3日 3 13.0%

4日 4 17.4%

5日 16 69.6%

無回答 0 0.0%

回答者数 23 100.0%

非該当 162

合計 185

項目 度数 構成比

1時間～3時間 7 30.4%

4時間～6時間 1 4.3%

7時間～10時間 2 8.7%

11時間以上 0 0.0%

無回答 13 56.5%

回答者数 23 100.0%

非該当 162

合計 185

項目 度数 構成比

1時間～3時間 13 56.5%

4時間～6時間 7 30.4%

7時間～10時間 0 0.0%

11時間以上 1 4.3%

無回答 2 8.7%

回答者数 23 100.0%

非該当 162

合計 185
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※問８（１）で「預かり事業を利用していないが、他の保育事業を利用している」を選んだ人を集計

【幼稚園】

一時預かり事業を利用していない理由は、「教育時間終了後は、子どもを預かっても

らう必要がない」が 35.9%と最も高く、次いで「預かり保育事業では、家庭の状況（就

労時間等）に合っていない」が 19.8%、「預かり保育事業の利用料金が高い・負担が大

きい」が 10.3%となっています。

利用している保育事業は、「保育所の一時預かり」が 19.1%と最も高く、次いで「認

可外の保育施設」が 14.5％となっています。

また、１週当たりの利用日数は、「１日」が 15.3％と最も高く、次いで「５日」が

14.5％、１日当たりの利用時間は、「1 時間～３時間」が 22.9％と最も高くなってい

ます。

■一時預かり事業を利用していない理由

項目 度数 構成比

教育時間終了後は、子どもを預かってもらう必要がない 94 35.9%

教育時間終了後は、子どもを預けることができる親族や知人等がいる 23 8.8%

預かり保育事業では、家庭の状況（就労時間等）に合っていない 52 19.8%

預かり保育事業の利用料金が高い・負担が大きい 27 10.3%

無回答 66 25.2%

回答者数 262 100.0%

非該当 4587

合計 4,849

35.9%

8.8%

19.8%

10.3%

25.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

教育時間終了後は、子どもを預かってもらう必要がない

教育時間終了後は、子どもを預けることができる親族や

知人等がいる

預かり保育事業では、家庭の状況（就労時間等）に

合っていない

預かり保育事業の利用料金が高い・負担が大きい

無回答



24

■利用している保育事業等

■１週当たりの利用日数

■1 日の利用時間

項目 度数 構成比 H25

１時間～３時間 60 22.9% 34.3%

4時間～６時間 51 19.5% 44.3%

7時間～９時間 14 5.3% 14.3%

無回答 137 52.3% 7.1%

回答者数 262 100.0% 100.0%

非該当 4,587

合計 4,849

項目 度数 構成比 H25

1日 40 15.3% 12.9%

2日 5 1.9% 7.1%

3日 12 4.6% 11.4%

4日 11 4.2% 7.1%

5日 38 14.5% 41.4%

6日 9 3.4% 7.1%

無回答 147 56.1% 12.9%

回答者数 262 100.0% 99.9%

非該当 4,587

合計 4,849

項目 度数 構成比 H25

保育所の一時預かり 50 19.1% 15.7%

トワイライト・ステイ事業 0 0.0% 1.4%

ショートステイ事業 0 0.0% 0.0%

ファミリーサポートセンター事業 3 1.1% 4.3%

ベビーシッター 0 0.0% 1.4%

認可外の保育施設等 38 14.5% 38.6%

その他 41 15.6% 35.7%

無回答 130 49.6% 2.9%

回答者数 262 100.0% 100.0%

非該当 4587

合計 4,849

22.9%

19.5%

5.3%

52.3%

0% 20% 40% 60%

１時間～３時間

4時間～６時間

7時間～９時間

無回答

19.1%

0.0%

0.0%

1.1%

0.0%

14.5%

15.6%

49.6%

0% 20% 40% 60%

保育所の一時預かり

トワイライト・ステイ事業

ショートステイ事業

ファミリーサポートセンター事業

ベビーシッター

認可外の保育施設等

その他

無回答

15.3%

1.9%

4.6%

4.2%

14.5%

3.4%

56.1%

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

無回答
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【認定こども園】

一時預かり事業を利用していない理由は、「教育時間終了後は、子どもを預かっても

らう必要がない」が２件と最も多く、次いで「教育時間終了後は、子どもを預けること

ができる親族や知人等がいる」、「一時預かり事業の利用料金が高い・負担が大きい」が

ともに１件となっています。

利用している保育事業は、「保育所の一時預かり」が２件となっています。

また、１週当たりの利用日数は、「１日」、「2 日」がともに 1 件、１日当たりの利

用時間は、「1 時間～３時間」が２件となっています。

■一時預かり事業を利用していない理由

■利用している保育事業等

■１週当たりの利用日数 ■1 日の利用時間

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

項目 度数 構成比

教育時間終了後は、子どもを預かってもらう必要がない 2 40.0%

教育時間終了後は、子どもを預けることができる親族や知人等がいる 1 20.0%

一時預かり事業では、家庭の状況（就労時間等）に合っていない 0 0.0%

一時預かり事業の利用料金が高い・負担が大きい 1 20.0%

無回答 1 20.0%

回答者数 5 100.0%

非該当 180

合計 185

項目 度数 構成比

保育所の一時預かり 2 40.0%

トワイライト・ステイ事業 0 0.0%

ショートステイ事業 0 0.0%

ファミリーサポートセンター事業 0 0.0%

ベビーシッター 0 0.0%

認可外の保育施設等 0 0.0%

その他 1 20.0%

無回答 2 40.0%

回答者数 5 100.0%

非該当 180

合計 185

項目 度数 構成比

1日 1 20.0%

2日 1 20.0%

無回答 3 60.0%

回答者数 5

非該当 180

合計 185

項目 度数 構成比

１時間～３時間 2 40.0%

４時間～６時間 0 0.0%

７時間～９時間 0 0.0%

無回答 3 60.0%

回答者数 5 100.0%

非該当 180

合計 185



26

（１）-３ 一時預かり事業及びその他の保育事業を利用していない理由

【幼稚園】

「教育時間終了後は、子どもを預かってもらう必要がない。」が 68.5%と最も高

く、次いで「教育時間終了後は、子どもを預けることができる親族や知人等がいる。」

が 14.7%、「一時預かり事業及び他の保育事業の利用料金が高い・負担が大きい」

が 12.2%となっています。

■事業を利用していない理由

68.5%

14.7%

2.0%

12.2%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

教育時間終了後は、子どもを預かってもらう必要がない

教育時間終了後は、子どもを預けることができる親族や

知人等がいる

一時預かり事業及び他の保育事業で、家庭の状況（就労時間等）に

合うものがない

一時預かり事業及び他の保育事業の利用料金が高い・負担が大きい

無回答

項目 度数 構成比

教育時間終了後は、子どもを預かってもらう必要がない 1,999 68.5%

教育時間終了後は、子どもを預けることができる親族や
知人等がいる

430 14.7%

一時預かり事業及び他の保育事業で、家庭の状況（就労時間等）に
合うものがない

59 2.0%

一時預かり事業及び他の保育事業の利用料金が高い・負担が大きい 356 12.2%

無回答 76 2.6%

回答者数 2,920 100.0%

非該当 1929

合計 4,849



Ⅱ 調査結果

27

【認定こども園】 事業を利用していない理由

「教育時間終了後は、子どもを預かってもらう必要がない。」が 69.7%と最も高く、

「預かり保育事業及び他の保育事業の利用料金が高い・負担が大きい」が 15.6％とな

っています。

69.7%

8.2%

4.1%

15.6%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

教育時間終了後は、子どもを預かってもらう必要がない

教育時間終了後は、子どもを預けることができる親族や

知人等がいる

預かり保育事業及び他の保育事業で、家庭の状況（就労時間等）に

合うものがない

預かり保育事業及び他の保育事業の利用料金が高い・負担が大きい

無回答

項目 度数 構成比

教育時間終了後は、子どもを預かってもらう必要がない 85 69.7%

教育時間終了後は、子どもを預けることができる親族や
知人等がいる

10 8.2%

預かり保育事業及び他の保育事業で、家庭の状況（就労時間等）に
合うものがない

5 4.1%

預かり保育事業及び他の保育事業の利用料金が高い・負担が大きい 19 15.6%

無回答 3 2.5%

回答者数 122 100.0%

非該当 63

合計 185
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【幼稚園】

平日の日中、幼稚園を利用している理由については、「園の教育方針・教育環境が子

どもに合っている」が 77.1%と最も高く、次いで「園の保育時間等が家庭の保育状況

に合っている」が 33.6%となっています。

問９ 幼稚園・認定こども園を利用している理由（複数回答）

項目 度数 比率

園の教育方針・教育環境が子どもに合っている 3,739 77.1%

園の保育時間等が家庭の保育状況に合っている 1,629 33.6%

保育所の利用を希望したが、保育認定
(2号認定）の認定基準を満たしていないため

113 2.3%

保育所利用を希望し、認定基準を満たし申請したが、
保育所・認定こども園(2号）に入れなかったため

141 2.9%

無回答 425 8.8%

回答者数 4,849

全回答数 6,047

77.1%

33.6%

2.3%

2.9%

8.8%

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

園の教育方針・教育環境が子どもに合っている

園の保育時間等が家庭の保育状況に合っている

保育所の利用を希望したが、保育認定

(2号認定）の認定基準を満たしていないため

保育所利用を希望し、認定基準を満たし申請したが、

保育所・認定こども園(2号）に入れなかったため

無回答
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【認定こども園】

平日の日中、認定こども園を利用している理由については、「園の教育方針・教育環

境が子どもに合っている」が 70.3%と最も高く、次いで「認定こども園になる前から

在園しているため」が 37.8%、「園の保育時間等が家庭の保育状況に合っている」が

18.4%となっています。

37.8%

70.3%

18.4%

0.5%

0.5%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80%

認定こども園になる前から在園しているため

園の教育方針・教育環境が子どもに合っている

園の保育時間等が家庭の保育状況に合っている

保育所の利用を希望したが、保育認定

(2号認定）の認定基準を満たしていないため

保育所利用を希望し、認定基準を満たし申請したが、

保育所・認定こども園(2号）に入れなかったため

無回答

項目 度数 構成比

認定こども園になる前から在園しているため 70 37.8%

園の教育方針・教育環境が子どもに合っている 130 70.3%

園の保育時間等が家庭の保育状況に合っている 34 18.4%

保育所の利用を希望したが、保育認定
(2号認定）の認定基準を満たしていないため

1 0.5%

保育所利用を希望し、認定基準を満たし申請したが、
保育所・認定こども園(2号）に入れなかったため

1 0.5%

無回答 13 7.0%

回答者数 185

全回答数 249
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就園前の保育状況（サービス利用状況）は、「保育サービス等の利用はない(主に家庭

で保護者が保育していた）」が 64.2％ともっとも高く、次いで「幼稚園での就園前保

育(預かり保育含む)」が 22.8%、「小規模保育所等(認可外施設含む)での定期的な預か

り」が 8.3%となっています。

問 10 就園前の保育状況(サービス利用状況) （複数回答）

64.2%

3.8%

22.8%

8.3%

6.3%

0.9%

3.5%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80%

保育サービス等の利用はない

(主に家庭で保護者が保育していた）

保育サービス等の利用はない

(主に祖父母など保護者以外の方が保育していた）

幼稚園での就園前保育(預かり保育含む)

小規模保育所等(認可外施設含む)

での定期的な預かり

保育所の一時預かり（使用などの理由を

問わず一時的に子どもを預かる事業）

ファミリーサポートセンター事業

ベビーシッター

その他

無回答

項目 度数 比率

保育サービス等の利用はない
(主に家庭で保護者が保育していた）

3,232 64.2%

保育サービス等の利用はない
(主に祖父母など保護者以外の方が保育していた）

192 3.8%

幼稚園での就園前保育(預かり保育含む) 1,150 22.8%

小規模保育所等(認可外施設含む)
での定期的な預かり

419 8.3%

保育所の一時預かり（使用などの理由を
問わず一時的に子どもを預かる事業）

319 6.3%

ファミリーサポートセンター事業 45 0.9%

ベビーシッター 7

その他 176 3.5%

無回答 190 3.8%

回答者数 5,034

全回答数 5,730
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日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無は、「緊急時もしくは用事の際には祖

父母等の親族に預かってもらえる」が 60.5％ともっとも高く、次いで「日常的に祖父

母等の親族に預かってもらえる」が 19.0%となっています。

また、「いずれもいない」との回答は 15.3％となっています。

問 11 日頃、子どもを預かってもらえる親族・知人（複数回答）

項目 度数 比率 H25

日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる 958 19.0% 21.3%

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる 3,047 60.5% 61.2%

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 97 1.9% 2.4%

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 745 14.8% 17.8%

いずれもいない 769 15.3% 12.6%

無回答 171 3.4% 3.3%

回答者数 5,034

全回答数 5,787

19.0%

60.5%

1.9%

14.8%

15.3%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80%

日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答
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※問11で「日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる」、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に

預かってもらえる」を選んだ人を集計

祖父母等の親族に子どもを預かってもらっている状況は、「祖父母等の親族が子ども

を預かることについて、特に問題はない」が 58.0％ともっとも高く、次いで「祖父母

等の親族の身体的負担が大きく心配である」が 26.5%、「自分たち親の立場として、負

担をかけていることが心苦しい」が 24.1％となっています。

問 11（1）‐1 祖父母等の親族に預かってもらっている状況（複数回答）

項目 度数 比率 H25

祖父母等の親族が子どもを預かることについて、特に問題はない 2,210 58.0% 59.9%

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 1,011 26.5% 22.1%

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 823 21.6% 20.7%

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 919 24.1% 24.7%

その他 148 3.9% 4.0%

無回答 171 4.5% 1.1%

回答者数 3,809

非該当 1,225

合計 5,034

全回答数 5,282

58.0%

26.5%

21.6%

24.1%

3.9%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族が子どもを預かることについて、特に問題はない

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

その他

無回答
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※問11で「日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみて

もらえる友人・知人がいる」を選んだ人を集計

友人・知人に子どもを預かってもらっている状況は、「友人・知人等に子どもを預か

ってもらうことについて、特に問題はない」が 49.6％ともっとも高く、次いで「自分

たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」が 36.1%、「友人・知人等の

時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」が 23.3％となっています。

問 11(1)‐2 友人・知人等に預かってもらっている状況（複数回答）

項目 度数 比率 H25

友人・知人等に子どもを預かってもらうことについて、特に問題はない 395 49.6% 46.7%

友人・知人等の身体的負担が大きく心配である 83 10.4% 9.4%

友人・知人等の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 186 23.3% 23.4%

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 288 36.1% 36.6%

その他 44 5.5% 5.4%

無回答 27 3.4% 5.2%

回答者数 797

非該当 4,237

合計 5,034

全回答数 1,023

49.6%

10.4%

23.3%

36.1%

5.5%

3.4%

0% 20% 40% 60%

友人・知人等に子どもを預かってもらうことについて、特に問題はない

友人・知人等の身体的負担が大きく心配である

友人・知人等の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

その他

無回答
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子育てをする上で、気軽に相談できる人や相談できる場所については、「ある」が

92.2%、「ない」が 4.7％となっています。

※問 12（１）で「ある」を選んだ人を集計

子育てをするうえで、気軽に相談できる先は、「親や家族」が 92.5％と最も高く、

次いで「知人や友人」が 78.6%、「幼稚園の先生や職員」が 34.6％となっています。

問 12(1) 子育てをする上で、気軽に相談できる人や相談できる場所

問 12(1)-1 気軽に相談できる先（複数回答）

92.5%

78.6%

24.3%

3.2%

3.1%

34.6%

2.8%

6.8%

0.9%

0.9%

0.2%

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

親や家族

知人や友人

近所の人

子育て支援施設・NPO

保健所・保健センター

幼稚園の先生や職員

通っている園以外の施設の保育士等

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答

項目 度数 構成比 H25

ある 4,642 92.2% 91.6%

ない 237 4.7% 5.2%

無回答 155 3.1% 3.2%

合計 5,034 100.0% 100.0%

ある

92.2%

ない

4.7%

無回答

3.1%
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項目 度数 比率 H25

親や家族 4,292 92.5% 92.1%

知人や友人 3,650 78.6% 80.4%

近所の人 1,128 24.3% 26.6%

子育て支援施設・NPO 150 3.2% 2.6%

保健所・保健センター 142 3.1% 3.4%

幼稚園の先生や職員 ※1 1,604 34.6% 23.3%

通っている園以外の施設の保育士等　※2 129 2.8% 2.3%

かかりつけの医師 315 6.8% 7.4%

自治体の子育て関連担当窓口 44 0.9% 1.0%

その他 40 0.9% 0.7%

無回答 8 0.2% 0.2%

回答者数 4,642

非該当 392

合計 5,034

全回答数 11,502

※1　H25調査では「幼稚園教諭」

※2　H25調査では「保育士」
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◆登録業種

業種については、「製造業」が 24.8％で最も高く、次いで「建設業」が 22.0％、「卸

売業、小売業」が 13.5％となっています。

◆就業日（曜）

就業日については、「月曜日」から「金曜日」までは 9 割以上の企業で就業日となっ

ています。「土曜日」は 39.7％、「日曜日」は 15.6％が就業日と回答しています。

基礎データ

産業分類 度数 構成比(%)
A 農業、林業 0 0.0
B 鉱業、採石業、砂利採取業 0 0.0
C 建設業 31 22.0
D 製造業 35 24.8
E 電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.7
F 情報通信業 4 2.8
G 運輸業、郵便業 7 5.0
H 卸売業、小売業 19 13.5
I 金融業、保険業 12 8.5
J 不動産業、物品賃貸業 1 0.7
K 学術研究、専門・技術サービス業 5 3.5
L 宿泊業、飲食サービス業 6 4.3
M 生活関連サービス業,娯楽業 3 2.1
N 教育、学習支援業 5 3.5
O 医療、福祉 3 2.1
P 複合サービス事業 0 0.0
Q サービス業（他に分類されないもの） 9 6.4
R 公務(他に分類されるものを除く) 0 0.0

合計 141 100.0

91.5%

91.5%

92.9%

92.9%

93.6%

39.7%

15.6%

5.7%

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

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

無回答

項目 度数 構成比

月曜日 129 91.5%

火曜日 129 91.5%

水曜日 131 92.9%

木曜日 131 92.9%

金曜日 132 93.6%

土曜日 56 39.7%

日曜日 22 15.6%

無回答 8 5.7%

回答者数 141

全回答数 738
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◆週休

週休については、「２日」が 70.9%と最も高く、7 割を超えています。次いで「１日」

が 6.4%、「１日～２日」が 5.0%となっています。

◆就業時間

（始業時刻）

始業時刻は、「８時」が 71.6%と最も高く、次いで「９時」が 19.1%、「10 時以降」

が 4.3%となっています。

項目 度数 構成比

０日 3 2.1%

１日 9 6.4%

１．５日 2 1.4%

１日～２日 7 5.0%

２日 100 70.9%

隔週２日 3 2.1%

２日～３日 1 0.7%

３日～４日 1 0.7%

月６日 1 0.7%

４週８休制 1 0.7%

無回答 13 9.2%

回答者数 141 100.0%

2.1%

6.4%

1.4%

5.0%

70.9%

2.1%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

9.2%

0% 20% 40% 60% 80%

０日

１日

１．５日

１日～２日

２日

隔週２日

２日～３日

３日～４日

月６日

４週８休制

無回答

項目 度数 構成比

７時以前 1 0.7%

７時 2 1.4%

８時 101 71.6%

９時 27 19.1%

10時以降 6 4.3%

無回答 4 2.8%

回答者数 141 100.0%

0.7%

1.4%

71.6%

19.1%

4.3%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80%

７時以前

７時

８時

９時

10時以降

無回答



Ⅱ 調査結果

5

（終業時刻）

終業時刻は、「17 時」が 75.2%と最も高く、次いで「18 時」が 12.8%、「17 時

以前」が 5.0%となっています。

◆従業員数（パート・アルバイト含む）

従業員の人数は、「11 人～20 人」が 29.8%と最も高く、次いで「31 人～50 人」

が 17.0%、「21 人～30 人」が 12.1%となっています。

項目 度数 構成比

17時以前 7 5.0%

17時 106 75.2%

18時 18 12.8%

19時 3 2.1%

20時 0 0.0%

21時以降 3 2.1%

無回答 4 2.8%

回答者数 141 100.0%

5.0%

75.2%

12.8%

2.1%

0.0%

2.1%

2.8%

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

17時以前

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答

項目 度数 構成比

１人～３人 2 1.4%

４人～６人 4 2.8%

７人～10人 11 7.8%

11人～20人 42 29.8%

21人～30人 17 12.1%

31人～50人 24 17.0%

51人～80人 11 7.8%

81人～100人 4 2.8%

101人以上 12 8.5%

無回答 14 9.9%

回答者数 141 100.0%

1.4%

2.8%

7.8%

29.8%

12.1%

17.0%

7.8%

2.8%

8.5%

9.9%

0% 10% 20% 30% 40%

１人～３人

４人～６人

７人～10人

11人～20人

21人～30人

31人～50人

51人～80人

81人～100人

101人以上

無回答
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従業員の方の保育状況について

就学前児童のいる従業員の人数は、「１人～３人」が 25.5%と最も高く、次いで「０

人」が 19.1%、「11 人～20 人」が 11.3%となっています。

就学前の子どもの人数は、「４人～６人」が 22.4%と最も高く、次いで「１人」、「3

人」がともに 15.3%となっています。

■就学前児童のいる従業員数

■就学前の子どもの人数

問１ 就学前児童のいる従業員数と就学前の子どもの人数

項目 度数 構成比

０人 27 19.1%

１人～３人 36 25.5%

４人～６人 14 9.9%

７人～10人 15 10.6%

11人～20人 16 11.3%

21人～50人 11 7.8%

51人以上 4 2.8%

無回答 18 12.8%

回答者数 141 100.0%

19.1%

25.5%

9.9%

10.6%

11.3%

7.8%

2.8%

12.8%

0% 10% 20% 30% 40%

０人

１人～３人

４人～６人

７人～10人

11人～20人

21人～50人

51人以上

無回答

項目 度数 構成比

１人 15 15.3%

２人 14 14.3%

３人 15 15.3%

４人～６人 22 22.4%

７人～10人 14 14.3%

11人～20人 14 14.3%

21人～50人 1 1.0%

51人以上 3 3.1%

無回答 0 0.0%

回答者数 98 100.0%

非該当 43

合計 141

15.3%

14.3%

15.3%

22.4%

14.3%

14.3%

1.0%

3.1%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

１人

２人

３人

４人～６人

７人～10人

11人～20人

21人～50人

51人以上

無回答



Ⅱ 調査結果
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※問 1 で就学前児童のいる人を集計。

就学前の子どもの年齢別内訳は、「5 歳児以上」が 29.0%と最も高く、次いで「3 歳

児」が 14.7%、「0 歳児」が 14.3%となっています。

※問 2 で 0 歳児～2 歳児の子どもがいる人を集計。

0 歳～2 歳の子どもの保育状況は、「自宅で育児している」が 70.8%と最も高く、次

いで「認可保育所・認定こども園に通園している」が 68.1%、「その他の施設に通園し

ている」が 13.9%となっています。

問２ 就学前の子どもの人数（問 1 記載時点）の年齢別内訳

問３ ０歳～２歳の子どもの保育状況（複数回答）

項目 度数 構成比

0歳児 107 14.3%

1歳児 103 13.8%

2歳児 101 13.5%

3歳児 110 14.7%

4歳児 105 14.1%

5歳児以上 216 29.0%

無回答 4 0.5%

回答者数 98

非該当 43

合計 141

全回答数 746

14.3%

13.8%

13.5%

14.7%

14.1%

29.0%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40%

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児以上

無回答

70.8%

68.1%

11.1%

13.9%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅で育児している

認可保育所・認定こども園に通園している

小規模保育所に通園している

その他の施設に通園している

無回答

項目 度数 構成比

自宅で育児している 51 70.8%

認可保育所・認定こども園に通園している 49 68.1%

小規模保育所に通園している 8 11.1%

その他の施設に通園している 10 13.9%

無回答 1 1.4%

回答者数 72

非該当 69

合計 141

全回答数 119
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※問 2 で 3 歳児～5 歳児・6 歳児の子どもがいる事業所を集計。

3 歳児～5 歳児・6 歳児の子どもの保育状況は、「認可保育所・認定こども園に通園

している」が 71.8%と最も高く、次いで「幼稚園に通園している」が 57.6%となっ

ています。

問４ ３歳～５歳・６歳の子どもの保育状況（複数回答）

幼稚園に

通園している

57.6%

認可保育所・

認定こども園に

通園している

71.8%

その他の施設に

通園している

2.4%

無回答

3.5%

項目 度数 構成比

幼稚園に通園している 49 57.6%

認可保育所・認定こども園に通園している 61 71.8%

その他の施設に通園している 2 2.4%

無回答 3 3.5%

回答者数 85

非該当 56

合計 141

全回答数 115



Ⅱ 調査結果

9

入所を希望したが入れなかった状況については、「あった」が 13.5％、「なかった」

が 34.8%となかったという回答が 21.3 ポイント上回っています。

※問 5 で「あった」を選んだ事業所を集計。

入所を希望したが、入れなかったその後の状況については、「待機児童として保育所

等の空きを待った（自宅で子育てを行った）」が 16 件と最も高多く、次いで「認可外

保育施設に通園させた」が 5 件、「幼稚園に通園させた」が 1 件となっています。

※回答者数が少ないため、表のみ掲載しています。

問５ 平成 30 年度保育所等入所手続きにあたり、入所を希望したが入れなかった

状況の有無

問５-１ 希望通り入所できなかった、その後の状況

あった

13.5%

なかった

34.8%

不明

20.6%

無回答

31.2%

項目 度数 構成比

あった 19 13.5%

なかった 49 34.8%

不明 29 20.6%

無回答 44 31.2%

回答者数 141 100.0%

項目 度数 構成比

待機児童として保育所等の空きを待った（自宅で子育てを行った） 16 84.2%

幼稚園に通園させた 1 5.3%

認可外保育施設に通園させた 5 26.3%

その他 1 5.3%

無回答 0 0.0%

回答者数 19

非該当 122

合計 141

全回答数 23
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事業所内保育事業の認知度は、「知っている（内容も）」が 12.1%、「聞いたことがあ

る」が 50.4%、「知らない」が 34.8%と、「聞いたことがある」の割合が最も高く、5

割となっています。

企業主導型保育事業の認知度は、「知っている（内容も）」が 12.8%、「聞いたことが

ある」が 37.6%、「知らない」が 46.8%と、「知らない」の割合が約 5 割となってい

ます。

■事業所内保育事業

■企業主導型保育事業

問７ 事業所内保育事業、企業主導型保育事業の制度の認知度

知っている（内容も）

12.1%

聞いたことがある

50.4%

知らない 34.8%

無回答

2.8%

項目 度数 構成比

知っている（内容も） 17 12.1%

聞いたことがある 71 50.4%

知らない 49 34.8%

無回答 4 2.8%

回答者数 141 100.0%

項目 度数 構成比

知っている（内容も） 18 12.8%

聞いたことがある 53 37.6%

知らない 66 46.8%

無回答 4 2.8%

回答者数 141 100.0%

知っている（内容も）

12.8%

聞いたことがある

37.6%

知らない 46.8%

無回答

2.8%



Ⅱ 調査結果
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事業所内保育事業の制度による施設の設置希望については、「設置の希望はない」が

86.5%と最も高く、次いで「設置について検討している」が 7.8％となっています。

また、「すでに設置（実施）している（平成□□年度開設）」が 2 件となっており、

それぞれ平成 20 年度、22 年度に開設しています。

企業主導型保育事業の制度による施設の設置希望については、「設置の希望はない」

が 85.8%と最も高く、次いで「設置について検討している」が 7.1％となっています。

また、「すでに設置（実施）している（平成□□年度開設）」が４件となっており、平

成 20 年度に 1 件、31 年度に 1 件開設しています。（2 件は無回答）

■事業所内保育事業

■企業主導型保育事業

問８ 事業所内保育事業、企業主導型保育事業の制度による施設の設置希望

項目 度数 構成比

すでに設置（実施）している（平成□□年度開設） 2 1.4%

設置について検討している 11 7.8%

設置の希望はない 122 86.5%

無回答 6 4.3%

回答者数 141 100.0%

1.4%

7.8%

86.5%

4.3%

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

すでに設置（実施）している
（平成□□年度開設）

設置について検討している

設置の希望はない

無回答

2.8%

7.1%

85.8%

4.3%

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

すでに設置（実施）している
（平成□□年度開設）

設置について検討している

設置の希望はない

無回答

項目 度数 構成比

すでに設置（実施）している（平成□□年度開設）　 4 2.8%

設置について検討している 10 7.1%

設置の希望はない 121 85.8%

無回答 6 4.3%

回答者数 141 100.0%
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※問 8 で「設置について検討している」を選んだ事業所を集計。

設置をするにあたり課題となっていることは、「施設の整備に関すること」、「利用料

や補助金に関すること」がそれぞれ 5 件と高くなっています。

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

問９ 設置のための課題（複数回答）

項目 度数 構成比

施設の立地（敷地・設置場所）に関すること 4 33.3%

施設の整備に関すること 5 41.7%

保育士の確保に関すること 4 33.3%

運営や認可に関すること 4 33.3%

利用料や補助金に関すること 5 41.7%

その他 5 41.7%

無回答 1 8.3%

回答者数 12

非該当 129

合計 141

全回答数 28



Ⅱ 調査結果
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※問 8 で「設置の希望はない」を選んだ事業所を集計。

今後設置を検討する要件になることは、「従業員の保育ニーズの高まり」が 56.5%と

最も高く、次いで「施設整備や運営費の補助金の増額」が 25.8%、「保育士の確保方策

の充実」が 20.2％となっています。

問 10 今後設置を検討する要件になること（複数回答）

項目 度数 構成比

従業員の保育ニーズの高まり 70 56.5%

本市における待機児童の増加 10 8.1%

制度に関する市による説明や相談の実施 11 8.9%

施設整備や運営費の補助金の増額 32 25.8%

保育士の確保方策の充実 25 20.2%

その他 19 15.3%

無回答 26 21.0%

回答者数 124

非該当 17

合計 141

全回答数 193

56.5%

8.1%

8.9%

25.8%

20.2%

15.3%

21.0%

0% 20% 40% 60% 80%

従業員の保育ニーズの高まり

本市における待機児童の増加

制度に関する市による説明や相談の実施

施設整備や運営費の補助金の増額

保育士の確保方策の充実

その他

無回答
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本市における子育て環境や支援への満足度は、「満足度３」が 72.0%と最も高く、次

いで、「満足度２」が 16.9%となっています。

※満足度１(低い) ⇔ 満足度 5(高い)

※無回答を除いています。

問 11 川越市の子育ての環境や支援への満足度

項目 度数 構成比

満足度１ 5 4.2%

満足度２ 20 16.9%

満足度３ 85 72.0%

満足度４ 8 6.8%

満足度５ 0 0.0%

回答者数 118 100.0%

4.2%

16.9% 72.0% 6.8% 0.0%

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

満足度１ 満足度２ 満足度３ 満足度４ 満足度５



1

休日就労保護者調査



2



Ⅱ 調査結果

3

居住地区は、「本庁管内」が 32.4％と最も高く、次いで「名細地区」が 14.7％とな

っています。

■市外の方の居住地

問１ 居住地区

32.4%

2.9%

0.0%

5.9%

8.8%

2.9%

8.8%

5.9%

2.9%

14.7%

8.8%

0.0%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40%

本庁管内

芳野地区

古谷地区

南古谷地区

高階地区

福原地区

大東地区

霞ヶ関地区

霞ヶ関北地区

名細地区

山田地区

川鶴地区

無回答

項目 度数 構成比

本庁管内 11 32.4%

芳野地区 1 2.9%

古谷地区 0 0.0%

南古谷地区 2 5.9%

高階地区 3 8.8%

福原地区 1 2.9%

大東地区 3 8.8%

霞ヶ関地区 2 5.9%

霞ヶ関北地区 1 2.9%

名細地区 5 14.7%

山田地区 3 8.8%

川鶴地区 0 0.0%

無回答 2 5.9%

回答者数 34 100.0%

非該当 21

合計 55

項目 度数 構成比

ふじみ野市 2 9.5%

狭山市 2 9.5%

さいたま市 1 4.8%

坂戸市 2 9.5%

志木市 1 4.8%

所沢市 1 4.8%

上尾市 1 4.8%

東松山市 1 4.8%

入間市 1 4.8%

富士見市 2 9.5%

三芳町 1 4.8%

鳩山町 1 4.8%

飯能市 1 4.8%

滑川町 1 4.8%

東京都 3 14.3%

無回答 0 0.0%

回答者数 21 100.0%

非該当 34

合計 55
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項目 度数 構成比※

０歳 7 10.3%

１歳 11 16.2%

２歳 14 20.6%

３歳 8 11.8%

４歳 7 10.3%

５歳 13 19.1%

６歳 8 11.8%

無回答 0 0.0%

回答者数 55

全回答数 68 100.0%

※構成比は全回答数における構成比

項目 度数 構成比

１人 28 50.9%

２人 20 36.4%

３人 5 9.1%

４人 1 1.8%

５人 0 0.0%

無回答 1 1.8%

回答者数 55 100.0%

子どもの年齢は、「2 歳」が 14 人（20.6％）と最も多く、次いで「5 歳」が 13 人

（19.1％）、「1 歳」が 11 人（16.2％）となっています。

1 世帯当たりの子どもの人数は、「１人」が 50.9%と最も多く、次いで「２人」が

36.4%となっています。

また、2 人以上の子どもがいる世帯の末子の年齢は、「2 歳」が 30.8％と最も多く、

次いで「1 歳」が 23.1％となっています。

■１世帯当たりの子どもの人数

■末子の年齢

問２ 子どもの年齢

問３ 子どもの数と末子の年齢

50.9%

36.4%

9.1%

1.8%

0.0%

1.8%

0% 20% 40% 60%

１人

２人

３人

４人

５人

無回答

7

11

14

8

7

13

8

0

0 5 10 15 20

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

（人）

項目 度数 構成比

０歳 2 7.7%

１歳 6 23.1%

２歳 8 30.8%

３歳 1 3.8%

４歳 2 7.7%

５歳 5 19.2%

６歳 1 3.8%

無回答 1 3.8%

回答者数 26 100.0%

非該当 29

合計 55

7.7%

23.1%

30.8%

3.8%

7.7%

19.2%

3.8%

3.8%

0% 10% 20% 30% 40%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答



Ⅱ 調査結果
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「保護者と子のみの世帯（２．３．以外）」が 50.9%と最も多く、次いで「同居はし

ていないが、祖父母が近く（市内又は近隣市町）に住んでいる」が 38.2%、「祖父母と

同居している世帯」が 9.1%となっています。

問４ 世帯状況

50.9%

9.1%

38.2%

1.8%

0% 20% 40% 60%

１．保護者と子のみの世帯

（２．３．以外）

２．祖父母と同居している世帯

３．同居はしていないが、祖父母が近く（市内

又は近隣市町）に住んでいる

無回答

項目 度数 構成比

保護者と子のみの世帯（２．３．以外） 28 50.9%

祖父母と同居している世帯 5 9.1%

同居はしていないが、祖父母が近く（市内又は近隣市町）に
住んでいる

21 38.2%

無回答 1 1.8%

回答者数 55 100.0%
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■母親

母親の就労状況は、「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない」が 32.7%と最も多く、次いで「フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」が 29.1%となっています。

また、産休・育休・介護休業中の人は、フルタイム、パート・アルバイト等を合わせ

て 9.1％となっています。

問５ 就労状況

項目 度数 構成比

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 16 29.1%

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 4 7.3%

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 18 32.7%

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 1 1.8%

就労していない 16 29.1%

無回答 0 0.0%

回答者数 55 100.0%

29.1%

7.3%

32.7%

1.8%

27.3%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

就労していない

無回答



Ⅱ 調査結果
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■父親

父親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

が 92.7%と最も多く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」が 3.6%となっています。

項目 度数 構成比

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 51 92.7%

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 0 0.0%

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 2 3.6%

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 0 0.0%

就労していない 1 1.8%

無回答 1 1.8%

回答者数 55 100.0%

92.7%

0.0%

3.6%

0.0%

1.8%

1.8%

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

フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

就労していない

無回答
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※問５（1）「就労している」を選んだ人を集計。

■母親

現在就労している母親の 1 週当たりの就労日数は、「５日」が 56.4%、1 日当たり

の就労時間は、「８時間」が 28.2%と、それぞれ最も高くなっています。

土日の就労日数は、「０日」が 48.7%、「１日」が 33.3％となっています。

（1 週当たりの就労日数）

（１週当たりの土日就労日数）

問５（1）-1 1 週当たりの「就労日数」、「土日就労日数」、1 日当たりの「就労時間」

項目 度数 構成比

１日 0 0.0%

２日 3 7.7%

３日 4 10.3%

４日 7 17.9%

５日 22 56.4%

６日 2 5.1%

７日 0 0.0%

無回答 1 2.6%

回答者数 39 100.0%

非該当 16

合計 55

0.0%

7.7%

10.3%

17.9%

56.4%

5.1%

0.0%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

０日

48.7%

１日

33.3%

２日

10.3%

無回答

7.7%

項目 度数 構成比

０日 19 48.7%

１日 13 33.3%

２日 4 10.3%

無回答 3 7.7%

回答者数 39 100.0%

非該当 16

合計 55

※母・父ともに土日の就労0日が5件あり



Ⅱ 調査結果
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（１日当たりの「就労時間（残業時間を含む））

■父親

現在就労している父親の 1 週当たりの就労日数は、「５日」が 62.3%、1 日当たり

の就労時間は、「８時間」、「10 時間」がともに 24.5%と、それぞれ最も高くなってい

ます。

土日の就労日数は、「１日」が 50.9%、「２日」が 22.6％となっています。

（1 週当たりの就労日数）

項目 度数 構成比

１時間 0 0.0%

２時間 1 2.6%

３時間 1 2.6%

４時間 3 7.7%

５時間 4 10.3%

６時間 5 12.8%

７時間 10 25.6%

８時間 11 28.2%

９時間以上 3 7.7%

無回答 1 2.6%

回答者数 39 100.0%

非該当 16

合計 55

0.0%

2.6%

2.6%

7.7%

10.3%

12.8%

25.6%

28.2%

7.7%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間以上

無回答

項目 度数 構成比

１日 0 0.0%

２日 0 0.0%

３日 0 0.0%

４日 1 1.9%

５日 33 62.3%

６日 18 34.0%

７日 0 0.0%

無回答 1 1.9%

回答者数 53 100.0%

非該当 2

合計 55

0.0%

0.0%

0.0%

1.9%

62.3%

34.0%

0.0%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答



10

（１週当たりの土日就労日数）

（１日当たりの「就労時間（残業時間を含む））

項目 度数 構成比

０日 11 20.8%

１日 27 50.9%

２日 12 22.6%

無回答 3 5.7%

回答者数 53 100.0%

非該当 2

合計 55

※父の土日就労が0で母非就労が3件あり

０日

20.8%

１日

50.9%

２日

22.6%

無回答

5.7%

1.9%

3.8%

1.9%

24.5%

20.8%

24.5%

9.4%

5.7%

3.8%

3.8%

0% 10% 20% 30% 40%

６時間未満

６時間

７時間

８時間

９時間

１０時間

１１時間

１２時間

１３時間以上

無回答

項目 度数 構成比

６時間未満 1 1.9%

６時間 2 3.8%

７時間 1 1.9%

８時間 13 24.5%

９時間 11 20.8%

１０時間 13 24.5%

１１時間 5 9.4%

１２時間 3 5.7%

１３時間以上 2 3.8%

無回答 2 3.8%

回答者数 53 100.0%

非該当 2

合計 55



Ⅱ 調査結果
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※問５（1）「就労している」を選んだ人を集計。

■母親

就労している母親の家を出る時刻は、「８時」が 48.7%、帰宅時刻は、「18 時」が

38.5%と最も高くなっています。

また、家を出てから帰宅するまでの時間は、「9 時間」、「11 時間」がともに 23.1％と最

も高くなっています。

（家を出る時刻）

（帰宅時刻）

問５（1）-2 家を出る時刻

0.0%

28.2%

48.7%

12.8%

7.7%

0.0%

0.0%

2.6%

0.0%

0% 20% 40% 60%

７時前

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時

１３時以降

無回答

項目 度数 構成比

７時前 0 0.0%

７時 11 28.2%

８時 19 48.7%

９時 5 12.8%

１０時 3 7.7%

１１時 0 0.0%

１２時 0 0.0%

１３時以降 1 2.6%

無回答 0 0.0%

回答者数 39 100.0%

非該当 16

合計 55

5.1%

5.1%

7.7%

17.9%

38.5%

20.5%

5.1%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時

２０時

２１時以降

無回答

項目 度数 構成比

１４時 2 5.1%

１５時 2 5.1%

１６時 3 7.7%

１７時 7 17.9%

１８時 15 38.5%

１９時 8 20.5%

２０時 2 5.1%

２１時以降 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 39 100.0%

非該当 16

合計 55
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（家を出てから帰宅までの時間）

■父親

就労している父親の家を出る時刻は、「7 時」が 49.1%、帰宅時刻は、「21 時以降」

が 34.0%と最も高くなっています。

また、家を出てから帰宅するまでの時間は、「14 時間以上」が 30.2％と最も高くなって

います。

（家を出る時刻）

2.6%

7.7%

2.6%

5.1%

2.6%

23.1%

20.5%

23.1%

7.7%

5.1%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

１時間～４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

１０時間

１１時間

１２時間

１３時間以上

無回答

3.8%

17.0%

49.1%

20.8%

7.5%

0.0%

0.0%

1.9%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

６時前

６時

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時

１３時以降

無回答

項目 度数 構成比

６時前 2 3.8%

６時 9 17.0%

７時 26 49.1%

８時 11 20.8%

９時 4 7.5%

１０時 0 0.0%

１１時 0 0.0%

１２時 1 1.9%

１３時以降 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 53 100.0%

非該当 2

合計 55

項目 度数 構成比

１時間～４時間 1 2.6%

５時間 3 7.7%

６時間 1 2.6%

７時間 2 5.1%

８時間 1 2.6%

９時間 9 23.1%

１０時間 8 20.5%

１１時間 9 23.1%

１２時間 3 7.7%

１３時間以上 2 5.1%

無回答 0 0.0%

回答者数 39 100.0%

非該当 16

合計 55



Ⅱ 調査結果
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（帰宅時刻）

（家を出てから帰宅までの時間）

0.0%

1.9%

5.7%

0.0%

20.8%

26.4%

15.1%

30.2%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

７時間以下

８時間

９時間

１０時間

１１時間

１２時間

１３時間

１４時間以上

無回答

0.0%

1.9%

0.0%

0.0%

0.0%

5.7%

17.0%

24.5%

17.0%

34.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１３時前

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時

２０時

２１時以降

無回答

項目 度数 構成比

１３時前 0 0.0%

１３時 1 1.9%

１４時 0 0.0%

１５時 0 0.0%

１６時 0 0.0%

１７時 3 5.7%

１８時 9 17.0%

１９時 13 24.5%

２０時 9 17.0%

２１時以降 18 34.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 53 100.0%

非該当 2

合計 55

項目 度数 構成比

７時間以下 0 0.0%

８時間 1 1.9%

９時間 3 5.7%

１０時間 0 0.0%

１１時間 11 20.8%

１２時間 14 26.4%

１３時間 8 15.1%

１４時間以上 16 30.2%

無回答 0 0.0%

回答者数 53 100.0%

非該当 2

合計 55
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※問 5（1）で、「フルタイム以外」を選んだ人を集計。

■母親

フルタイム以外で就労している母親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイムへの

転換希望はない」が 7 件と最も多く、「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」がともに

6 件となっています。

■父親

フルタイム以外で就労している父親のフルタイムへの転換希望は、「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」が 2 件となっています。

※回答者数が少ないため、表のみ掲載しています。

問６ パート・アルバイトで就労している人の転換希望

6

6

7

0

0 2 4 6 8 10

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

フルタイムへの転換希望はない

無回答

（件）

項目 度数 構成比

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 6 31.6%

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 6 31.6%

フルタイムへの転換希望はない 7 36.8%

無回答 0 0.0%

回答者数 19 100.0%

非該当 36

合計 55

項目 度数 構成比

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 2 100.0%

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 0 0.0%

フルタイムへの転換希望はない 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 2 100.0%

非該当 53

合計 55



Ⅱ 調査結果
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※問５（１）で「就労していない」を選んだ人を集計。

■母親

就労していない母親の就労希望は、「1 年より先、一番小さい子どもが□□歳になっ

た頃に就労したい」、「就労の希望はない」がともに 6 件となっています。

また、就労を希望する時期（一番小さい子どもの年齢）は、「3 歳」が 3 件と多くな

っています。

更に現在就労していない母親の今後希望する就労形態は、「パートタイム」が 3 件、

1 週当たりの勤務日数は、「3 日」が 2 件、「4 日」が 1 件、うち土日の就労希望は、「な

し」が 2 件、「あり」が 1 件、1 日当たりの勤務時間は、「5 時間」～「7 時間」がそ

れぞれ 1 件となっています。

（希望する就労形態） （希望する就労日数）

問７ 就労していない人の就労希望

3

6

6

1

0 2 4 6 8

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい

1年より先、一番小さい子どもが□□歳に

なったころに就労したい

就労の希望はない

無回答

（件）

項目 度数 構成比

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい 3 18.8%

1年より先、一番小さい子どもが 6 37.5%

就労の希望はない 6 37.5%

無回答 1 6.3%

回答者数 16 100.0%

非該当 39

合計 55

項目 度数 構成比

１日 0 0.0%

２日 0 0.0%

３日 2 66.7%

４日 1 33.3%

５日 0 0.0%

６日 0 0.0%

７日 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 3 100.0%

非該当 52

合計 55

項目 度数 構成比

フルタイム 0 0.0%

パートタイム 3 100.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 3 100.0%

非該当 52

合計 55
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（土日の就労希望） （希望する就労時間）

（就労を希望する時期（子どもの年齢）

※回答者数が少ないため、表のみ掲載しています。

■父親

就労していない父親の就労希望は、「すぐにでも、もしくは 1 年以内に就労したい」

が１件となっています。

更に現在就労していない父親の今後希望する就労形態は、「フルタイム （１週５日程

度・１日８時間程度の就労）」が１件、1 週当たりの勤務日数は、「５日」が１件、1 日

当たりの勤務時間は、「7 時間以上」が 1 件となっています。

項目 度数 構成比

０歳 0 0.0%

１歳 0 0.0%

２歳 0 0.0%

３歳 3 50.0%

４歳 2 33.3%

５歳 0 0.0%

６歳 0 0.0%

７歳 1 16.7%

８歳以上 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 6 100.0%

非該当 49

合計 55

項目 度数 構成比

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい 1 100.0%

1年より先、一番小さい子どもが 0 0.0%

就労の希望はない 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 1 100.0%

非該当 54

合計 55

項目 度数 構成比

３時間以内 0 0.0%

４時間 0 0.0%

５時間 1 33.3%

６時間 1 33.3%

７時間 1 33.3%

無回答 0 0.0%

回答者数 3 100.0%

非該当 52

合計 55

項目 度数 構成比

あり 1 33.3%

なし 2 66.7%

無回答 0 0.0%

回答者数 3 100.0%

非該当 52

合計 55
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（希望する就労形態） （希望する就労日数）

（希望する就労時間）

※回答者数が少ないため、表のみ掲載しています。

※土日の就労希望、土日の就労希望は回答がありません。

項目 度数 構成比

1日 0 0.0%

2日 0 0.0%

3日 0 0.0%

4日 0 0.0%

5日 1 100.0%

6日 0 0.0%

7日 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 1 100.0%

非該当 54

合計 55

項目 度数 構成比

3時間以内 0 0.0%

4時間 0 0.0%

5時間 0 0.0%

6時間 0 0.0%

7時間以上 1 100.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 1 100.0%

非該当 54

合計 55

項目 度数 構成比

フルタイム 1 100.0%

パートタイム 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 1 100.0%

非該当 54

合計 55
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問 5（1）で「就労している」を選んだ人を集計。

■土曜日（就労時）

土曜日における教育・保育の利用状況は、「施設へ預けている（サービスを利用して

いる）」が 20.4%に対し、「施設へ預けていない（サービスを利用していない）」が 75.9%

と、施設には預けていないが大きく上回っています。

（1）-1 利用している施設（サービス）（複数回答）

※問 8（1）で「施設へ預けている」を選んだ人を集計。

利用している施設（サービス）は、すべての人が「認可保育所」がと回答しています。

その他、「認可外の保育施設」、「その他の施設」がともに 1 件となっています。

※回答者数が少ないため表のみ掲載しています。

問８ 土曜日・日曜日・祝日における教育・保育事業の利用状況

項目 度数 構成比

施設へ預けている（サービスを利用している） 11 20.4%

施設へ預けていない（サービスを利用していない） 41 75.9%

無回答 2 3.7%

回答者数 54 100.0%

非該当 1

合計 55

項目 度数 構成比

認可保育所 11 100.0%

認可保育所の一時預かり 0 0.0%

認定こども園の一時預かり事業（幼稚園型） 0 0.0%

事業所内保育所 0 0.0%

企業主導型保育所 0 0.0%

ファミリー・サポート・センター 0 0.0%

認可外の保育施設 1 9.1%

ベビーシッター 0 0.0%

その他の施設 1 9.1%

無回答 0 0.0%

回答者数 11

非該当 44

合計 55

全回答数 13

施設へ預けている

（サービスを利用して

いる）

20.4%

施設へ預けていない

（サービスを利用して

いない）

75.9%

無回答

3.7%
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■日曜日・祝日（就労時）

日曜日・祝日における教育・保育の利用状況は、「施設へ預けていない（サービスを

利用していない）」が 1 件となっています。

※回答者数が少ないため、表のみ掲載しています。

（２）-1 利用している施設（サービス）（複数回答）

※問 8（2）で「施設へ預けている」を選んだ人を集計。

利用している施設（サービス）は、「事業所内保育所」が１件となっています。

※回答者数が少ないため、表のみ掲載しています。

項目 度数 構成比

事業所内保育所 1 100.0%

企業主導型保育所 0 0.0%

ファミリー・サポート・センター 0 0.0%

認可外の保育施設 0 0.0%

ベビーシッター 0 0.0%

その他の施設 0 0.0%

無回答 0 0.0%

回答者数 1

非該当 54

合計 55

全回答数 1

項目 度数 構成比

施設へ預けている（サービスを利用している） 1 1.9%

施設へ預けていない（サービスを利用していない） 43 79.6%

無回答 10 18.5%

回答者数 54 100.0%

非該当 1

合計 55
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※問 8（1）又は（2）で「預けていない」を選んだ人を集計。

土曜日、日曜日等に教育・保育事業を利用していない理由は、「土曜日・日曜日は、

母または父が在宅しているため子どもを預かってもらう必要がない」が 77.6%と最も

多く、次いで「土曜日・日曜日は、子どもを預けることができる親族や知人等がいる」

が 14.3%となっています。

問９ 教育・保育事業を利用していない理由（複数回答）

項目 度数 構成比

土曜日・日曜日は、母または父が在宅しているため子どもを預かってもらう必要がない 38 77.6%

土曜日・日曜日は、子どもを預けることができる親族や知人等がいる 7 14.3%

家庭の状況（就労時間や施設の場所等）に合う施設がない 4 8.2%

利用料が高い、負担が大きい 3 6.1%

既存の施設では、保育の質や環境に不安がある 1 2.0%

その他 6 12.2%

無回答 1 2.0%

回答者数 49

非該当 6

合計 55

全回答数 60

77.6%

14.3%

8.2%

6.1%

2.0%

12.2%

2.0%

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

土曜日・日曜日は、母または父が在宅しているため
子どもを預かってもらう必要がない

土曜日・日曜日は、子どもを預けることができる
親族や知人等がいる

家庭の状況（就労時間や施設の場所等）に合う
施設がない

利用料が高い、負担が大きい

既存の施設では、保育の質や環境に不安がある

その他

無回答
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土曜日・日曜日等の教育・保育の充実のため、希望すること「既存の施設での土曜日・

日曜日等の保育を行ってほしい」が 43.6%と最も多く、次いで「保育料等の利用に係

る負担を軽減してほしい」が 38.2%となっています。

問 10 土曜日・日曜日等の教育・保育の充実のため、希望すること（複数回答）

項目 度数 構成比

保育所等の預けられる施設を増やしてほしい 14 25.5%

保育料等の利用に係る負担を軽減してほしい 21 38.2%

既存の施設での土曜日・日曜日等の保育を行ってほしい 24 43.6%

勤務先での保育施設を設置してほしい 7 12.7%

その他 6 10.9%

無回答 15 27.3%

回答者数 55

全回答数 72

25.5%

38.2%

43.6%

12.7%

10.9%

27.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

保育所等の預けられる施設を増やしてほしい

保育料等の利用に係る負担を軽減してほしい

既存の施設での土曜日・日曜日等の保育を行ってほしい

勤務先での保育施設を設置してほしい

その他

無回答
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住まいの地域における子育て環境や支援への満足度は、「満足度 1(8.5％)」、「満足度

2(27.7%)」の合計が 36.2%に対し、「満足度 4(12.8%)」、「満足度 5(2.1%)」の合

計 14.9%となっています。

※満足度１(低い) ⇔ 満足度 5(高い)

※無回答を除いています。

問 11 川越市における子育ての環境や支援への満足度

項目 度数 構成比

満足度１ 4 8.5%

満足度２ 13 27.7%

満足度３ 23 48.9%

満足度４ 6 12.8%

満足度５ 1 2.1%

回答者数 47 100.0%

8.5% 27.7% 48.9% 12.8% 2.1%

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

満足度１ 満足度２ 満足度３ 満足度４ 満足度５



Ⅱ 調査結果

23


