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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

本調査は、「第３期南知多町子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり、確保を図るべき

教育・保育・子育て支援の量の見込みの算出や質の状況を把握することを目的として実施した

ものです。 

 

２ 調査対象 

調査の種類 調査対象者 

就学前保護者 小学校就学前のお子さんを持つ全世帯 

小学生保護者 小学生のお子さんを持つ全世帯 

 

３ 調査期間 

令和５年 12 月 18 日～令和６年１月 10 日 

 

４ 調査方法 

調査の種類 配布方法 回収方法 

未就園児保護者 郵送 郵送 

在園児・小学生保護者 施設内配付 施設内回収 

 

５ 回収状況 

  配布数 有効回答数 有効回答率 

就学前保護者 390 通 271 通 69.5％ 

小学生保護者 600 通 464 通 77.3％ 
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６ 調査結果の表示方法 

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

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

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

方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

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

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

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

成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。また、クロス集計において回

答者数が１桁の場合は、コメントを差し控えています。 

・設問では「宛名のお子さん」という表現にしていますが、ここでの表記は「お子さん」に

統一しています。  
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Ⅱ 調査結果 

１ 就学前保護者 

（１）お住まいの地域について 

問１ お住まいの地区はどちらですか。（あてはまる番号１つに○）  

「内海・山海地区」の割合が 33.2％と最も高

く、次いで「篠島地区」の割合が 19.6％、「豊

浜・豊丘地区」の割合が 18.8％となっています。 

前回調査と比較して、「篠島地区」の割合が増

加しています。一方、「日間賀島地区」の割合が

減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

内海・山海地区

豊浜・豊丘地区

大井・片名・師崎地区

篠島地区

日間賀島地区

無回答

33.2

18.8

17.7

19.6

10.3

0.4

29.1

23.3

18.0

13.3

16.1

0.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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（２）お子さんとご家族の状況について 

問２ お子さんの年齢  

「５歳」の割合が 20.7％と最も高く、次いで

「３歳」の割合が 18.5％、「４歳」の割合が

16.6％となっています。 

前回調査と比較して、「０歳」の割合が増加し

ています。一方、「４歳」の割合が減少していま

す。 

 
 
 
 
 
 

問３ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答え

ください。 （あてはまる番号１つに○） 

「母親」の割合が 91.1％、「父親」の割合が

7.7％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 

問４ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。 

（あてはまる番号１つに○） 

「配偶者がいる」の割合が93.7％、「配偶者は

いない」の割合が 5.9％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
  

％

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

93.7

5.9

0.4

91.4

7.8

0.8

0 20 40 60 80 100

％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

15.9

9.6

12.2

18.5

16.6

20.7

6.6

9.4

6.1

10.2

22.4

23.5

25.2

3.0

0 20 40 60 80 100

％

母親

父親

その他

無回答

91.1

7.7

0.4

0.7

95.6

3.6

0.6

0.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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問５ お子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。 

お子さんからみた関係でお答えください。（あてはまる番号１つに○）  

「父母ともに」の割合が 62.4％と最も高く、

次いで「主に母親」の割合が 34.7％となってい

ます。 

前回調査と比較して、「父母ともに」の割合が

増加しています。一方、「主に母親」の割合が減

少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

62.4

34.7

0.0

1.1

0.0

1.8

52.1

43.8

1.4

1.7

0.6

0.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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（３）子どもの育ちをめぐる環境について 

問６ お子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）で

すか。お子さんからみた関係でお答えください。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「父母ともに」の割合が 72.0％と最も高く、

次いで「保育所」の割合が55.4％、「祖父母」の

割合が 43.5％となっています。 

前回調査と比較して、「父母ともに」の割合が

増加しています。一方、「祖父母」「保育所」の

割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

問７ お子さんの子育て（教育を含む）にもっとも影響を与えると思う環境は何です

か。（あてはまる番号すべてに○）  

「家庭」の割合が 94.5％と最も高く、次いで

「保育所」の割合が 66.1％、「地域」の割合が

29.5％となっています。 

前回調査と比較して、「保育所」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

無回答

72.0

23.2

0.7

43.5

0.7

55.4

0.0

2.2

0.7

24.7

24.7

1.7

54.6

1.1

64.8

1.1

6.4

0.0

0 20 40 60 80 100

％

家庭

地域

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

無回答

94.5

29.5

1.5

66.1

0.4

1.5

0.4

92.0

30.7

3.3

74.8

1.1

2.2

0.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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問８ 日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」

の割合が 57.2％と最も高く、次いで「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」の割合が49.1％、「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」

の割合が 13.7％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 

問８- １ 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えくださ

い。（あてはまる番号すべてに○） 

「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」の割合が 65.0％と最も高く、

次いで「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」の割合が 17.7％、

「祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配で

ある」の割合が 14.6％となっています。 

前回調査と比較して、「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」の割合

が増加しています。一方、「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」の割

合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

57.2

49.1

7.4

13.7

3.7

1.1

54.0

50.1

3.9

11.9

5.8

2.8

0 20 40 60 80 100

％

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

65.0

14.6

17.7

13.8

7.9

3.5

1.2

53.9

16.4

20.7

22.6

9.0

2.8

0.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 254）

平成30年度調査

（回答者数 = 323）
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問８- ２ 友人・知人にみてもらっている状況についてお答えください。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「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」の割合が 58.7％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」の割合が21.7％、「友人・

知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配

である」の割合が 13.0％となっています。 

前回調査と比較して、「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」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

問９ お子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。 

また、相談できる場所はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

「いる／ある」の割合が94.8％、「いない／な

い」の割合が 4.1％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

いる／ある

いない／ない

無回答

94.8

4.1

1.1

93.6

3.0

3.3

0 20 40 60 80 100

％

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

58.7

2.2

13.0

21.7

6.5

4.3

8.7

58.0

4.0

12.0

30.0

4.0

8.0

2.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 46）

平成30年度調査

（回答者数 = 50）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）



9 

問９- １ お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（ど

こ）ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「友人や知人」の割合が 85.6％と最も高く、

次いで「祖父母等の親族」の割合が82.1％、「保

育士」の割合が 26.1％となっています。 

前回調査と比較して、「保育士」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（子育て支
援センター等）・NPO

保健所・保健センター

保育士

教職員（幼稚園または学
校）

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

82.1

85.6

8.2

10.1

12.8

26.1

3.1

0.0

10.1

0.8

1.9

0.4

80.8

82.5

10.1

6.2

12.1

34.9

3.3

1.2

9.2

1.5

3.8

0.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 257）

平成30年度調査

（回答者数 = 338）
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（４）お子さんの保護者の就労状況について 

問 10 お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいま

す。（あてはまる番号１つに○）  

母親 

「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」の割合が 45.9％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）で就労しており、産休・育休・介

護休業中ではない」の割合が21.5％、「以前は就

労していたが、現在は就労していない」の割合

が 19.6％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 10- 1 １週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」を

お答えください。 

１週当たり就労日数  

「５日」の割合が 50.7％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 18.5％、「３日」の割合が

11.2％となっています。 

前回調査と比較して、「６日以上」の割合が減

少しています。 

 
 
 
  

％

１日以下

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.0

2.4

11.2

18.5

50.7

3.4

13.7

0.4

1.1

9.3

19.3

50.0

10.7

9.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 270）

平成30年度調査

（回答者数 = 356）

令和５年度調査

（回答者数 = 205）

平成30年度調査

（回答者数 = 280）

％

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（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

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

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

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

21.5

5.2

45.9

3.3

19.6

1.9

2.6

24.2

3.1

49.7

1.7

19.1

0.6

1.7

0 20 40 60 80 100
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１日当たり就労時間  

「５時間～６時間未満」の割合が 20.0％と最

も高く、次いで「８時間～９時間未満」の割合

が 19.0％、「６時間～７時間未満」の割合が

15.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 10- 2 フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

「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」の割合が 57.1％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」の割合が

21.1％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

2.4

11.7

20.0

15.6

13.7

19.0

2.4

0.5

0.5

1.0

13.2

3.9

11.8

19.6

16.8

13.2

18.2

2.5

2.1

0.4

1.4

10.0

0 20 40 60 80 100

％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）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

3.0

21.1

57.1

3.8

15.0

3.3

24.6

59.6

4.4

8.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 205）

平成30年度調査

（回答者数 = 280）

令和５年度調査

（回答者数 = 133）

平成30年度調査

（回答者数 = 183）
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別にみると、０歳で「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」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

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 

全  体 133 3.0 21.1 57.1 3.8 15.0 

０歳 13 － 15.4 84.6 － －

１歳 11 9.1 9.1 72.7 － 9.1 

２歳 20 － 35.0 50.0 － 15.0 

３歳 25 － 12.0 44.0 8.0 36.0 

４歳 25 － 24.0 60.0 4.0 12.0 

５歳 34 5.9 23.5 52.9 5.9 11.8 

 
 

問 10- ３ 就労したいという希望はありますか。 

（あてはまる番号・記号それぞれ１つに○）該当する（ ）内に数字をご記入くだ

さい。 

「１年より先、一番下の子どもが何歳になっ

たころに就労したい」の割合が 65.5％と最も高

く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい」の割合が 20.7％、「子育てや家事な

どに専念したい（就労の予定はない）」の割合が

13.8％となっています。 

前回調査と比較して、「１年より先、一番下の

子どもが何歳になったころに就労したい」の割

合が増加しています。 

 
  

％

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
もが何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

13.8

65.5

20.7

0.0

15.7

57.1

24.3

2.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 58）

平成30年度調査

（回答者数 = 70）
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就労希望時の末子の年齢  

「０歳～３歳」の割合が 76.3％と最も高く、

次いで「４歳～５歳」の割合が 18.4％となって

います。 

前回調査と比較して、「４歳～５歳」の割合が

増加しています。一方、「６歳～８歳」の割合が

減少しています。 

 
 
希望する就労形態  

有効回答がありませんでした。 

 
 
１週当たり希望就労日数  

「５日」の割合が 50.0％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 30.0％、「３日」の割合が

20.0％となっています。 

前回調査と比較して、「５日」の割合が増加し

ています。一方、「２日」「３日」「４日」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
１日あたり希望就労時間  

「６時間～７時間未満」の割合が 70.0％と最

も高く、次いで「５時間～６時間未満」の割合

が 20.0％、「４時間～５時間未満」の割合が

10.0％となっています。 

前回調査と比較して、「６時間～７時間未満」

の割合が増加しています。一方、「４時間未満」

「５時間～６時間未満」「７時間～８時間未満」

の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
  

％

０歳～３歳

４歳～５歳

６歳～８歳

９歳～11歳

12歳以上

無回答

76.3

18.4

5.3

0.0

0.0

0.0

72.5

10.0

15.0

0.0

0.0

2.5

0 20 40 60 80 100

％

１日以下

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.0

0.0

20.0

30.0

50.0

0.0

0.0

0.0

7.7

30.8

38.5

23.1

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.0

10.0

20.0

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

7.7

46.2

23.1

15.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 38）

平成30年度調査

（回答者数 = 40）

令和５年度調査

（回答者数 = 10）

平成30年度調査

（回答者数 = 13）

令和５年度調査

（回答者数 = 10）

平成30年度調査

（回答者数 = 13）
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問 11 お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいま

す。（あてはまる番号１つに○）  

父親 

「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」の割合が 91.4％と最も高くなってい

ます。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

91.4

0.8

2.3

0.0

0.8

0.0

4.7

88.8

0.0

2.7

0.3

0.9

0.0

7.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 257）

平成30年度調査

（回答者数 = 339）
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問 11- 1 １週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」を

お答えください。 

１週当たり就労日数  

「５日」の割合が 46.1％と最も高く、次いで

「６日以上」の割合が 32.9％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
１日当たり就労時間  

「８時間～９時間未満」の割合が 30.9％と最

も高く、次いで「10 時間～11 時間未満」の割合

が 23.9％、「12 時間以上」の割合が 19.3％とな

っています。 

前回調査と比較して、「10 時間～11 時間未満」

の割合が増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日以下

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.0

3.7

7.0

8.6

46.1

32.9

1.6

0.3

0.6

6.1

5.1

47.3

37.0

3.5

0 20 40 60 80 100

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.0

0.0

0.4

0.4

3.7

30.9

14.0

23.9

5.3

19.3

2.1

0.3

0.3

1.3

1.0

3.2

35.4

18.0

16.4

3.5

16.7

3.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 243）

平成30年度調査

（回答者数 = 311）

令和５年度調査

（回答者数 = 243）

平成30年度調査

（回答者数 = 311）
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別にみると、０歳で「12 時間以上」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

４
時
間
未
満 

４
時
間
〜
５
時
間
未
満 

５
時
間
〜
６
時
間
未
満 

６
時
間
〜
７
時
間
未
満 

７
時
間
〜
８
時
間
未
満 

８
時
間
〜
９
時
間
未
満 

９
時
間
〜
10
時
間
未
満 

10
時
間
〜
11
時
間
未
満 

11
時
間
〜
12
時
間
未
満 

12
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 243 － － 0.4 0.4 3.7 30.9 14.0 23.9 5.3 19.3 2.1 

０歳 38 － － － － － 21.1 10.5 23.7 7.9 36.8 －

１歳 25 － － － － 8.0 32.0 16.0 20.0 4.0 16.0 4.0 

２歳 31 － － － － 3.2 38.7 9.7 25.8 3.2 19.4 －

３歳 44 － － 2.3 2.3 4.5 22.7 11.4 20.5 9.1 27.3 －

４歳 41 － － － － 4.9 43.9 14.6 14.6 4.9 14.6 2.4 

５歳 48 － － － － 2.1 31.3 10.4 37.5 4.2 8.3 6.3 

 
 
【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、以前は就労していたが、現在は就労していないで「９時間～10

時間未満」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

４
時
間
未
満 

４
時
間
〜
５
時
間
未
満 

５
時
間
〜
６
時
間
未
満 

６
時
間
〜
７
時
間
未
満 

７
時
間
〜
８
時
間
未
満 

８
時
間
〜
９
時
間
未
満 

９
時
間
〜
10
時
間
未
満 

10
時
間
〜
11
時
間
未
満

11
時
間
〜
12
時
間
未
満

12
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 242 － － 0.4 0.4 3.7 31.0 13.6 24.0 5.4 19.4 2.1 

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

45 － － － 2.2 4.4 28.9 17.8 24.4 6.7 15.6 －

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、産休・育休・介護休業中である 

14 － － － － 7.1 21.4 14.3 35.7 － 21.4 －

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

116 － － 0.9 － 5.2 37.9 8.6 23.3 2.6 18.1 3.4 

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 

8 － － － － － 25.0 － － － 75.0 －

以前は就労していたが、現在は就労
していない 

49 － － － － － 22.4 26.5 16.3 14.3 18.4 2.0 

これまで就労したことがない 5 － － － － － 20.0 － 80.0 － － －
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問 11- ２ フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

「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」が１件の

みとなっています。 

前回調査と比較して、「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」の割合が増加しています。一方、「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」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 

問 11- ３ 就労したいという希望はありますか。 

（あてはまる番号・記号それぞれ１つに○）該当する（ ）内に数字をご記入くだ

さい。 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労した

い」が２件のみとなっています。 

前回調査と比較して、「すぐにでも、もしくは

１年以内に就労したい」の割合が増加していま

す。一方、今回「子育てや家事などに専念した

い（就労の予定はない）」と回答した人はありま

せんでした。 

 
 
就労希望時の末子の年齢  

有効回答がありませんでした。 

 
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１件のみ、「パートタイム、アル

バイト等（「フルタイム」以外）」は０件となっ

ています。 

前回調査と比較して、「フルタイム（１週５日

程度・１日８時間程度の就労）」の割合が増加し

ています。  

回答者数 = 2 ％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）

パートタイム、アルバイト
等（「フルタイム」以外）

無回答

50.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100

％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）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

0.0

0.0

0.0

16.7

83.3

0.0

20.0

70.0

0.0

10.0

0 20 40 60 80 100

％

子育てや家事などに専念し
たい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子ど
もが何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

0.0

0.0

100.0

0.0

66.7

0.0

33.3

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 6）

平成30年度調査

（回答者数 = 10）

令和５年度調査

（回答者数 = 2）

平成30年度調査

（回答者数 = 3）
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１週当たり就労日数  

有効回答がありませんでした。 

 
 
１日当たり就労時間  

有効回答がありませんでした。 
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（５）お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

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

れていますか。（あてはまる番号１つに○） 

「利用している」の割合が72.7％、「利用して

いない」の割合が 26.6％となっています。 

前回調査と比較して、「利用していない」の割

合が増加しています。一方、「利用している」の

割合が減少しています。 

 
 

問 12- １ お子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

年間を通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。  

「保育所」の割合が 99.0％と最も高くなって

います。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

利用している

利用していない

無回答

72.7

26.6

0.7

82.8

16.9

0.3

0 20 40 60 80 100

％

保育所

認定こども園

幼稚園

幼稚園の預かり保育

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施
設

その他認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

99.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

95.3

1.3

0.7

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

1.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別にみると、大きな差はみられません。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保

育 小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・
認

定
保
育
施
設 

そ
の
他
認
可
外
の
保

育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 197 99.0 － － － － － － － － － － 0.5 0.5 

０歳 3 100.0 － － － － － － － － － － － －

１歳 10 100.0 － － － － － － － － － － － －

２歳 24 95.8 － － － － － － － － － － 4.2 －

３歳 49 100.0 － － － － － － － － － － － －

４歳 45 100.0 － － － － － － － － － － － －

５歳 56 100.0 － － － － － － － － － － － －

 
 
 

問 12- 2 平日に定期的に利用している教育・保育事業について、どのくらい利用して

いますか。また、希望としてはどのくらい利用したいですか。 

１週当たり利用日数  

現在の利用日数は、「５日以上」の割合が 92.9％と最も高くなっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられません。 

希望の利用日数は、「５日以上」の割合が 55.3％と最も高くなっています。 

前回調査と比較して、「５日以上」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

0.5

0.5

0.5

0.5

92.9

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

94.3

5.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）

【現在】 

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

0.5

0.0

0.5

0.0

55.3

43.7

0.0

0.0

0.0

0.0

60.5

39.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）

【希望】 
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１日当たり利用時間  

現在の利用時間は、「７時間～８時間未満」の割合が 26.9％と最も高く、次いで「６時間～７

時間未満」の割合が 22.3％、「８時間～９時間未満」の割合が 20.3％となっています。 

前回調査と比較して、「６時間～７時間未満」の割合が増加しています。一方、「７時間～８

時間未満」「８時間～９時間未満」の割合が減少しています。 

希望の利用時間は、「８時間～９時間未満」の割合が 19.8％と最も高く、次いで「７時間～８

時間未満」の割合が 13.2％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.5

0.0

0.0

22.3

26.9

20.3

11.7

6.6

0.5

0.0

11.2

0.7

0.7

0.0

14.4

35.5

30.1

6.7

5.0

0.3

0.0

6.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.0

0.0

0.0

8.6

13.2

19.8

7.1

3.6

0.0

0.5

47.2

0.0

0.0

0.0

5.7

14.0

22.7

7.7

7.7

0.3

0.0

41.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）

【現在】 【希望】 
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利用開始時刻  

現在の利用開始時刻は、「８時台」の割合が 46.2％と最も高く、次いで「９時台」の割合が

42.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられません。 

希望の利用開始時刻は、「８時台」「９時台」の割合がそれぞれ 24.9％と最も高くなっていま

す。 

前回調査と比較して、「９時台」の割合が増加しています。一方、「８時台」の割合が減少し

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

1.0

1.0

46.2

42.6

0.5

0.5

8.1

0.7

3.0

46.2

43.1

0.3

0.3

6.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.5

3.6

24.9

24.9

0.0

0.0

46.2

0.7

4.0

32.8

19.7

0.0

0.3

42.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）

【現在】 【希望】 
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利用終了時刻  

現在の利用終了時刻は、「16 時台」の割合が 39.6％と最も高く、次いで「15 時台」の割合が

30.5％、「17 時台」の割合が 12.2％となっています。 

前回調査と比較して、「15 時台」の割合が増加しています。一方、「16 時台」の割合が減少し

ています。 

希望の利用終了時刻は、「16 時台」の割合が 22.8％と最も高く、次いで「17 時台」の割合が

15.2％、「15 時台」の割合が 11.2％となっています。 

前回調査と比較して、「16 時台」「18 時台」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

3.0

0.0

0.5

0.0

30.5

39.6

12.2

6.6

0.0

0.0

7.6

0.3

0.0

1.0

0.0

24.7

53.5

8.7

4.7

0.7

0.0

6.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

1.5

0.0

0.0

0.0

11.2

22.8

15.2

3.0

0.5

0.0

45.7

0.3

0.0

0.0

0.0

8.4

28.1

12.0

8.4

0.3

0.0

42.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）

【現在】 【希望】 
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問 12- ３ 利用していない理由は何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○）「８．子どもがまだ小さいため」に○をつけた場合

は、年齢をご記入ください。 

「子どもがまだ小さいため（何歳くらいにな

ったら利用しようと考えている）」の割合が

63.9％と最も高く、次いで「（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

いなどの理由で）利用する必要がない」の割合

が 48.6％となっています。 

前回調査と比較して、「（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

などの理由で）利用する必要がない」の割合が

増加しています。一方、「利用したいが、教育・

保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」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育・保育事業を利用したいときの年齢  

「３歳」の割合が 45.7％と最も高く、次いで

「２歳」の割合が 32.6％となっています。 

前回調査と比較して、「２歳」の割合が増加し

ています。一方、「３歳」「４歳以上」の割合が

減少しています。 

 
 
 
 
  

％

（子どもの教育や発達のた
め、子どもの母親か父親が
就労していないなどの理由
で）利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人
がみている

近所の人や父母の友人・知
人がみている

利用したいが、教育・保育
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

利用したいが、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
（何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

48.6

8.3

0.0

2.8

1.4

1.4

1.4

63.9

0.0

2.8

29.5

4.9

0.0

8.2

6.6

0.0

0.0

67.2

14.8

0.0

0 20 40 60 80 100

％

１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳以上

無回答

0.0

8.7

32.6

45.7

6.5

6.5

0.0

12.2

9.8

56.1

12.2

9.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 72）

平成30年度調査

（回答者数 = 61）

令和５年度調査

（回答者数 = 46）

平成30年度調査

（回答者数 = 41）
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問 13 現在、利用している、利用していないにかかわらず、お子さんの平日の教育・保

育の事業として、「定期的」に利用したいと考える事業はどれですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「保育所」の割合が 93.7％と最も高くなって

います。 

前回調査と比較して、「ファミリー・サポー

ト・センター」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別にみると、大きな差はみられません。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育

施
設 

そ
の
他
認
可
外
の
保
育
施
設

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 271 93.7 8.5 8.1 3.7 2.2 1.1 2.6 1.1 0.7 2.6 3.3 3.7 1.8 

０歳 43 88.4 4.7 16.3 7.0 2.3 2.3 2.3 4.7 － 4.7 7.0 2.3 －

１歳 26 88.5 19.2 11.5 7.7 － － 3.8 3.8 － 7.7 － 3.8 3.8 

２歳 33 93.9 3.0 6.1 － － － － － － － 3.0 6.1 3.0 

３歳 50 96.0 6.0 4.0 2.0 6.0 4.0 4.0 － 4.0 2.0 － － －

４歳 45 97.8 6.7 6.7 2.2 － － － － － 2.2 6.7 4.4 －

５歳 56 98.2 12.5 8.9 3.6 1.8 － 5.4 － － 1.8 1.8 5.4 1.8 

 
  

％

保育所

認定こども園

幼稚園

幼稚園の預かり保育

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施
設

その他認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

93.7

8.5

8.1

3.7

2.2

1.1

2.6

1.1

0.7

2.6

3.3

3.7

1.8

92.2

10.2

5.8

4.2

5.3

3.3

3.9

0.8

0.8

2.8

8.3

1.4

3.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設 

そ
の
他
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 270 93.7 8.5 8.1 3.7 2.2 1.1 2.6 1.1 0.7 2.6 3.3 3.7 1.9 

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 

58 94.8 8.6 6.9 1.7 － － 3.4 － － － 8.6 6.9 1.7 

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 

14 85.7 7.1 21.4 7.1 － － － － － － － 7.1 －

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 

124 95.2 7.3 5.6 0.8 3.2 1.6 1.6 － 1.6 2.4 1.6 3.2 3.2 

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 

9 77.8 11.1 33.3 － － － － 11.1 － 11.1 － － －

以前は就労していた
が、現在は就労してい
ない 

53 92.5 13.2 9.4 13.2 3.8 1.9 3.8 3.8 － 5.7 3.8 － －

これまで就労したこと
がない 

5 100.0 － － － － － － － － － － － －

 
 

問 13- １ 特に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を

強く希望しますか。（あてはまる番号１つに○） 

「はい」の割合が57.7％、「いいえ」の割合が

38.5％となっています。 

前回調査と比較して、「はい」の割合が増加し

ています。  

％

はい

いいえ

無回答

57.7

38.5

3.8

51.9

44.4

3.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 26）

平成30年度調査

（回答者数 = 27）
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（６）お子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について 

問 14 お子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談

をしたり、情報提供を受けたりする場で、本町は「子育て支援センター」を設置し

ています。）を利用していますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

※おおよその利用回数（頻度）をご記入ください。 

「利用していない」の割合が 80.1％と最も高

く、次いで「地域子育て支援拠点事業」の割合

が 16.2％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
地域子育て支援拠点事業 １週当たり利用回数  

「１回」の割合が 18.2％と最も高くなってい

ます。 

前回調査と比較して、「１回」の割合が増加し

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
地域子育て支援拠点事業 １ヶ月当たり利用回数  

「１回」の割合が 43.2％と最も高く、次いで

「４回」の割合が 11.4％となっています。 

前回調査と比較して、「４回」の割合が増加し

ています。 

 
 
 
 
 
  

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

18.2

9.1

6.8

0.0

0.0

0.0

0.0

65.9

9.1

4.5

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

77.3

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

16.2

3.0

80.1

3.3

12.2

2.5

82.5

3.9

0 20 40 60 80 100

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

43.2

9.1

6.8

11.4

2.3

2.3

2.3

22.7

47.7

9.1

11.4

4.5

2.3

2.3

2.3

20.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 44）

平成30年度調査

（回答者数 = 44）

令和５年度調査

（回答者数 = 44）

平成30年度調査

（回答者数 = 44）
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その他当該自治体で実施している類似の事業 １週当たり利用回数  

「１回」が２件となっています。 

前回調査と比較して、「１回」の割合が増加し

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他当該自治体で実施している類似の事業 １ヶ月当たり利用回数  

「１回」が４件となっています。「２回」が２

件、「３回」が１件のみとなっています。 

前回調査と比較して、「２回」の割合が増加し

ています。一方、「１回」「４回」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

問 15 問 14 のような地域子育て支援拠点事業について、今は利用していないができれ

ば利用したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「新たに利用したり、利用日数を増やしたい

とは思わない」の割合が 63.8％と最も高く、次

いで「利用していないが、今後利用したい」の

割合が 19.2％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
  

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

75.0

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

88.9

0 20 40 60 80 100

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

50.0

25.0

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

55.6

11.1

11.1

11.1

0.0

0.0

0.0

11.1

0 20 40 60 80 100

％

利用していないが、今後利
用したい

すでに利用しているが、今
後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日
数を増やしたいとは思わな
い

無回答

19.2

6.3

63.8

10.7

19.9

5.8

65.1

9.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 8）

平成30年度調査

（回答者数 = 9）

令和５年度調査

（回答者数 = 8）

平成30年度調査

（回答者数 = 9）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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利用していないが、今後利用したい 週当たり利用回数  

「１回」の割合が 13.5％と最も高くなってい

ます。 

前回調査と比較して、「５回」の割合が減少し

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
利用していないが、今後利用したい １ヶ月当たり利用回数  

「１回」の割合が 32.7％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 15.4％となっています。 

前回調査と比較して、「２回」の割合が増加し

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい １週当たり利用回数  

「１回」の割合が 41.2％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 17.6％となっています。 

前回調査と比較して、「１回」「２回」の割合

が増加しています。 

 
 
 
 
 
 
  

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

32.7

15.4

3.8

1.9

1.9

0.0

1.9

42.3

34.7

8.3

4.2

4.2

1.4

2.8

2.8

41.7

0 20 40 60 80 100

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

41.2

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

41.2

28.6

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

0.0

47.6

0 20 40 60 80 100

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

13.5

1.9

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

78.8

18.1

4.2

5.6

2.8

9.7

0.0

0.0

59.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 52）

平成30年度調査

（回答者数 = 72）

令和５年度調査

（回答者数 = 52）

平成30年度調査

（回答者数 = 72）

令和５年度調査

（回答者数 = 17）

平成30年度調査

（回答者数 = 21）



30 

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい １ヶ月当たり利用回数  

「２回」「６回～10 回」の割合がそれぞれ

17.6％と最も高く、次いで「３回」「４回」の割

合がそれぞれ 11.8％となっています。 

前回調査と比較して、「１回」「４回」「６回～

10回」の割合が増加しています。一方、「５回」

の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 

問 16 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利

用したいと思うものをお答えください。 

※①～⑦の事業ごと、「Ａ 知っている」「Ｂ これまでに利用したことがある」「Ｃ 

今後利用したい」のそれぞれに「はい」「いいえ」のいずれかに○をつけてくださ

い。 

※事業によっては、お住まいの地域で実施されていないものもあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 知っている  

①マタニティセミナー・育児講座 

「はい」の割合が72.0％、「いいえ」の割合が

24.4％となっています。 

前回調査と比較して、「はい」の割合が減少し

ています。 

 
 
  

％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

5.9

17.6

11.8

11.8

0.0

17.6

0.0

35.3

0.0

14.3

14.3

4.8

9.5

0.0

0.0

57.1

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

72.0

24.4

3.7

79.5

16.1

4.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 17）

平成30年度調査

（回答者数 = 21）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

 

Ａ 

知っている 

Ｂ 

これまでに利用

したことがある 

Ｃ 

今後利用したい

①マタニティセミナー・育児講座 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ

②保健センターの情報・相談事業 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ

③家庭教育に関する学級・講座 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ

④教育相談センター・教育相談室 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ

⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ

⑥子育ての総合相談窓口 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ

⑦自治体発行の子育て支援情報誌 １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ １．はい ２．いいえ
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②保健センターの情報・相談事業  

「はい」の割合が80.1％、「いいえ」の割合が

16.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

③家庭教育に関する学級・講座  

「はい」の割合が21.8％、「いいえ」の割合が

74.2％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

④教育相談センター・教育相談室  

「はい」の割合が32.1％、「いいえ」の割合が

63.5％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放  

「はい」の割合が74.9％、「いいえ」の割合が

21.0％となっています。 

前回調査と比較して、「はい」の割合が減少し

ています。 

 
 
 
⑥子育ての総合相談窓口  

「はい」の割合が52.4％、「いいえ」の割合が

43.5％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 

  

％

はい

いいえ

無回答

80.1

16.6

3.3

79.5

16.1

4.4

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

21.8

74.2

4.1

19.4

74.5

6.1

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

32.1

63.5

4.4

32.4

61.8

5.8

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

74.9

21.0

4.1

81.7

14.7

3.6

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

52.4

43.5

4.1

49.9

45.7

4.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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⑦自治体発行の子育て支援情報誌  

「はい」の割合が31.4％、「いいえ」の割合が

64.9％となっています。 

前回調査と比較して、「はい」の割合が増加し

ています。 

 
 
 
 
Ｂ これまでに利用したことがある 

①マタニティセミナー・育児講座  

「はい」の割合が36.5％、「いいえ」の割合が

54.2％となっています。 

前回調査と比較して、「はい」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

②保健センターの情報・相談事業  

「はい」の割合が43.2％、「いいえ」の割合が

46.9％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

③家庭教育に関する学級・講座  

「はい」の割合が 3.3％、「いいえ」の割合が

84.5％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
  

％

はい

いいえ

無回答

31.4

64.9

3.7

24.1

70.9

5.0

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

36.5

54.2

9.2

41.8

48.2

10.0

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

43.2

46.9

10.0

41.3

47.6

11.1

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

3.3

84.5

12.2

3.3

83.4

13.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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④教育相談センター・教育相談室  

「はい」の割合が 3.7％、「いいえ」の割合が

82.7％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放  

「はい」の割合が30.3％、「いいえ」の割合が

59.0％となっています。 

前回調査と比較して、「はい」の割合が減少し

ています。 

 
 
 
 
⑥子育ての総合相談窓口  

「はい」の割合が11.1％、「いいえ」の割合が

78.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 

 

 

⑦自治体発行の子育て支援情報誌  

「はい」の割合が11.1％、「いいえ」の割合が

78.2％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

  

％

はい

いいえ

無回答

3.7

82.7

13.7

4.2

83.1

12.7

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

30.3

59.0

10.7

35.5

53.5

11.1

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

11.1

78.6

10.3

7.2

80.1

12.7

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

11.1

78.2

10.7

7.2

78.9

13.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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Ｃ 今後利用したい 

①マタニティセミナー・育児講座  

「はい」の割合が27.7％、「いいえ」の割合が

56.8％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

 

 

②保健センターの情報・相談事業  

「はい」の割合が48.7％、「いいえ」の割合が

36.5％となっています。 

前回調査と比較して、「はい」の割合が増加し

ています。 

 
 
 
 
③家庭教育に関する学級・講座 

「はい」の割合が35.8％、「いいえ」の割合が

50.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
④教育相談センター・教育相談室  

「はい」の割合が38.7％、「いいえ」の割合が

47.2％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
  

％

はい

いいえ

無回答

27.7

56.8

15.5

29.4

54.3

16.3

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

48.7

36.5

14.8

41.8

41.0

17.2

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

35.8

50.6

13.7

33.8

51.0

15.2

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

38.7

47.2

14.0

36.6

47.9

15.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放  

「はい」の割合が44.3％、「いいえ」の割合が

43.2％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
⑥子育ての総合相談窓口  

「はい」の割合が41.3％、「いいえ」の割合が

46.1％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
⑦自治体発行の子育て支援情報誌 

「はい」の割合が42.1％、「いいえ」の割合が

45.0％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 

 

  

％

はい

いいえ

無回答

44.3

43.2

12.5

42.1

40.4

17.5

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

41.3

46.1

12.5

40.7

43.8

15.5

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

42.1

45.0

12.9

42.9

40.7

16.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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（７）お子さんの土曜日・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育 

事業の利用希望について 

問 17 お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の事業の利用

希望はありますか。 

（（１）（２）それぞれについて、あてはまる番号１つに○）  

（１）土曜日の利用希望 

「利用する必要はない」の割合が 75.3％と最

も高く、次いで「月に１～２回は利用したい」

の割合が 17.3％となっています。 

前回調査と比較して、「利用する必要はない」

の割合が増加しています。 

 
 
 
利用したい時間帯 利用開始時刻  

「９時台」の割合が 46.0％と最も高く、次い

で「８時台」の割合が 28.6％、「10 時台」の割

合が 11.1％となっています。 

前回調査と比較して、「９時台」「10 時台」の

割合が増加しています。一方、「８時台」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
利用したい時間帯 利用終了時刻 

「15 時台」の割合が 23.8％と最も高く、次い

で「16 時台」「17 時台」の割合がそれぞれ

20.6％となっています。 

前回調査と比較して、「16時台」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
 
  

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

3.2

4.8

3.2

23.8

20.6

20.6

9.5

0.0

0.0

14.3

0.0

3.7

5.6

1.9

21.3

28.7

18.5

7.4

0.0

0.0

13.0

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

1.6

28.6

46.0

11.1

0.0

12.7

0.0

3.7

45.4

35.2

1.9

0.9

13.0

0 20 40 60 80 100

％

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

75.3

5.9

17.3

1.5

67.0

9.4

20.5

3.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 63）

平成30年度調査

（回答者数 = 108）

令和５年度調査

（回答者数 = 63）

平成30年度調査

（回答者数 = 108）
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（２）日曜日・祝日の利用希望 

「利用する必要はない」の割合が 81.2％と最

も高く、次いで「月に１～２回は利用したい」

の割合が 11.8％となっています。 

前回調査と比較して、「利用する必要はない」

の割合が増加しています。 

 
 
 
 
利用したい時間帯 利用開始時刻  

「９時台」の割合が 47.6％と最も高く、次い

で「８時台」の割合が 23.8％、「10 時台」の割

合が 11.9％となっています。 

前回調査と比較して、「９時台」「10 時台」の

割合が増加しています。一方、「８時台」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
利用したい時間帯 利用終了時刻  

「17 時台」の割合が 28.6％と最も高く、次い

で「15 時台」「16 時台」の割合がそれぞれ

19.0％となっています。 

前回調査と比較して、「17時台」の割合が増加

しています。一方、「16時台」の割合が減少して

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

81.2

3.7

11.8

3.3

74.2

6.1

16.3

3.3

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

0.0

23.8

47.6

11.9

0.0

16.7

0.0

2.5

44.4

38.3

2.5

2.5

9.9

0 20 40 60 80 100

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

7.1

2.4

2.4

19.0

19.0

28.6

4.8

0.0

0.0

16.7

0.0

4.9

1.2

2.5

18.5

33.3

21.0

8.6

0.0

0.0

9.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 42）

平成30年度調査

（回答者数 = 81）

令和５年度調査

（回答者数 = 42）

平成30年度調査

（回答者数 = 81）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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問 17- １ 毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「月に数回仕事が入るため」の割合が 65.5％

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」の割合が 43.6％、

「息抜きのため」の割合が 40.0％となっていま

す。 

前回調査と比較して、「平日に済ませられない

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」「息抜きのため」の割合

が増加しています。 

 
 
 
 

問 18 お子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育の事業の

利用を希望しますか。 

有効回答がありませんでした。 

 
 
 
 

問 18- １ 毎日ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

有効回答がありませんでした。 

 
  

％

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

親等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

65.5

43.6

9.1

40.0

5.5

1.8

64.4

33.3

3.4

18.4

13.8

2.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 55）

平成30年度調査

（回答者数 = 87）
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（８）お子さんの病気の際の対応について 

問 19 この１年間に、お子さんが病気やケガにより、通常の事業が利用できなかったこ

とはありますか。（あてはまる番号１つに○） 

「あった」の割合が76.6％、「なかった」の割

合が 21.8％となっています。 

前回調査と比較して、「なかった」の割合が減

少しています。 

 
 
 
 
 
【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別にみると、１歳で「なかった」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

全  体 197 76.6 21.8 1.5 

０歳 3 66.7 33.3 －

１歳 10 60.0 40.0 －

２歳 24 75.0 25.0 －

３歳 49 79.6 18.4 2.0 

４歳 45 75.6 20.0 4.4 

５歳 56 78.6 21.4 －

 
  

％

あった

なかった

無回答

76.6

21.8

1.5

71.9

27.1

1.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 299）
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、大きな差はみられません。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

全  体 196 77.0 21.4 1.5 

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

54 81.5 18.5 －

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 

－ － － －

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 

108 73.1 25.0 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、産休・育休・介護休業中である 

3 33.3 66.7 －

以前は就労していたが、現在は就労していない 22 81.8 13.6 4.5 

これまで就労したことがない 2 100.0 － －

 
 

問 19- １ お子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できなか

った場合に、この１年間に行った対処方法はどれになりますか。 

（あてはまる記号すべてに○） 

「母親が休んだ」の割合が 80.1％と最も高く、

次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもを

みてもらった」の割合が25.8％、「父親が休んだ」

の割合が 19.9％となっています。 

前回調査と比較して、「父親が休んだ」の割合

が増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

ファミリー・サポート・セ
ンターを利用した

仕方なく子どもだけで留守
番をさせた

その他

無回答

19.9

80.1

25.8

17.2

0.0

0.0

0.0

0.7

2.0

0.7

5.6

78.6

29.8

18.6

0.9

0.0

0.0

0.5

4.7

0.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 151）

平成30年度調査

（回答者数 = 215）
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別にみると、どの年齢においても「母親が休んだ」の割合が高くなっています。

また、４歳で「父親が休んだ」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

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

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
を
利
用
し
た 

仕
方
な
く
子
ど
も
だ
け
で
留
守

番
を
さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 151 19.9 80.1 25.8 17.2 － － － 0.7 2.0 0.7 

０歳 2 － 100.0 50.0 － － － － － － －

１歳 6 16.7 100.0 33.3 － － － － － － －

２歳 18 16.7 88.9 16.7 5.6 － － － － － －

３歳 39 5.1 69.2 17.9 33.3 － － － － － 2.6 

４歳 34 38.2 73.5 20.6 17.6 － － － 2.9 8.8 －

５歳 44 20.5 88.6 40.9 11.4 － － － － － －

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、以前は就労していたが、現在は就労していないで「父親又は母

親のうち就労していない方が子どもをみた」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

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 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ

ー
を
利
用
し
た 

仕
方
な
く
子
ど
も
だ
け
で
留
守
番
を

さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 151 19.9 80.1 25.8 17.2 － － － 0.7 2.0 0.7 

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 

44 22.7 90.9 31.8 6.8 － － － － － －

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 

－ － － － － － － － － － －

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 

79 11.4 91.1 24.1 7.6 － － － 1.3 2.5 1.3 

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 

1 100.0 100.0 － － － － － － － －

以前は就労していたが、現在は就労していない 18 27.8 27.8 22.2 83.3 － － － － － －

これまで就労したことがない 2 － － － 50.0 － － － － 50.0 －
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父親が休んだ 日数  

「５日」の割合が 30.0％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 16.7％、「３日」の割合が

13.3％となっています。 

前回調査と比較して、「２日」「５日」「６日～

10 日」「21 日以上」の割合が増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
母親が休んだ 日数  

「６日～10 日」の割合が 15.7％と最も高く、

次いで「５日」の割合が 14.9％、「21 日以上」

の割合が 10.7％となっています。 

前回調査と比較して、「21日以上」の割合が増

加しています。一方、「２日」「６日～10 日」の

割合が減少しています。 

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

「６日～10 日」の割合が 17.9％と最も高く、

次いで「３日」の割合が 15.4％、「５日」「21 日

以上」の割合がそれぞれ 10.3％となっています。 

前回調査と比較して、「３日」「６日～10 日」

「21 日以上」の割合が増加しています。一方、

「２日」「５日」の割合が減少しています。 

 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

6.7

16.7

13.3

0.0

30.0

6.7

0.0

6.7

20.0

8.3

8.3

16.7

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

41.7

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

1.7

5.8

5.8

2.5

14.9

15.7

9.1

10.7

33.9

6.5

13.0

8.3

1.8

11.2

24.3

9.5

1.2

24.3

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

7.7

7.7

15.4

0.0

10.3

17.9

2.6

10.3

28.2

6.3

21.9

7.8

3.1

15.6

4.7

4.7

1.6

34.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 30）

平成30年度調査

（回答者数 = 12）

令和５年度調査

（回答者数 = 121）

平成30年度調査

（回答者数 = 169）

令和５年度調査

（回答者数 = 39）

平成30年度調査

（回答者数 = 64）
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父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 日数  

「６日～10 日」の割合が 19.2％と最も高く、

次いで「11 日～20 日」の割合が 15.4％、「21 日

以上」の割合が 11.5％となっています。 

前回調査と比較して、「６日～10 日」「11 日～

20 日」「21 日以上」の割合が増加しています。

一方、「２日」「３日」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
病児・病後児の保育を利用した 日数  

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

ベビーシッターを利用した 日数  

有効回答がありませんでした。 

 
 

 

 

 

ファミリー・サポート・センターを利用した 日数  

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.0

3.8

0.0

3.8

7.7

19.2

15.4

11.5

38.5

5.0

12.5

7.5

2.5

10.0

12.5

10.0

2.5

37.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 26）

平成30年度調査

（回答者数 = 40）
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仕方なく子どもだけで留守番をさせた 日数  

「６日～10 日」１件のみとなっています。 

前回調査は「１日」が１件のみでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他 日数  

「２日」「６日～10日」が１件のみずつとなっ

ています。 

前回調査は「１日」が３件、「３日」が２件ず

つありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

33.3

30.0

10.0

20.0

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

30.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1）

平成30年度調査

（回答者数 = 1）

令和５年度調査

（回答者数 = 3）

平成30年度調査

（回答者数 = 10）
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問 19- ２ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思わ

れましたか。（あてはまる番号１つに○）日数についてもご記入ください。 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用し

たい」の割合が29.7％、「利用したいとは思わな

い」の割合が 67.2％となっています。 

前回調査と比較して、「できれば病児・病後児

保育施設等を利用したい」の割合が増加してい

ます。一方、「利用したいとは思わない」の割合

が減少しています。 

 

 

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 日数  

「６日～10 日」の割合が 18.4％と最も高く、

次いで「21 日以上」の割合が 10.5％となってい

ます。 

前回調査と比較して、「21日以上」の割合が増

加しています。一方、「１日」「２日」「３日」

「６日～10 日」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

できれば病児・病後児保育
施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

29.7

67.2

3.1

22.1

76.2

1.7

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.0

2.6

7.9

0.0

7.9

18.4

2.6

10.5

50.0

7.9

7.9

13.2

0.0

7.9

26.3

0.0

0.0

36.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 128）

平成30年度調査

（回答者数 = 172）

令和５年度調査

（回答者数 = 38）

平成30年度調査

（回答者数 = 38）
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問 19- ３ 上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思

われますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「小児科に併設した施設で子どもを保育する

事業」の割合が 84.2％と最も高く、次いで「他

の施設に併設した施設で子どもを保育する事業」

の割合が 65.8％となっています。 

前回調査と比較して、「他の施設に併設した施

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」の割合が増加し

ています。一方、「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」の割合が減少して

います。 

 

問 19- ４ そう思われる理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」

それぞれ「親が仕事を休んで対応する」の割合

が 50.0％と最も高く、次いで「利用料がかか

る・高い」の割合が 23.3％となっています。 

前回調査と比較して、「利用料がかかる・高い」

の割合が増加しています。一方、「親が仕事を休

んで対応する」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 19- ５ その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われました

か。（あてはまる番号１つに○）※父母のいずれか以外の人に看てもらった日数のう

ち仕事を休んで看たかった日数をご記入ください。 

「できれば仕事を休んで看たい」の割合が

57.4％、「休んで看ることは非常に難しい」の割

合が 24.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。  

％

他の施設に併設した施設で
子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で子
どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等
の身近な場所で保育する事
業

その他

無回答

65.8

84.2

5.3

2.6

0.0

57.9

78.9

21.1

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

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する

その他

無回答

50.0

2.3

11.6

23.3

14.0

50.0

15.1

4.7

53.4

6.9

9.9

11.5

16.0

62.6

15.3

1.5

0 20 40 60 80 100

％

できれば仕事を休んで看た
い

休んで看ることは非常に難
しい

無回答

57.4

24.6

18.0

57.8

25.5

16.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 38）

平成30年度調査

（回答者数 = 38）

令和５年度調査

（回答者数 = 86）

平成30年度調査

（回答者数 = 131）

令和５年度調査

（回答者数 = 61）

平成30年度調査

（回答者数 = 102）
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できれば仕事を休んで看たい 日数  

「３日」「６日～10 日」の割合がそれぞれ

14.3％と最も高く、次いで「２日」の割合が

11.4％となっています。 

前回調査と比較して、「２１日以上」の割合が増 

加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

5.7

11.4

14.3

0.0

5.7

14.3

0.0

8.6

40.0

8.5

23.7

10.2

1.7

13.6

10.2

0.0

0.0

32.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 35）

平成30年度調査

（回答者数 = 59）
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（９）お子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利

用について 

問 20 お子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、

不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業はありますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「利用していない」の割合が 96.3％と最も高

くなっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一時預かり 日数  

有効回答がありませんでした。 

 
 
幼稚園の預かり保育 日数  

有効回答がありませんでした。 

 
 
ファミリー・サポート・センター 日数  

有効回答がありませんでした。 

 
 
夜間養護等事業：トワイライトスティ 日数  

有効回答がありませんでした。 

 
 
ベビーシッター 日数  

有効回答がありませんでした。 

  

％

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

夜間養護等事業：トワイラ
イトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

96.3

3.3

2.5

0.6

0.3

0.0

0.0

1.4

93.4

3.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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その他 日数  

「１日」が１件のみとなっています。 

前回調査では「５日」「21日以上」がそれぞれ

２件ありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 20- １ 現在利用していない理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「特に利用する必要がない」の割合が 78.2％

と最も高く、次いで「利用したい事業が地域に

ない」「事業の利用方法（手続き等）がわからな

い」の割合がそれぞれ 10.7％となっています。 

前回調査と比較して、「特に利用する必要がな

い」の割合が増加しています。一方、「利用した

い事業が地域にない」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

0.0

40.0

20.0

0 20 40 60 80 100

％

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にな
い

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

その他

無回答

78.2

10.7

2.7

4.6

6.9

7.3

6.5

10.7

3.8

2.7

72.4

21.7

3.0

5.3

8.9

5.3

5.6

8.9

2.1

1.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 1）

平成30年度調査

（回答者数 = 5）

令和５年度調査

（回答者数 = 261）

平成30年度調査

（回答者数 = 337）
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問 21 お子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい

事業を利用する必要があると思いますか。利用希望の有無・日数をお答えくださ

い。（あてはまる番号・記号すべてに○） 

「利用したい」の割合が23.2％、「利用する必

要はない」の割合が 67.9％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
利用したい 

「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や

親の習い事等、リフレッシュ目的）」の割合が

82.5％と最も高く、次いで「冠婚葬祭、学校行

事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」

の割合が 47.6％、「不定期の就労」の割合が

23.8％となっています。 

前回調査と比較して、「私用（買物、子ども

（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、リフレッ

シュ目的）」の割合が増加しています。一方、

「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含

む）や親の通院等」の割合が減少しています。 

 
 
利用したい 合計日数  

「11日～20 日」の割合が 25.4％と最も高く、

次いで「５日」の割合が 15.9％、「６日～10 日」

の割合が 11.1％となっています。 

前回調査と比較して、「21日以上」の割合が減

少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

23.2

67.9

8.9

27.4

63.4

9.1

0 20 40 60 80 100

％

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

82.5

47.6

23.8

0.0

3.2

60.6

55.6

28.3

4.0

12.1

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

3.2

4.8

3.2

0.0

15.9

11.1

25.4

3.2

33.3

4.0

4.0

3.0

3.0

13.1

11.1

23.2

21.2

17.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 261）

平成30年度調査

（回答者数 = 337）

令和５年度調査

（回答者数 = 63）

平成30年度調査

（回答者数 = 99）

令和５年度調査

（回答者数 = 63）

平成30年度調査

（回答者数 = 99）
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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） 日数  

「６日～10 日」の割合が 28.8％と最も高く、

次いで「３日」「５日」の割合がそれぞれ15.4％

となっています。 

前回調査と比較して、「３日」「６日～10 日」

の割合が増加しています。一方、「21日以上」の

割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等 日数  

「６日～10 日」の割合が 30.0％と最も高く、

次いで「２日」の割合が 23.3％、「３日」「５日」

の割合がそれぞれ 20.0％となっています。 

前回調査と比較して、「２日」「３日」の割合

が増加しています。一方、「１日」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
 
不定期の就労 日数  

「６日～10 日」「11 日～20 日」の割合がそれ

ぞれ 26.7％と最も高くなっています。 

前回調査と比較して、「11 日～20 日」の割合

が増加しています。一方、「３日」「５日」「21日

以上」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
その他 日数  

有効回答がありませんでした。  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

7.7

7.7

15.4

1.9

15.4

28.8

13.5

1.9

7.7

10.0

8.3

5.0

6.7

18.3

15.0

18.3

11.7

6.7

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

3.3

23.3

20.0

0.0

20.0

30.0

3.3

0.0

0.0

12.7

3.6

9.1

3.6

23.6

27.3

7.3

3.6

9.1

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

0.0

6.7

0.0

6.7

6.7

26.7

26.7

0.0

26.7

0.0

3.6

7.1

3.6

14.3

25.0

7.1

28.6

10.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 30）

平成30年度調査

（回答者数 = 55）

令和５年度調査

（回答者数 = 15）

平成30年度調査

（回答者数 = 28）

令和５年度調査

（回答者数 = 52）

平成30年度調査

（回答者数 = 60）
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問 21- １ 問 21 の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましい

と思われますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「大規模施設で子どもを保育する事業」の割

合が 65.1％と最も高く、次いで「小規模施設で

子どもを保育する事業」の割合が 47.6％、「地域

住民等が子育て家庭等の近くの場所で保育する

事業」の割合が 12.7％となっています。 

前回調査と比較して、「地域住民等が子育て家

庭等の近くの場所で保育する事業」の割合が減

少しています。 

 

 
 

問 22 お子さんについて、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族（兄弟姉妹含む）の

育児疲れや育児不安、病気など）により、泊りがけで年間何日くらい家族以外に預

ける必要があると思いますか。 

短期入所生活援助事業（ショートステイ）（児童養護施設等で一定期間、子どもを保

護する事業）の利用希望の有無について当てはまる番号・記号すべてに○をつけ、

必要な泊数をご記入ください 

（利用したい泊数の合計と、目的別の内訳の泊数を数字でご記入ください）。 

「利用したい」の割合が 7.0％、「利用する必

要はない」の割合が 85.6％となっています。 

 
 
 
 
利用したい事業 

「保護者や家族の病気」の割合が 84.2％と最

も高く、次いで「保護者や家族の育児疲れ・不

安」の割合が 63.2％、「冠婚葬祭」の割合が

31.6％となっています。 

 
  

回答者数 = 19 ％

冠婚葬祭

保護者や家族の育児疲れ・
不安

保護者や家族の病気

その他

無回答

31.6

63.2

84.2

10.5

0.0

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
の近くの場所で保育する事
業

その他

無回答

65.1

47.6

12.7

1.6

4.8

61.6

52.5

35.4

2.0

4.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 63）

平成30年度調査

（回答者数 = 99）

回答者数 = 271 ％

利用したい

利用する必要はない

無回答

7.0

85.6

7.4

0 20 40 60 80 100
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利用したい 合計泊数 

「３泊」の割合が 26.3％と最も高く、次いで

「６泊～10 泊」の割合が 15.8％、「２泊」「４泊」

「５泊」の割合がそれぞれ 10.5％となっていま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
冠婚葬祭 泊数  

「１泊」が３件となっています。「３泊」が２

件、「２泊」が１件となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保護者や家族の育児疲れ・不安 泊数  

「１泊」の割合が 58.3％と最も高く、次いで

「２泊」の割合が 33.3％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 19 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

5.3

10.5

26.3

10.5

10.5

15.8

0.0

0.0

21.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

50.0

16.7

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 12 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

58.3

33.3

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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保護者や家族の病気 泊数  

「１泊」「３泊」の割合がそれぞれ 43.8％と最

も高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他 泊数  

「２泊」「３泊」がそれぞれ１件ずつとなって

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 16 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

43.8

6.3

43.8

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

0.0

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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（10）お子さんが５歳以上の方に、小学校就学後の放課後の過ごし方に 

ついて 

問 23 小学校１～３年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場

所で過ごさせたいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「自宅」の割合が 66.1％と最も高く、次いで

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 50.0％、「祖父母宅や友人・

知人宅」の割合が 32.1％となっています。 

前回調査と比較して、「放課後児童クラブ（学

童保育）」の割合が増加しています。一方、「自

宅」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
自宅 週当たり日数  

「５日以上」の割合が 32.4％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 13.5％、「２日」の割合が

10.8％となっています。 

前回調査と比較して、「５日以上」の割合が増

加しています。「２日」「３日」「４日」の割合が

減少しています。 

 
 
 
 
 
祖父母宅や友人・知人宅 週当たり日数  

「１日」の割合が 27.8％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 11.1％となっています。 

前回調査と比較して、「１日」の割合が増加し

ています。一方、「２日」「３日」「５日以上」の

割合が減少しています。 

 
  

％

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

放課後等デイサービス

その他（公民館、公園な
ど）

無回答

66.1

32.1

50.0

8.9

7.1

28.6

0.0

3.6

16.1

7.1

71.4

36.3

45.1

7.7

7.7

19.8

1.1

0.0

15.4

16.5

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

8.1

10.8

13.5

5.4

32.4

29.7

4.6

15.4

23.1

9.2

27.7

20.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

27.8

5.6

11.1

5.6

0.0

50.0

21.2

30.3

18.2

3.0

12.1

15.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 56）

平成30年度調査

（回答者数 = 91）

令和５年度調査

（回答者数 = 37）

平成30年度調査

（回答者数 = 65）

令和５年度調査

（回答者数 = 18）

平成30年度調査

（回答者数 = 33）
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習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週当たり日数  

「１日」「２日」の割合がそれぞれ 39.3％と最

も高くなっています。 

前回調査と比較して、「４日」の割合が増加し

ています。一方、「３日」の割合が減少していま

す。 

 
 
 
 
児童館 週当たり日数 ※本町は未設置 

「２日」が３件となっています。「１日」「５

日以上」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

前回調査と比較して、「１日」「２日」の割合

が増加しています。一方、「５日以上」の割合が

減少しています。 

 
 
 
 
放課後子ども教室 週当たり日数 ※本町は未設置 

「１日」が２件となっています。「２日」「５

日以上」がそれぞれ１件ずつとなっています。 

前回調査と比較して、「１日」「５日以上」の

割合が増加しています。一方、「４日」の割合が

減少しています。 

 
 
 
 
放課後児童クラブ（学童保育） 週当たり日数  

「５日以上」の割合が 50.0％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 25.0％、「１日」の割合が

18.8％となっています。 

前回調査と比較して、「１日」「５日以上」の

割合が増加しています。一方、今回「２日」「３

日」と回答した人はいませんでした。 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

50.0

25.0

0.0

0.0

25.0

0.0

14.3

28.6

0.0

14.3

14.3

28.6

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

39.3

39.3

0.0

7.1

0.0

14.3

41.5

41.5

7.3

0.0

0.0

9.8

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

20.0

60.0

0.0

0.0

20.0

0.0

14.3

28.6

0.0

0.0

42.9

14.3

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

18.8

0.0

0.0

25.0

50.0

6.3

5.6

16.7

22.2

22.2

22.2

11.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 28）

平成30年度調査

（回答者数 = 41）

令和５年度調査

（回答者数 = 5）

平成30年度調査

（回答者数 = 7）

令和５年度調査

（回答者数 = 16）

平成30年度調査

（回答者数 = 18）

令和５年度調査

（回答者数 = 4）

平成30年度調査

（回答者数 = 7）
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放課後児童クラブ（学童保育） 利用終了時刻  

「17 時台」の割合が 62.5％と最も高く、次い

で「18 時台」の割合が 12.5％となっています。 

前回調査と比較して、「16 時より前」「17 時台」

の割合が増加しています。一方、「18 時台」「19

時以降」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
ファミリー・サポート・センター 週当たり日数  

有効回答がありませんでした。 

 
 
放課後等デイサービス 週当たり日数  

「２日」が１件のみとなっています。 

 
 
放課後等デイサービス 利用終了時刻  

「17 時台」が１件のみとなっています。 

 
 
その他（公民館、公園など） 週当たり日数  

「３日」が４件となっています。「５日以上」

が 2 件、「１日」「２日」がそれぞれ１件ずつと

なっています。 

前回調査と比較して、「３日」「５日以上」の

割合が増加しています。一方、「１日」「４日」

の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
  

％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

6.3

6.3

62.5

12.5

0.0

12.5

0.0

11.1

55.6

22.2

5.6

5.6

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

11.1

11.1

44.4

0.0

22.2

11.1

28.6

14.3

21.4

7.1

0.0

28.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 16）

平成30年度調査

（回答者数 = 18）

令和５年度調査

（回答者数 = 9）

平成30年度調査

（回答者数 = 14）
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問 24 ４～６年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過

ごさせたいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「自宅」の割合が 69.6％と最も高く、次いで

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 50.0％、「祖父母宅や友人・

知人宅」の割合が 35.7％となっています。 

前回調査と比較して、「放課後児童クラブ（学

童保育）」の割合が増加しています。一方、「習

い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾な

ど）」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
自宅 週当たり日数  

「５日以上」の割合が 38.5％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 12.8％となっています。 

前回調査と比較して、「５日以上」の割合が増

加しています。一方、「１日」「２日」「３日」

「４日」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
  

％

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

放課後等デイサービス

その他（公民館、公園な
ど）

無回答

69.6

35.7

50.0

7.1

7.1

21.4

0.0

3.6

16.1

12.5

73.6

40.7

58.2

4.4

6.6

9.9

0.0

0.0

15.4

15.4

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

5.1

12.8

7.7

2.6

38.5

33.3

11.9

19.4

16.4

9.0

22.4

20.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 56）

平成30年度調査

（回答者数 = 91）

令和５年度調査

（回答者数 = 39）

平成30年度調査

（回答者数 = 67）
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祖父母宅や友人・知人宅 週当たり日数  

「１日」の割合が 20.0％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 10.0％となっています。 

前回調査と比較して、「１日」「２日」「３日」

「５日以上」の割合が減少しています。 

 

 

 
 
 
習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週当たり日数  

「２日」の割合が 35.7％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 17.9％、「３日」の割合が

14.3％となっています。 

前回調査と比較して、「２日」「３日」「４日」

の割合が減少しています。 

 
 
 
 
児童館 週当たり日数 ※本町は未設置 

「２日」が２件となっています。「１日」「５

日以上」がそれぞれ１件ずつとなっています 

前回調査と比較して、「２日」の割合が増加し

ています。 

 
 
 
 
 
放課後子ども教室 週当たり日数 ※本町は未設置 

「１日」が２件となっています。「４日」が１

件となっています。 

前回調査と比較して、「１日」「４日」の割合

が増加しています。一方、今回「２日」「５日以

上」と回答した人はいませんでした。 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

20.0

10.0

5.0

5.0

0.0

60.0

40.5

24.3

8.1

2.7

10.8

13.5

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

17.9

35.7

14.3

3.6

0.0

28.6

15.1

41.5

28.3

5.7

0.0

9.4

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

25.0

50.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

50.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

16.7

33.3

0.0

16.7

16.7

16.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 20）

平成30年度調査

（回答者数 = 37）

令和５年度調査

（回答者数 = 28）

平成30年度調査

（回答者数 = 53）

令和５年度調査

（回答者数 = 4）

平成30年度調査

（回答者数 = 4）

令和５年度調査

（回答者数 = 4）

平成30年度調査

（回答者数 = 6）
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放課後児童クラブ（学童保育） 週当たり日数  

「５日以上」の割合が 41.7％と最も高く、次

いで「１日」「４日」の割合がそれぞれ16.7％と

なっています。 

前回調査と比較して、「１日」「４日」の割合

が増加しています。一方、「２日」「５日以上」

の割合が減少しています。 

 
 
 
放課後児童クラブ（学童保育） 利用終了時刻  

「17 時台」の割合が 41.7％と最も高く、次い

で「18 時台」の割合が 16.7％となっています。 

前回調査と比較して、「16 時台」「17 時台」の

割合が増加しています。一方、「18 時台」「19 時

以降」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
ファミリー・サポート・センター 週当たり日数  

有効回答がありませんでした。 

 
 
放課後等デイサービス 週当たり日数  

「２日」が１件のみとなっています。 

 
 
放課後等デイサービス 利用終了時刻  

「17 時台」が１件のみとなっています。 

 
 
その他（公民館、公園など） 週当たり日数  

「３日」「５日以上」がそれぞれ３件ずつとな

っています。「１日」「２日」がそれぞれ１件ず

つとなっています。 

前回調査と比較して、「３日」「５日以上」の

割合が増加しています。一方、「１日」「２日」

の割合が減少しています。 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

16.7

8.3

0.0

16.7

41.7

16.7

11.1

11.1

0.0

0.0

55.6

22.2

0 20 40 60 80 100

％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

8.3

41.7

16.7

0.0

33.3

0.0

0.0

33.3

33.3

11.1

22.2

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

11.1

11.1

33.3

0.0

33.3

11.1

35.7

14.3

14.3

0.0

0.0

35.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 12）

平成30年度調査

（回答者数 = 9）

令和５年度調査

（回答者数 = 12）

平成30年度調査

（回答者数 = 9）

令和５年度調査

（回答者数 = 9）

平成30年度調査

（回答者数 = 14）
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問 25 お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラブ（学童保育）の

利用希望はありますか。 

（（１）（２）それぞれについて、あてはまる番号１つに○） 

（１）土曜日 

土曜日の利用の必要性 

「利用する必要はない」の割合が 82.4％と最

も高くなっています。 

前回調査と比較して、「利用する必要はない」

の割合が増加しています。一方、「低学年（１～

３年生）の間は利用したい」の割合が減少して

います。 

 
 
 
 
 
利用したい時間帯  開始時刻  

有効回答がありませんでした。 

 
 
利用したい時間帯  終了時刻  

「17 時台」が１件のみとなっています。 

前回調査と比較して、「17時台」の割合が増加

しています。一方、今回「12 時台」「15 時台」

「16 時台」「18 時台」と回答した人はいません

でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

5.9

5.9

82.4

5.9

52.6

5.3

31.6

10.5

0 20 40 60 80 100

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

27.3

0.0

0.0

18.2

18.2

18.2

18.2

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 17）

平成30年度調査

（回答者数 = 19）

令和５年度調査

（回答者数 = 2）

平成30年度調査

（回答者数 = 11）
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（２）日曜日・祝日  

日曜日・祝日の利用の必要性 

「利用する必要はない」の割合が 76.5％と最

も高く、次いで「低学年（１～３年生）の間は

利用したい」の割合が 11.8％となっています。 

前回調査と比較して、「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」

の割合が増加しています。一方、「低学年（１～

３年生）の間は利用したい」の割合が減少して

います。 

 
 
利用したい時間帯  開始時刻  

「８時台」が１件のみとなっています。 

今回「９時台」「10時台」と回答した人はいま

せんでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
利用したい時間帯  終了時刻  

「16 時台」「17 時台」がそれぞれ１件ずつと

なっています。 

今回「12 時台」「15 時台」「18 時台」と回答し

た人はいませんでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

11.8

5.9

76.5

5.9

36.8

0.0

47.4

15.8

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

66.7

0.0

0.0

57.1

28.6

14.3

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

33.3

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

14.3

0.0

0.0

14.3

14.3

42.9

14.3

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 17）

平成30年度調査

（回答者数 = 19）

令和５年度調査

（回答者数 = 3）

平成30年度調査

（回答者数 = 7）

令和５年度調査

（回答者数 = 3）

平成30年度調査

（回答者数 = 7）
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問 26 お子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後

児童クラブ（学童保育）の利用希望はありますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「利用する必要はない」の割合が 35.7％と最

も高く、次いで「低学年（１～３年生）の間は

利用したい」の割合が 23.2％、「高学年（４～６

年生）になっても利用したい」の割合が 10.7％

となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
利用したい時間帯 利用開始時刻  

「８時台」の割合が 47.4％と最も高く、次い

で「７時台」「９時台」の割合がそれぞれ15.8％

となっています。 

前回調査と比較して、「７時台」の割合が増加

しています。一方、「９時台」「10 時台」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
利用したい時間帯 終了時刻  

「17 時台」の割合が 42.1％と最も高く、次い

で「15 時台」の割合が 21.1％、「18 時台」の割

合が 10.5％となっています。 

前回調査と比較して、「17時台」の割合が増加

しています。一方、「12 時台」「16 時台」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

23.2

10.7

35.7

30.4

25.3

9.9

35.2

29.7

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

15.8

47.4

15.8

0.0

0.0

21.1

0.0

0.0

43.8

46.9

6.3

0.0

3.1

0 20 40 60 80 100

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

21.1

5.3

42.1

10.5

0.0

0.0

21.1

0.0

6.3

3.1

3.1

18.8

34.4

21.9

9.4

0.0

0.0

3.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 56）

平成30年度調査

（回答者数 = 91）

令和５年度調査

（回答者数 = 19）

平成30年度調査

（回答者数 = 32）

令和５年度調査

（回答者数 = 19）

平成30年度調査

（回答者数 = 32）



64 

（11）育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

問 27 お子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方がお子さんが生まれた時、

父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。 

（母親、父親それぞれについて、あてはまる番号１つに○） 

母親 

「働いていなかった」の割合が 46.5％と最も

高く、次いで「取得した（取得中である）」の割

合が 29.2％、「取得していない」の割合が

21.8％となっています。 

前回調査と比較して、「取得した（取得中であ

る）」の割合が増加しています。一方、「働いて

いなかった」の割合が減少しています。 

 
 
  

％

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

46.5

29.2

21.8

2.6

52.4

21.9

22.4

3.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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取得していない理由  

「子育てや家事に専念するため退職した」の

割合が 37.3％と最も高く、次いで「職場に育児

休業の制度がなかった（就業規則に定めがなか

った）」の割合が 11.9％となっています。 

前回調査と比較して、「子育てや家事に専念す

るため退職した」の割合が増加しています。一

方、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があっ

た」「配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもら

えるなど、制度を利用する必要がなかった」の

割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

5.1

0.0

0.0

8.5

37.3

11.9

1.7

6.8

1.7

16.9

20.3

7.4

6.2

2.5

2.5

0.0

3.7

1.2

0.0

13.6

17.3

14.8

6.2

2.5

0.0

21.0

28.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 59）

平成30年度調査

（回答者数 = 81）
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父親 

「取得していない」の割合が 81.5％と最も高

くなっています。 

前回調査と比較して、「取得した（取得中であ

る）」の割合が増加しています。一方、「取得し

ていない」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

0.7

9.2

81.5

8.5

0.8

1.4

87.8

10.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）
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取得していない理由 

「仕事が忙しかった」の割合が 25.8％と最も

高く、次いで「配偶者が無職、祖父母等の親族

にみてもらえるなど、制度を利用する必要がな

かった」の割合が22.2％、「収入減となり、経済

的に苦しくなる」の割合が 15.8％となっていま

す。 

前回調査と比較して、「配偶者が無職、祖父母

等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する

必要がなかった」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

14.5

25.8

0.0

0.9

0.9

15.8

1.8

9.0

22.2

0.0

9.5

0.0

4.1

0.0

9.5

31.2

10.4

24.6

0.3

1.6

0.3

16.7

0.6

11.0

29.7

0.3

11.0

0.3

0.6

0.0

7.3

32.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 221）

平成30年度調査

（回答者数 = 317）



68 

問 27- １ 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。（あてはまる番号１つに○）  

母親 

「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合

が 70.9％と最も高く、次いで「現在も育児休業

中である」の割合が 21.5％となっています。 

前回調査と比較して、「現在も育児休業中であ

る」の割合が増加しています。一方、「育児休業

取得後、職場に復帰した」の割合が減少してい

ます。 

 
 
父親 

「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合

が 96.0％と最も高くなっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 

問 27- ２ 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミ

ングでしたか。あるいはそれ以外でしたか。（あてはまる番号１つに○） 

母親 

「年度初めの入所に合わせたタイミングだっ

た」の割合が42.9％、「それ以外だった」の割合

が 53.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
父親  

有効回答がありませんでした。 

前回調査と比較して、「それ以外だった」の割

合が減少しています。 

 
 
 
 
  

％

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

70.9

21.5

6.3

1.3

81.0

8.9

8.9

1.3

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

96.0

4.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

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

42.9

53.6

3.6

40.6

56.3

3.1

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

0.0

54.2

45.8

0.0

60.0

40.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 79）

平成30年度調査

（回答者数 = 79）

令和５年度調査

（回答者数 = 25）

平成30年度調査

（回答者数 = 5）

令和５年度調査

（回答者数 = 56）

平成30年度調査

（回答者数 = 64）

令和５年度調査

（回答者数 = 24）

平成30年度調査

（回答者数 = 5）
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問 27- ３ 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何か月のときに職場復帰しまし

たか。 

また、お勤め先の育児休業制度の期間内で、何歳何か月のときまで取りたかったで

すか。 

母親 

実際の取得期間  

「７か月～12 か月」の割合が 33.9％と最も高

く、次いで「１か月～６か月」の割合が 19.6％、

「２歳１か月以上」の割合が 16.1％となってい

ます。 

前回調査と比較して、「１歳７か月～２歳」の

割合が増加しています。一方、「７か月～12か月」

「１歳１か月～１歳６か月」の割合が減少して

います。 

 
 
 
 
 
 
 
希望の取得期間  

「２歳１か月以上」の割合が 26.8％と最も高

く、次いで「７か月～12 か月」の割合が 21.4％、

「１か月～６か月」「１歳７か月～２歳」の割合

が 10.7％となっています。 

前回調査と比較して、「７か月～12か月」の割

合が減少しています。 

 
 
 
 
  

％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

10.7

21.4

3.6

10.7

26.8

26.8

6.3

29.7

6.3

9.4

28.1

20.3

0 20 40 60 80 100

％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

19.6

33.9

8.9

10.7

16.1

10.7

15.6

39.1

15.6

4.7

17.2

7.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 56）

平成30年度調査

（回答者数 = 64）

令和５年度調査

（回答者数 = 56）

平成30年度調査

（回答者数 = 64）
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父親 

実際の取得期間  

「１か月～６か月」の割合が 41.7％と最も高

くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
希望の取得期間  

「１か月～６か月」の割合が 20.8％と最も高

くなっています。 

  

回答者数 = 24 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

20.8

8.3

0.0

0.0

4.2

66.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 24 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

41.7

0.0

0.0

0.0

0.0

58.3

0 20 40 60 80 100
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問 27- ４ お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、

「希望」としては お子さんが何歳何か月のときまで取りたかったですか。 

母親 

「２歳１か月以上」の割合が 57.1％と最も高

くなっています。 

前回調査と比較して、「１か月～６か月」の割

合が増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
父親  

「１か月～６か月」「７か月～12 か月」「２歳

１か月以上」の割合がそれぞれ 12.5％と最も高

くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

7.1

8.9

1.8

7.1

57.1

17.9

1.6

9.4

4.7

10.9

60.9

12.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 24 ％

１か月～６か月

７か月～12か月

１歳１か月～１歳６か月

１歳７か月～２歳

２歳１か月以上

無回答

12.5

12.5

0.0

0.0

12.5

62.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 56）

平成30年度調査

（回答者数 = 64）
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問 27- ５ 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。 

（１）「希望」より早く復帰した方（あてはまる番号すべてに○）  

母親 

「希望する保育所に入るため」の割合が

25.0％と最も高く、次いで「経済的な理由で早

く復帰する必要があった」「人事異動や業務の節

目の時期に合わせるため」の割合がそれぞれ

20.8％となっています。 

前回調査と比較して、「希望する保育所に入る

ため」の割合が増加しています。一方、「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」の割合が減少してい

ます。 

 
 
父親 

「人事異動や業務の節目の時期に合わせるた

め」が４件となっています。「経済的な理由で早

く復帰する必要があった」が３件となっていま

す。 

 
 
 
 
 

問 27- ５ （２）「希望」より遅く復帰した方（あてはまる番号すべてに○）  

母親 

「希望する保育所に入れなかったため」が２

件となっています。「子どもをみてくれる人がい

なかったため」が１件となっています。 

 
 
 
 
 
 
父親  

有効回答がありませんでした。 

  

回答者数 = 6 ％

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があっ
たため

経済的な理由で早く復帰す
る必要があった

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

その他

無回答

0.0

0.0

50.0

66.7

16.7

33.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 3 ％

希望する保育所に入れな
かったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があっ
たため

職場の受け入れ態勢が整っ
ていなかったため

子どもをみてくれる人がい
なかったため

その他

無回答

66.7

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100

％

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があっ
たため

経済的な理由で早く復帰す
る必要があった

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

その他

無回答

25.0

8.3

20.8

20.8

25.0

16.7

0.0

16.0

36.0

20.0

40.0

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 24）

平成30年度調査

（回答者数 = 25）
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問 27- ６ 育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。 

（あてはまる番号１つに○）  

母親 

「短時間勤務制度を利用した」の割合が

50.0％、「短時間勤務制度を利用しなかった」の

割合が 44.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
父親  

「短時間勤務制度を利用した」の割合が4.2％、

「短時間勤務制度を利用しなかった」の割合が 

62.5％となっています。 

前回調査と比較して、「短時間勤務制度を利用

しなかった」の割合が減少しています。 

 

  

％

短時間勤務制度を利用した

短時間勤務制度を利用しな
かった

無回答

50.0

44.6

5.4

46.9

48.4

4.7

0 20 40 60 80 100

％

短時間勤務制度を利用した

短時間勤務制度を利用しな
かった

無回答

4.2

62.5

33.3

0.0

80.0

20.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 56）

平成30年度調査

（回答者数 = 64）

令和５年度調査

（回答者数 = 24）

平成30年度調査

（回答者数 = 5）
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問 27- ７ 短時間勤務制度を利用しなかった理由は何ですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

母親 

「仕事が忙しかった」の割合が 32.0％と最も

高く、次いで「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）」の割合が

28.0％、「短時間勤務にすると給与が減額される」

「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」の割合

がそれぞれ 24.0％となっています。 

前回調査と比較して、「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

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」の割合が増加して

います。一方、「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

時間勤務制度を利用できることを知らなかった」

の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

4.0

32.0

24.0

12.0

0.0

24.0

0.0

28.0

4.0

12.0

12.0

29.0

45.2

19.4

3.2

0.0

6.5

0.0

29.0

19.4

12.9

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 25）

平成30年度調査

（回答者数 = 31）



75 

父親  

「短時間勤務にすると給与が減額される」の

割合が 40.0％と最も高く、次いで「仕事が忙し

かった」「配偶者が無職、祖父母等の親族にみて

もらえるなど、子どもをみてくれる人がいた」

の割合がそれぞれ 26.7％となっています。 

前回調査と比較して、「職場に短時間勤務制度

を取りにくい雰囲気があった」「短時間勤務にす

ると給与が減額される」「配偶者が育児休業制度

や短時間勤務制度を利用した」の割合が増加し

ています。一方、「短時間勤務制度を利用できる

ことを知らなかった」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

13.3

26.7

40.0

0.0

6.7

26.7

0.0

0.0

13.3

0.0

13.3

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 15）

平成30年度調査

（回答者数 = 4）
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問 27- ８ お子さんが１歳になったときに必ず預けられる（利用できる）事業があれ

ば、１歳になるまで育児休業を取得しますか。または、預けられる事業があっても

１歳になる前に復帰しますか。（あてはまる番号１つに○） 

母親 

「１歳になるまで育児休業を取得したい」の

割合が76.5％、「１歳になる前に復帰したい」の

割合が 11.8％となっています。 

前回調査と比較して、「１歳になる前に復帰し

たい」の割合が増加しています。 

 
 
父親  

「１歳になるまで育児休業を取得したい」が

１件、「１歳になる前に復帰したい」が０件とな

っています。 

前回調査では、父親への質問がありませんで

した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 1 ％

１歳になるまで育児休業を
取得したい

１歳になる前に復帰したい

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

１歳になるまで育児休業を
取得したい

１歳になる前に復帰したい

無回答

76.5

11.8

11.8

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 17）

平成30年度調査

（回答者数 = 7）
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（12）子育て全般について 

問 28 下記のサービスについて知っているか、また利用したことがあるかについてお答

えください。  

①親子ふれあいひろば 

「利用したことはない」の割合が 50.6％と最

も高く、次いで「利用している・したことがあ

る」の割合が 37.3％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
月当たり利用回数  

「１回」の割合が 42.6％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 11.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②ちびっこひろば （日間賀島・篠島のみ） 

「存在を知らない」の割合が 28.4％と最も高

く、次いで「利用している・したことがある」

の割合が24.0％、「利用したことはない」の割合

が 22.9％となっています。 

 
 
 
  

回答者数 = 271 ％

利用している・したことが
ある

利用したことはない

存在を知らない

無回答

37.3

50.6

9.6

2.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 101 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

42.6

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 271 ％

利用している・したことが
ある

利用したことはない

存在を知らない

無回答

24.0

22.9

28.4

24.7

0 20 40 60 80 100
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月当たり利用回数  

「１回」の割合が 63.1％と最も高くなってい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ファミリー・サポート・センター 

「利用したことはない」の割合が 65.7％と最

も高く、次いで「存在を知らない」の割合が

28.8％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
月当たり利用回数  

「４回」が１件のみとなっています。 

 
 
 
 
 
  

回答者数 = 65 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

63.1

4.6

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

29.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 271 ％

利用している・したことが
ある

利用したことはない

存在を知らない

無回答

1.1

65.7

28.8

4.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 3 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回～10回

11回以上

無回答

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

66.7

0 20 40 60 80 100
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④すこやかオンライン相談  

「存在を知らない」の割合が 54.2％と最も高

く、次いで「インストールしていない」の割合

が 25.1％となっています。 

 
 
 
 
 
⑤子育てハンドブック「お父さんダイスキ」アプリ  

「存在を知らない」の割合が 72.7％と最も高

く、次いで「インストールしていない」の割合

が 22.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 

問 29 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度をお答えください。※お

子さんに関して、該当がない箇所については、該当なしの６に〇をしてください。

（あてはまる番号１つに○）  

保育施設 

「満足度４」の割合が 28.0％と最も高く、次

いで「満足度５」の割合が22.5％、「満足度３」

の割合が 16.2％となっています。 

 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 271 ％

１　満足度が低い

２

３

４

５　満足度が高い

６　該当なし

無回答

8.1

10.0

16.2

28.0

22.5

12.5

2.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 271 ％

利用している

インストールしたが利用し
ていない

インストールしていない

存在を知らない

無回答

7.4

9.2

25.1

54.2

4.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 271 ％

利用している

インストールしたが利用し
ていない

インストールしていない

存在を知らない

無回答

0.0

0.0

22.9

72.7

4.4

0 20 40 60 80 100



80 

保育内容  

「満足度４」の割合が 28.8％と最も高く、次

いで「満足度５」の割合が22.5％、「満足度３」

の割合が 19.6％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域の子育て支援施設  

「満足度３」の割合が 24.0％と最も高く、次

いで「該当なし」の割合が21.4％、「満足度４」

の割合が 17.0％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
一時預かりなど保育サービス  

「該当なし」の割合が 42.8％と最も高く、次

いで「満足度１」の割合が17.0％、「満足度３」

の割合が 15.5％となっています。 

 
 
 
 
  

回答者数 = 271 ％

１　満足度が低い

２

３

４

５　満足度が高い

６　該当なし

無回答

17.0

8.9

15.5

6.6

3.3

42.8

5.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 271 ％

１　満足度が低い

２

３

４

５　満足度が高い

６　該当なし

無回答

12.5

10.7

24.0

17.0

10.0

21.4

4.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 271 ％

１　満足度が低い

２

３

４

５　満足度が高い

６　該当なし

無回答

3.3

8.5

19.6

28.8

22.5

14.0

3.3

0 20 40 60 80 100
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問 30 子育てに関してどのような地域情報を知りたいですか。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「公園や遊び場について」の割合が 46.9％と

最も高く、次いで「親子で交流できる場や催し

について」の割合が36.9％、「子連れで行けるお

店について」の割合が 36.2％となっています。 

前回調査と比較して、全体的に減少傾向にあ

ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 31 あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それ

とも辛いと感じることが多いと思いますか。（あてはまる番号１つに○） 

「楽しいと感じることの方が多い」の割合が

71.2％と最も高く、次いで「楽しいと感じるこ

とと辛いと感じることが同じくらい」の割合が

25.5％となっています。 

前回調査と比較して、「楽しいと感じることの

方が多い」の割合が増加しています。一方、「楽

しいと感じることと辛いと感じることが同じく

らい」「辛いと感じることの方が多い」の割合が

減少しています。 

 
 
 
 
 
  

％

楽しいと感じることの方が
多い

楽しいと感じることと辛い
と感じることが同じくらい

辛いと感じることの方が多
い

その他

わからない

無回答

71.2

25.5

1.1

0.0

1.5

0.7

61.8

31.3

1.9

1.1

1.4

2.5

0 20 40 60 80 100

％

親子で交流できる場や催し
について

親同士が交流できる場や催
しについて

子育て相談や講座

保育園・幼稚園について

一時預かり・送り迎え等の
保育サービスについて

子育てサークルや団体の活
動内容について

同じ立場の親の会

医療機関について

公園や遊び場について

子育て仲間で集うために使
える場について

親子で行けるコンサート等
について

子連れで行けるお店につい
て

その他

無回答

36.9

16.2

12.9

35.1

20.7

7.4

11.4

35.4

46.9

15.9

13.3

36.2

3.3

8.1

42.7

20.2

21.3

34.3

26.9

9.4

18.0

40.2

47.4

15.5

17.5

41.8

3.3

5.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）

令和５年度調査

（回答者数 = 271）

平成30年度調査

（回答者数 = 361）



82 

問 31- １ 問 31 で「１．楽しいと感じることの方が多い」と答えた方にうかがいま

す。どの程度楽しいと感じますか。（あてはまる番号１つに○） 

「程度４」の割合が 45.6％と最も高く、次い

で「程度５」の割合が 44.6％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 

問 31- ２ 問 31 で「３．辛いと感じることの方が多い」と答えた方にうかがいます。

どの程度辛いと感じますか。（あてはまる番号１つに○） 

「程度５」が２件となっています。「程度４」

が１件となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 3 ％

１　少ない

２

３

４

５　多い

無回答

0.0

0.0

0.0

33.3

66.7

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 193 ％

１　少ない

２

３

４

５　多い

無回答

0.0

1.6

8.3

45.6

44.6

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 32 子育てに関して日常悩んでいること、または、気になることはどのようなことで

すか。（あてはまる番号すべてに○）  

「病気・発育・発達に関すること」の割合が 39.9％と最も高く、次いで「食事や栄養に関す

ること」の割合が31.7％、「子どもを叱りすぎているような気がすること」の割合が25.8％とな

っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

子育てに関して配偶者・
パートナーの協力が少ない
こと

子育てに関して配偶者・
パートナーと意見が合わな
いこと

自分の子育てについて、親
族・近隣の人・職場等周囲
の目が気になること

配偶者・パートナー以外に
子育てを手伝ってくれる人
がいないこと

子どもを叱りすぎているよ
うな気がすること

子育てのストレスがたまっ
て、子どもに手をあげた
り、世話をしなかったりし
てしまうこと

地域の子育て支援サービス
の内容や利用方法がよくわ
からないこと

子どもの気持ちがくみ取れ
ない、わからないこと

その他

特に悩んでいることはない

無回答

7.7

4.4

3.7

2.6

25.8

4.1

4.8

7.7

3.0

23.2

3.0

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 271 ％

病気・発育・発達に関する
こと

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからな
いこと

しつけのし方がわからない
こと

子どもとの接し方に自信が
もてないこと

子どもと触れあう時間を十
分に取れないこと

話し相手や相談相手がいな
いこと

仕事や自分のやりたいこと
が十分できないこと

子どもの教育に関すること

子どもの友達づきあい（い
じめなどを含む）に関する
こと

登園拒否などの問題につい
て

39.9

31.7

5.5

19.6

9.2

16.6

3.0

22.9

24.7

18.8

2.2

0 20 40 60 80 100
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問 33 日常生活において孤立感を感じますか。（あてはまる番号１つに○）  

「全く感じない」の割合が 41.3％と最も高く、

次いで「あまり感じない」の割合が36.5％、「や

や感じる」の割合が 14.0％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 

問 34 子育てをするにあたって、地域に求めることはありますか。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「子ども会やお祭りなど、子どもの参加でき

る活動や行事がほしい」の割合が 44.6％と最も

高く、次いで「危険な遊びやいじめを見つけた

ら注意してほしい」の割合が42.1％、「地域で子

どもを見守り育てるという気持ちを持ってほし

い」の割合が 24.7％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 271 ％

強く感じる

やや感じる

あまり感じない

全く感じない

わからない

無回答

1.5

14.0

36.5

41.3

5.2

1.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 271 ％

子育ての相談や情報交換を
したい

危険な遊びやいじめを見つ
けたら注意してほしい

遊びの相手やスポーツを一
緒にしてほしい

子ども会やお祭りなど、子
どもの参加できる活動や行
事がほしい

緊急時に子どもを預かって
ほしい

地域で子どもを見守り育て
るという気持ちを持ってほ
しい

ともに子育てできるグルー
プやサークルなどがほしい

単なる子育て仲間や友人

その他

特に求めることはない

無回答

16.6

42.1

23.2

44.6

14.4

24.7

7.0

12.5

1.5

16.6

3.7

0 20 40 60 80 100
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問 35 こんな場所があったらいいと思う場所はどこですか。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「自然の中で思い切り遊べる場所」の割合が

59.8％と最も高く、次いで「友達とたくさんお

しゃべりができる場所」の割合が 42.1％、「野球

やサッカーが思い切りできる場所」の割合が

41.3％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 271 ％

静かに勉強ができる場所

友達とたくさんおしゃべり
ができる場所

気軽に勉強を教えてもらえ
る場所

野球やサッカーが思い切り
できる場所

一人で静かに過ごせる場所

自然の中で思い切り遊べる
場所

ネット環境がととのってい
る場所

その他

特になし

無回答

14.4

42.1

36.5

41.3

10.0

59.8

16.6

4.8

7.7

3.3

0 20 40 60 80 100
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問 36 どのような環境が整えば、もっと子育て世帯が増え、子育てがしやすくなると思

いますか。（主にあてはまる番号３つまでに○）  

「子どもたちが安心して遊べる場所が身近に

ある環境」の割合が 26.9％と最も高く、次いで

「高校や大学などへの進学に係る費用の経済的

支援が充実した環境」の割合が23.6％、「児童手

当などの経済的支援が充実した環境」の割合が

22.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 271 ％

子育てに対し、勤務先や職
場の理解・協力が得られる
環境

子育ての悩みを相談できる
人が身近にいる環境

保育園などの入園希望者が
全て受け入れられる環境

保育園で異年齢の保育を
行っている環境

子育て中の親子の交流の場
が身近にある環境

困った時や緊急時に、安心
して子どもを預けられる環
境

学童保育の利用希望者が全
て受け入れられる環境

発達に課題のあるこどもの
ための施設や相談窓口等の
支援が充実した環境

子どもたちが安心して遊べ
る場所が身近にある環境

医療費助成が充実した環境

児童手当などの経済的支援
が充実した環境

高校や大学などへの進学に
係る費用の経済的支援が充
実した環境

子育てに関する情報がすぐ
手に入る環境

子育て施設や子育てサービ
スを利用するための移動手
段の充実した環境（交通費
の補助等）

特になし

その他

無回答

18.5

3.3

6.6

0.4

7.7

11.1

5.5

5.2

26.9

10.0

22.9

23.6

0.7

9.2

3.0

1.8

38.0

0 20 40 60 80 100
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問 37 町の子育て環境をよりよいものとするために充実する必要があると思う施設や制

度は何ですか。（主にあてはまる番号３つまでに○）  

「医療施設」の割合が 66.8％と最も高く、次

いで「運動施設」の割合が55.7％、「学校施設」

の割合が 52.0％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 271 ％

相談施設

医療施設

学校施設

運動施設

広報制度（X （旧ツイッ
ター）やインスタグラム等
のソーシャルネットワーク
サービスの利用等）

その他

無回答

8.9

66.8

52.0

55.7

4.4

2.2

11.1

0 20 40 60 80 100
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２ 小学生保護者 

（１）お住まいの地域について 

問１ お住まいの地区はどちらですか。（あてはまる番号１つに○）  

「内海・山海地区」の割合が 30.0％と最も高

く、次いで「豊浜・豊丘地区」の割合が 23.3％、

「大井・片名・師崎地区」の割合が 19.0％とな

っています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
  

％

内海・山海地区

豊浜・豊丘地区

大井・片名・師崎地区

篠島地区

日間賀島地区

無回答

30.0

23.3

19.0

12.9

12.5

2.4

29.1

25.9

21.6

10.1

13.3

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）
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（２）お子さんとご家族の状況について 

問２ お子さんの学年はどれですか。（あてはまる番号１つに○）  

「６年生」の割合が 18.8％と最も高く、次い

で「３年生」の割合が 18.3％、「５年生」の割合

が 16.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 

問３ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答え

ください。（あてはまる番号１つに○）  

「母親」の割合が 84.9％、「父親」の割合が

12.3％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 

問４ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。 

（あてはまる番号１つに○）  

「配偶者がいる」の割合が84.9％、「配偶者は

いない」の割合が 12.7％となっています。 

前回調査と比較して、「配偶者はいない」の割

合が若干増えています。 

 

問５ お子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さん

からみた関係でお答えください。（あてはまる番号１つに○） 

「父母ともに」の割合が 59.5％と最も高く、

次いで「主に母親」の割合が 34.5％となってい

ます。 

前回調査と比較して、「父母ともに」の割合が

増加しています。一方、「主に母親」の割合が減

少しています。 

  

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

59.5

34.5

1.7

1.1

0.4

2.8

51.1

44.6

0.7

1.8

1.8

0.0

0 20 40 60 80 100

％

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

14.9

13.8

18.3

15.5

16.6

18.8

2.2

15.1

13.7

13.7

18.7

16.5

21.9

0.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）

％

母親

父親

その他

無回答

84.9

12.3

0.4

2.4

87.8

11.5

0.4

0.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）

％

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

84.9

12.7

2.4

89.9

9.0

1.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）
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（３）子どもの育ちをめぐる環境について 

問６ 日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」

の割合が 53.9％と最も高く、次いで「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」の割合が 44.6％となっています。 

前回調査と比較して、「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」

の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 

問６-１ 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「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」の割合が 64.8％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」の割合が 14.6％、「祖父

母等の親族の身体的負担が大きく心配である」

の割合が 12.2％となっています。 

前回調査と比較して、「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」の割合

が増加しています。一方、「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」などの割合が減少しています。 

 
  

％

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

53.9

44.6

2.8

8.8

3.2

8.4

53.6

48.2

6.1

14.7

4.7

5.4

0 20 40 60 80 100

％

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

64.8

12.2

11.7

14.6

7.2

3.2

0.2

53.5

16.2

19.5

22.8

8.7

3.7

0.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）

令和５年度調査

（回答者数 = 403）

平成30年度調査

（回答者数 = 241）
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問６-２ 友人・知人にみてもらっている状況についてお答えください。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「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」の割合が 51.1％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」の割合が31.9％、「友人・

知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配

である」の割合が 21.3％となっています。 

前回調査と比較して、「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」の割合

が増加しています。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

問７ お子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。

また、相談できる場所はありますか。（あてはまる番号１つに○）  

「いる／ある」の割合が88.6％、「いない／な

い」の割合が 4.3％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
  

％

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

51.1

6.4

21.3

31.9

0.0

4.3

4.3

49.0

0.0

8.2

34.7

4.1

12.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

いる／ある

いない／ない

無回答

88.6

4.3

7.1

87.1

6.8

6.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 47）

平成30年度調査

（回答者数 = 49）

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）
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問７-１ お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（ど

こ）ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「友人や知人」の割合が 83.2％と最も高く、

次いで「祖父母等の親族」の割合が73.7％、「教

職員（幼稚園または学校）」の割合が21.2％とな

っています。 

前回調査と比較して、「保育士」「教職員（幼

稚園または学校）」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（子育て支
援センター等）・NPO

保健所・保健センター

保育士

教職員（幼稚園または学
校）

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

73.7

83.2

4.1

2.9

4.1

3.4

21.2

0.5

8.5

0.2

2.9

0.5

76.9

81.8

8.7

2.5

5.4

8.7

27.3

0.8

7.9

0.8

2.1

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 411）

平成30年度調査

（回答者数 = 242）
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（４）お子さんの保護者の就労状況について 

問８ お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいま

す。（あてはまる番号１つに○）  

母親 

「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」の割合が 52.5％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）で就労しており、産休・育休・介

護休業中ではない」の割合が 33.6％となってい

ます。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問８-１ １週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお

答えください。 

※就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答え

ください。 

※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

１週当たり就労日数 

「５日」の割合が 48.0％と最も高く、次いで

「４日」の割合が18.7％、「６日以上」の割合が

13.4％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

  

％

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（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

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

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

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

33.6

0.2

52.5

1.1

7.7

0.7

4.2

35.0

0.4

53.8

0.4

7.2

1.1

2.2

0 20 40 60 80 100

％

１日以下

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.3

1.3

10.4

18.7

48.0

13.4

8.1

0.4

2.8

8.9

17.7

47.6

15.3

7.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 453）

平成30年度調査

（回答者数 = 277）

令和５年度調査

（回答者数 = 396）

平成30年度調査

（回答者数 = 248）
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１日当たり就労時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 22.2％と最

も高く、次いで「６時間～７時間未満」の割合

が 21.7％、「５時間～６時間未満」の割合が

15.2％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

問８-２ フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

「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」の割合が 57.6％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」の割合が

18.5％となっています。 

前回調査と比較して、「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」の割合が減

少しています。 

 
 
 
 
 
  

％

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

5.8

18.5

57.6

2.9

15.2

4.0

27.3

54.0

1.3

13.3

0 20 40 60 80 100

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

2.0

8.8

15.2

21.7

13.1

22.2

3.5

3.0

0.5

1.3

8.6

2.4

9.7

16.5

18.5

11.3

22.2

6.0

1.6

0.8

3.2

7.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 396）

平成30年度調査

（回答者数 = 248）

令和５年度調査

（回答者数 = 243）

平成30年度調査

（回答者数 = 150）
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問８-３ 就労したいという希望はありますか。 

（あてはまる番号・記号それぞれ１つに○） 

「子育てや家事などに専念したい（就労の予

定はない）」の割合が34.2％と最も高く、次いで

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

の割合が31.6％、「１年より先、一番下の子ども

が何歳になったころに就労したい」の割合が

28.9％となっています。 

前回調査と比較して、「１年より先、一番下の

子どもが何歳になったころに就労したい」の割

合が増加しています。一方、「すぐにでも、もし

くは１年以内に就労したい」の割合が減少して

います。 

 
 
就労希望時の末子の年齢 

「０歳～３歳」「６歳～８歳」の割合がそれぞ

れ 36.4％と最も高く、次いで「12 歳以上」の割

合が 18.2％となっています。 

前回調査と比較して、「０歳～３歳」「４歳～

５歳」の割合が増加しています。 

 
 
 
希望する就労形態 

「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程

度の就労）」の割合が 16.7％、「パートタイム、

アルバイト等（フルタイム以外）」の割合が

83 .3％となっています。 

前回調査と比較して、「パートタイム、アルバ

イト等（フルタイム以外）」の割合が増加してい

ます。一方、「フルタイム（１週５日程度・１日

８時間程度の就労）」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
  

％

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
もが何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

34.2

28.9

31.6

5.3

34.8

21.7

39.1

4.3

0 20 40 60 80 100

％

０歳～３歳

４歳～５歳

６歳～８歳

９歳～11歳

12歳以上

無回答

36.4

9.1

36.4

0.0

18.2

0.0

20.0

0.0

40.0

0.0

20.0

20.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 38）

平成30年度調査

（回答者数 = 23）

令和５年度調査

（回答者数 = 11）

平成30年度調査

（回答者数 = 5）

令和５年度調査

（回答者数 = 12）

平成30年度調査

（回答者数 = 5）

％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）

パートタイム、アルバイト
等（「フルタイム」以外）

無回答

16.7

83.3

0.0

33.3

66.7

0.0

0 20 40 60 80 100
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パートタイム、アルバイト等 １週当たり希望就労日数 

「３日」「４日」の割合がそれぞれ 40.0％と最

も高く、次いで「５日」の割合が 20.0％となっ

ています。 

前回調査と比較して、「３日」「４日」の割合

が増加しています。一方、「２日」「５日」の割

合が減少しています。 

 
 
 
 
 
パートタイム、アルバイト等 １日当たり希望就労時間 

「４時間～５時間未満」「５時間～６時間未満」

「６時間～７時間未満」の割合がそれぞれ

30.0％と最も高くなっています。 

前回調査と比較して、「４時間～５時間未満」

「７時間～８時間未満」の割合が増加していま

す。一方、「５時間～６時間未満」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
  

％

１日以下

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.0

0.0

40.0

40.0

20.0

0.0

0.0

0.0

16.7

16.7

16.7

50.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.0

30.0

30.0

30.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

50.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 10）

平成30年度調査

（回答者数 = 6）

令和５年度調査

（回答者数 = 10）

平成30年度調査

（回答者数 = 6）
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問９ お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいま

す。（あてはまる番号１つに○）  

父親 

「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」の割合が 86.1％と最も高くなってい

ます。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問９-１ １週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお

答えください。 

※就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答え

ください。 

※育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

１週当たり就労日数 

「５日」の割合が 47.9％と最も高く、次いで

「６日以上」の割合が 39.9％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
  

％

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

86.1

0.0

1.2

0.0

0.7

0.0

12.0

85.4

0.0

3.1

0.0

2.4

0.0

9.1

0 20 40 60 80 100

％

１日以下

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.0

0.8

5.0

2.5

47.9

39.9

3.9

0.9

1.3

1.3

3.1

49.3

41.3

2.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 416）

平成30年度調査

（回答者数 = 254）

令和５年度調査

（回答者数 = 363）

平成30年度調査

（回答者数 = 225）
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１日当たり就労時間 

「８時間～９時間未満」の割合が 41.0％と最

も高く、次いで「10 時間～11 時間未満」の割合

が 23.7％、「12 時間以上」の割合が 12.9％とな

っています。 

前回調査と比較して、「８時間～９時間未満」

「10 時間～11 時間未満」の割合が増加していま

す。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

問９-２ フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○） 

「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３件となっています。「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１件となっています。 

前回調査と比較して、「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」の割合が増加しています。一方、

今回「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」と回答した人はありませんでし

た。 

 
 
 
  

％

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

0.0

60.0

20.0

0.0

20.0

25.0

25.0

12.5

0.0

37.5

0 20 40 60 80 100

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間以上

無回答

0.0

0.0

0.8

1.9

2.5

41.0

11.3

23.7

1.4

12.9

4.4

0.4

0.0

1.3

1.3

3.1

34.2

14.7

20.9

3.6

17.8

2.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 363）

平成30年度調査

（回答者数 = 225）

令和５年度調査

（回答者数 = 5）

平成30年度調査

（回答者数 = 8）
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問９-３ 就労したいという希望はありますか。 

（あてはまる番号・記号それぞれ１つに○） 

「子育てや家事などに専念したい（就労の予

定はない）」３件のみとなっています。 

前回調査では「すぐにでも、もしくは１年以

内に就労したい」が４件ありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
就労希望時の末子の年齢 

有効回答がありませんでした。 

 
 
希望する就労形態 

有効回答がありませんでした。 

 
 
パートタイム、アルバイト等 １週当たり希望就労日数 

有効回答がありませんでした。 

 
 
パートタイム、アルバイト等 １週当たり希望就労時間 

有効回答がありませんでした。 

 
  

％

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
もが何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

100.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

66.7

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 3）

平成30年度調査

（回答者数 = 6）
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（５）お子さんの放課後の過ごし方について 

問 10 放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしていますか。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「自宅」の割合が 82.6％と最も高く、次いで

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 48.2％、「祖父母宅や友人・

知人宅」の割合が 28.9％となっています。 

前回調査と比較して、「自宅」の割合が増加し

ています。一方、「祖父母宅や友人・知人宅」

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」「放課後児童クラブ（学童保育）」の割

合が減少しています。 

 
 
 
 

※平成 30 年度調査には、「放課後等デイサービス」の選択肢はありませんでした。 

 
 
 
１週あたり日数 

１．自宅 

「５日以上」の割合が 35.0％と最も高く、次

いで「２日」の割合が 15.6％、「３日」の割合が

13.3％となっています。 

前回調査と比較して、「３日」の割合が増加し

ています。一方、「１日」の割合が減少していま

す。 

 
 
 
 
 
 
  

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後児童クラブ（学童保
育）

放課後等デイサービス

その他

無回答

82.6

28.9

48.2

10.1

1.8

11.0

2.3

76.3

34.7

57.6

17.8

－

11.9

2.5

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

8.9

15.6

13.3

12.8

35.0

14.4

16.7

16.7

7.8

14.4

36.7

7.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 218）

平成30年度調査

（回答者数 = 118）

令和５年度調査

（回答者数 = 180）

平成30年度調査

（回答者数 = 90）
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２．祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 30.2％と最も高く、次いで

「２日」の割合が27.0％、「５日以上」の割合が

17.5％となっています。 

前回調査と比較して、「２日」の割合が減少し

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

「１日」の割合が 42.9％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 25.7％、「３日」の割合が

14.3％となっています。 

前回調査と比較して、「１日」の割合が増加し

ています。一方、「２日」の割合が減少していま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

30.2

27.0

11.1

7.9

17.5

6.3

31.7

36.6

7.3

7.3

14.6

2.4

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

42.9

25.7

14.3

8.6

1.9

6.7

22.1

45.6

19.1

7.4

4.4

1.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 63）

平成30年度調査

（回答者数 = 41）

令和５年度調査

（回答者数 = 105）

平成30年度調査

（回答者数 = 68）
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４．放課後児童クラブ（学童保育） 

「５日以上」の割合が 72.7％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 18.2％となっています。 

前回調査と比較して、「４日」「５日以上」の

割合が増加しています。一方、「２日」「３日」

の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

利用終了希望時刻 

「17 時台」の割合が 50.0％と最も高く、次い

で「18 時台」の割合が 27.3％、「16 時台」の割

合が 18.2％となっています。 

前回調査と比較して、「16時台」の割合が増加

しています。一方、「18時台」の割合が減少して

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

18.2

50.0

27.3

4.5

0.0

4.8

0.0

52.4

33.3

0.0

9.5

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

0.0

0.0

4.5

18.2

72.7

4.5

0.0

9.5

23.8

9.5

47.6

9.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 22）

平成30年度調査

（回答者数 = 21）

令和５年度調査

（回答者数 = 22）

平成30年度調査

（回答者数 = 21）
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５．放課後等デイサービス 

「３日」「５日以上」がそれぞれ１件ずつとな

っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
利用終了時刻 

「17 時台」３件のみとなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．その他 

「２日」の割合が 33.3％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 25.0％、「４日」の割合が

16.7％となっています。 

前回調査と比較して、「２日」「４日」の割合

が増加しています。一方、「１日」「３日」「５日

以上」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 4 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

50.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

0.0

75.0

0.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

4.2

33.3

25.0

16.7

12.5

8.3

14.3

21.4

35.7

0.0

28.6

0.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 24）

平成30年度調査

（回答者数 = 14）
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問 10- １ 小学校１～３年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのよう

な場所で過ごさせたいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「自宅」の割合が 69.7％と最も高く、次いで

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 45.0％、「その他（公民館、

公園など）」の割合が 26.1％となっています。 

前回調査と比較して、「祖父母宅や友人・知人

宅」「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学

習塾など）」「放課後子ども教室」「放課後児童ク

ラブ（学童保育）」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 

※平成 30 年度調査には、「放課後等デイサービス」の選択肢はありませんでした。 

 
１週あたり日数 

１．自宅 

「５日以上」の割合が 28.3％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 20.4％、「２日」の割合が

17.8％となっています。 

前回調査と比較して、「３日」の割合が増加し

ています。一方、「１日」「２日」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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）

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他（公民館、公園な
ど）

無回答

69.7

25.7

45.0

6.0

5.5

13.8

1.8

0.0

26.1

5.5

72.0

32.2

63.6

7.6

16.9

20.3

－

3.4

22.9

4.2

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

7.9

17.8

20.4

7.9

28.3

17.8

15.3

27.1

11.8

5.9

27.1

12.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 218）

平成30年度調査

（回答者数 = 118）

令和５年度調査

（回答者数 = 152）

平成30年度調査

（回答者数 = 85）



105 

２．祖父母宅や友人・知人宅 

「２日」の割合が 33.9％と最も高く、次いで

「１日」「５日以上」の割合がそれぞれ19.6％と

なっています。 

前回調査と比較して、「５日以上」の割合が増

加しています。一方、「１日」「２日」の割合が

減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

「１日」の割合が 36.7％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 29.6％、「３日」の割合が

15.3％となっています。 

前回調査と比較して、「２日」の割合が減少し

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
４．児童館 ※本町は未設置 

「２日」の割合が 30.8％と最も高く、次いで

「１日」「３日」の割合がそれぞれ 23.1％となっ

ています。 

前回調査と比較して、「１日」「２日」「３日」

「４日」の割合が増加しています。一方、「５日

以上」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

19.6

33.9

12.5

5.4

19.6

8.9

28.9

39.5

7.9

5.3

2.6

15.8

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

36.7

29.6

15.3

5.1

4.1

9.2

32.0

34.7

14.7

4.0

5.3

9.3

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

23.1

30.8

23.1

7.7

7.7

7.7

11.1

11.1

11.1

0.0

22.2

44.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 56）

平成30年度調査

（回答者数 = 38）

令和５年度調査

（回答者数 = 98）

平成30年度調査

（回答者数 = 75）

令和５年度調査

（回答者数 = 13）

平成30年度調査

（回答者数 = 9）
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５．放課後子ども教室 ※本町は未設置 

「１日」「２日」の割合がそれぞれ 25.0％と最

も高く、次いで「３日」の割合が 16.7％となっ

ています。 

前回調査と比較して、「１日」「３日」の割合

が増加しています。一方、「２日」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
６．放課後児童クラブ（学童保育） 

「５日以上」の割合が 50.0％と最も高く、次

いで「３日」の割合が 13.3％、「２日」の割合が

10.0％となっています。 

前回調査と比較して、「５日以上」の割合が増

加しています。一方、「３日」の割合が減少して

います。 

 
 
 
 
 
 
利用終了希望時刻 

「17 時台」の割合が 43.3％と最も高く、次い

で「18 時台」の割合が 23.3％、「16 時台」の割

合が 10.0％となっています。 

前回調査と比較して、「16 時台」「17 時台」の

割合が増加しています。一方、「18 時台」「19 時

以降」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

25.0

25.0

16.7

0.0

8.3

25.0

20.0

35.0

10.0

5.0

5.0

25.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

3.3

10.0

13.3

6.7

50.0

16.7

0.0

12.5

25.0

8.3

37.5

16.7

0 20 40 60 80 100

％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

10.0

43.3

23.3

3.3

20.0

0.0

0.0

20.8

37.5

16.7

25.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 12）

平成30年度調査

（回答者数 = 20）

令和５年度調査

（回答者数 = 30）

平成30年度調査

（回答者数 = 24）

令和５年度調査

（回答者数 = 30）

平成30年度調査

（回答者数 = 24）
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７．放課後等デイサービス 

「２日」「３日」「５日以上」がそれぞれ１件

ずつとなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
利用終了時刻 

「17 時台」「18 時台」がそれぞれ１件ずつと

なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．ファミリー・サポート・センター 

有効回答がありませんでした。 

 
 
９．その他（公民館、公園など） 

「２日」の割合が 38.6％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 21.1％、「１日」の割合が

12.3％となっています。 

前回調査と比較して、「２日」「４日」の割合

が増加しています。一方、「１日」「３日」「５日

以上」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
  

回答者数 = 4 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

12.3

38.6

21.1

10.5

0.0

17.5

25.9

18.5

37.0

3.7

7.4

7.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 57）

平成30年度調査

（回答者数 = 27）
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お子さんが小学校４～６年生の方にうかがいます。 

問 11 放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしていますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

「自宅」の割合が 82.6％と最も高く、次いで

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 42.4％、「祖父母宅や友人・

知人宅」の割合が 23.3％となっています。 

前回調査と比較して、「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）」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 

※平成 30 年度調査には、「放課後等デイサービス」の選択肢はありませんでした。 

 
 
 
１週あたり日数 

１．自宅 

「５日以上」の割合が 40.5％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 14.9％、「２日」の割合が

13.8％となっています。 

前回調査と比較して、「４日」「５日以上」の

割合が増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後児童クラブ（学童保
育）

放課後等デイサービス

その他（公民館、公園な
ど）

無回答

82.6

23.3

42.4

1.3

4.7

16.1

11.4

89.9

33.3

57.9

3.8

－

14.5

4.4

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

8.7

13.8

11.3

14.9

40.5

10.8

11.2

16.1

15.4

11.9

35.0

10.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 236）

平成30年度調査

（回答者数 = 159）

令和５年度調査

（回答者数 = 195）

平成30年度調査

（回答者数 = 143）
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２．祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 38.2％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 25.5％、「３日」の割合が

12.7％となっています。 

前回調査と比較して、「１日」「４日」の割合

が増加しています。一方、「５日以上」の割合が

減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

「２日」の割合が 34.0％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 27.0％、「３日」の割合が

18.0％となっています。 

前回調査と比較して、「３日」の割合が減少し

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

38.2

25.5

12.7

7.3

7.3

9.1

30.2

26.4

15.1

0.0

17.0

11.3

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

27.0

34.0

18.0

13.0

6.0

2.0

25.0

29.3

27.2

13.0

3.3

2.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 55）

平成30年度調査

（回答者数 = 53）

令和５年度調査

（回答者数 = 100）

平成30年度調査

（回答者数 = 92）
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４．放課後児童クラブ（学童保育） 

「５日以上」３件のみとなっています。 

前回調査は「１日」「２日」「３日」の割合が

それぞれ 16.7％でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利用終了希望時刻 

「18 時台」が２件となっています。「17 時台」

が１件となっています。 

前回調査と比較して、「18時台」の割合が増加

しています。一方、「16 時より前」「17 時台」の

割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

16.7

16.7

16.7

0.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100

％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

0.0

33.3

66.7

0.0

0.0

33.3

0.0

50.0

0.0

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 3）

平成30年度調査

（回答者数 = 6）

令和５年度調査

（回答者数 = 3）

平成30年度調査

（回答者数 = 6）
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５．放課後等デイサービス 

「１日」「２日」「３日」の割合がそれぞれ

9.1％と最も高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
利用終了希望時刻 

「17 時台」の割合が 54.5％と最も高く、次い

で「18 時台」の割合が 27.3％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．その他（公民館、公園など） 

「２日」の割合が 23.7％と最も高く、次いで

「１日」「３日」の割合がそれぞれ 21.1％となっ

ています。 

前回調査と比較して、「５日以上」の割合が増

加しています。一方、「１日」の割合が減少して

います。 

 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 11 ％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

9.1

9.1

9.1

0.0

0.0

72.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 11 ％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

0.0

0.0

54.5

27.3

0.0

18.2

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

21.1

23.7

21.1

10.5

7.9

15.8

43.5

21.7

17.4

8.7

0.0

8.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 38）

平成30年度調査

（回答者数 = 23）
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問 11- １ 小学校４～６年生の間は、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのよう

な場所で過ごさせたいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「自宅」の割合が 83.5％と最も高く、次いで

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 54.2％、「その他（公民館、

公園など）」の割合が 27.1％となっています。 

前回調査と比較して、「自宅」「その他（公民

館、公園など）」の割合が増加しています。一方、

「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）」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１週あたり日数 

１．自宅 

「５日以上」の割合が 31.5％と最も高く、次

いで「２日」「３日」の割合がそれぞれ16.2％と

なっています。 

前回調査と比較して、「５日以上」の割合が増

加しています。一方、「２日」の割合が減少して

います。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

その他（公民館、公園な
ど）

無回答

83.5

23.3

54.2

3.8

5.9

5.1

2.1

27.1

3.4

75.5

31.7

64.7

10.4

14.0

13.3

1.1

16.5

7.2

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

12.7

16.2

16.2

6.6

31.5

16.8

13.3

24.8

18.6

3.8

26.2

13.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 236）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）

令和５年度調査

（回答者数 = 197）

平成30年度調査

（回答者数 = 210）
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２．祖父母宅や友人・知人宅 

「１日」の割合が 38.2％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 32.7％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

「２日」の割合が 34.4％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 23.4％、「１日」の割合が

22.7％となっています。 

前回調査と比較して、「２日」の割合が減少し

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
４．児童館 ※本町は未設置 

「１日」が３件となっています。「２日」「３

日」「５日以上」がそれぞれ２件となっています。 

前回調査と比較して、「２日」「３日」の割合

が増加しています。一方、「４日」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

38.2

32.7

9.1

1.8

7.3

10.9

34.1

34.1

8.0

1.1

6.8

15.9

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

22.7

34.4

23.4

7.8

5.5

6.3

19.4

41.1

23.3

6.1

3.3

6.7

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

33.3

22.2

22.2

0.0

22.2

0.0

37.9

10.3

20.7

6.9

17.2

6.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 55）

平成30年度調査

（回答者数 = 88）

令和５年度調査

（回答者数 = 128）

平成30年度調査

（回答者数 = 180）

令和５年度調査

（回答者数 = 9）

平成30年度調査

（回答者数 = 29）
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５．放課後子ども教室 ※本町は未設置 

「１日」の割合が 35.7％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 28.6％、「３日」の割合が

14.3％となっています。 

前回調査と比較して、「１日」「２日」の割合

が増加しています。一方、「３日」「４日」「５日

以上」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
６．放課後児童クラブ（学童保育） 

「５日以上」の割合が 41.7％と最も高く、次

いで「２日」「３日」の割合がそれぞれ16.7％と

なっています。 

前回調査と比較して、「５日以上」の割合が増

加しています。一方、今回は「４日」と回答し

た人はいませんでした。 

 
 
 
 
 
 
利用終了希望時刻 

「18 時台」の割合が 33.3％と最も高く、次い

で「17 時台」の割合が 25.0％となっています。 

前回調査と比較して、「17時台」の割合が増加

しています。一方、「19時以降」の割合が減少し

ています。 

 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

35.7

28.6

14.3

0.0

7.1

14.3

28.2

25.6

20.5

2.6

15.4

7.7

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

8.3

16.7

16.7

0.0

41.7

16.7

8.1

21.6

13.5

5.4

35.1

16.2

0 20 40 60 80 100

％

16時より前

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

8.3

0.0

25.0

33.3

8.3

25.0

5.4

2.7

16.2

37.8

13.5

24.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 14）

平成30年度調査

（回答者数 = 39）

令和５年度調査

（回答者数 = 12）

平成30年度調査

（回答者数 = 37）

令和５年度調査

（回答者数 = 12）

平成30年度調査

（回答者数 = 37）



115 

７．ファミリー・サポート・センター 

「１日」「２日」がそれぞれ２件ずつとなって

います。「５日以上」が１件となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．その他（公民館、公園など） 

「２日」の割合が 31.3％と最も高く、次いで

「１日」の割合が 21.9％、「３日」「５日以上」

の割合がそれぞれ 12.5％となっています。 

前回調査と比較して、「４日」「５日以上」の

割合が増加しています。一方、「１日」の割合が

減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

40.0

40.0

0.0

0.0

20.0

0.0

33.3

33.3

0.0

0.0

33.3

0.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日以上

無回答

21.9

31.3

12.5

6.3

12.5

15.6

34.8

30.4

15.2

0.0

8.7

10.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 5）

平成30年度調査

（回答者数 = 3）

令和５年度調査

（回答者数 = 64）

平成30年度調査

（回答者数 = 46）
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問 12 お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラブ（学童保育）の

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

（１）土曜日の利用希望 

「利用する必要はない」の割合が 51.1％と最

も高く、次いで「高学年（４～６年生）になっ

ても利用したい」の割合が 27.7％となっていま

す。 

前回調査と比較して、「利用する必要はない」

の割合が増加しています。一方、「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」の割合が減少して

います。 

 
 
 
 
利用したい時間帯 

利用開始希望時刻 

「８時台」「９時台」の割合がそれぞれ29.4％

と最も高く、次いで「10 時台」「11 時以降」の

割合がそれぞれ 11.8％となっています。 

前回調査と比較して、「８時台」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
 
  

％

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

8.5

27.7

51.1

12.8

14.8

38.9

24.1

22.2

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

5.9

29.4

29.4

11.8

11.8

11.8

0.0

6.9

44.8

27.6

10.3

6.9

3.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 47）

平成30年度調査

（回答者数 = 54）

令和５年度調査

（回答者数 = 17）

平成30年度調査

（回答者数 = 29）
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利用終了希望時刻 

「17 時台」の割合が 41.2％と最も高く、次い

で「15時台」の割合が17.6％、「16時台」「18時

台」の割合がそれぞれ 11.8％となっています。 

前回調査と比較して、「17時台」の割合が増加

しています。一方、「18 時台」「19 時台」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）日曜日・祝日の利用希望 

「利用する必要はない」の割合が 53.2％と最

も高く、次いで「高学年（４～６年生）になっ

ても利用したい」の割合が21.3％、「低学年（１

～３年生）の間は利用したい」の割合が 10.6％

となっています。 

前回調査と比較して、「利用する必要はない」

の割合が増加しています。一方、「高学年（４～

６年生）になっても利用したい」の割合が減少

しています。 

 
 
 
 
  

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

11.8

41.2

11.8

5.9

0.0

11.8

0.0

3.4

3.4

0.0

17.2

10.3

20.7

31.0

10.3

0.0

3.4

0 20 40 60 80 100

％

低学年（１～３年生）の間
は利用したい

高学年（４～６年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

無回答

10.6

21.3

53.2

14.9

5.6

27.8

46.3

20.4

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 17）

平成30年度調査

（回答者数 = 29）

令和５年度調査

（回答者数 = 47）

平成30年度調査

（回答者数 = 54）
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利用開始希望時刻 

「８時台」の割合が 40.0％と最も高く、次い

で「９時台」の割合が 26.7％、「７時台」の割合

が 13.3％となっています。 

前回調査と比較して、「７時台」「８時台」の

割合が増加しています。一方、「９時台」「10 時

台」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利用終了希望時刻 

「17 時台」の割合が 33.3％と最も高く、次い

で「18時台」の割合が26.7％、「15時台」「16時

台」の割合がそれぞれ 13.3％となっています。 

前回調査と比較して、「17 時台」「18 時台」の

割合が増加しています。一方、「12時台」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

13.3

40.0

26.7

6.7

6.7

6.7

0.0

0.0

33.3

33.3

16.7

5.6

11.1

0 20 40 60 80 100

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

13.3

13.3

33.3

26.7

0.0

0.0

13.3

0.0

5.6

0.0

0.0

16.7

16.7

27.8

22.2

0.0

0.0

11.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 15）

平成30年度調査

（回答者数 = 18）

令和５年度調査

（回答者数 = 15）

平成30年度調査

（回答者数 = 18）
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問 13 お子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後

児童クラブ（学童保育）の利用希望はありますか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「高学年（４～６年生）になっても利用した

い」の割合が 57.4％と最も高く、次いで「低学

年（１～３年生）の間は利用したい」の割合が

29.8％となっています。 

前回調査と比較して、「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」の割合が増加しています。

一方、「利用する必要はない」の割合が減少して

います。 

 
 
 
 
 
 
利用したい時間帯 

利用開始希望時刻 

「８時台」の割合が 46.3％と最も高く、次い

で「９時台」の割合が 24.4％、「７時台」の割合

が 14.6％となっています。 

前回調査と比較して、大きな変化はみられま

せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

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

29.8

57.4

4.3

8.5

7.9

16.2

18.7

57.2

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時以降

無回答

0.0

14.6

46.3

24.4

4.9

2.4

7.3

0.0

10.4

46.3

23.9

1.5

6.0

11.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 47）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）

令和５年度調査

（回答者数 = 41）

平成30年度調査

（回答者数 = 67）
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利用終了希望時刻 

「17 時台」の割合が 31.7％と最も高く、次い

で「18 時台」の割合が 26.8％、「16 時台」の割

合が 19.5％となっています。 

前回調査と比較して、「16 時台」「17 時台」

「18時台」の割合が増加しています。一方、「15

時台」「19 時台」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 10、問 10－１、問 11、問 11ー１で「放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけなか

った方にうかがいます。 

問 14 放課後児童クラブ（学童保育）を利用していない理由は何ですか。 

（あてはまる番号１つに○） 

「特に利用する必要がないため」の割合が

42.3％と最も高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

％

12時より前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

7.3

19.5

31.7

26.8

7.3

0.0

7.3

0.0

3.0

0.0

0.0

19.4

7.5

26.9

20.9

11.9

0.0

10.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 418 ％

利用料金を支払う経済的な
余裕がないため

利用するための移動手段が
乏しいため

特に利用する必要がないた
め

その他

無回答

4.8

2.9

42.3

6.0

44.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 41）

平成30年度調査

（回答者数 = 67）
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（６）お子さんの病気の際の対応について 

問 15 この１年間に、お子さんが病気やケガにより、平日、小学校へ行けなかったこと

はありますか。（あてはまる番号１つに○）  

「あった」の割合が78.7％、「なかった」の割

合が 19.0％となっています。 

前回調査と比較して、「あった」の割合が増加

しています。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

【学年別】 

学年別にみると、４年生で「なかった」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

全  体 464 78.7 19.0 2.4 

１年生 69 85.5 13.0 1.4 

２年生 64 78.1 21.9 －

３年生 85 87.1 12.9 －

４年生 72 70.8 29.2 －

５年生 77 80.5 16.9 2.6 

６年生 87 75.9 21.8 2.3 

 
  

％

あった

なかった

無回答

78.7

19.0

2.4

64.0

33.8

2.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、大きな差はみられません。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

全  体 453 79.0 18.5 2.4 

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 

152 82.2 16.4 1.3 

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 

1 100.0 － －

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 

238 79.0 20.6 0.4 

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 

5 80.0 20.0 －

以前は就労していたが、現在は就労していない 35 77.1 20.0 2.9 

これまで就労したことがない 3 100.0 － －
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問 15- １ お子さんが病気やけがで小学校へ行けなかった場合に、この１年間に行った

対処方法はどれになりますか。（あてはまる記号すべてに○） 

「母親が休んだ」の割合が 72.3％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」の割合が24.1％、「父親が休んだ」

の割合が 11.5％となっています。 

前回調査と比較して、「父親が休んだ」の割合

が増加しています。一方、「父親又は母親のうち

就労していない方が子どもをみた」の割合が減

少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※平成 30 年度調査には、「放課後等デイサービスを利用した」の選択肢はありませんでした。 

 
【学年別】 

学年別にみると、６年生で「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」の割合が高くなってい

ます。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

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 放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
利
用
し
た 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
を
利
用
し
た 

仕
方
な
く
子
ど
も
だ
け
で
留
守
番

を
さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 365 11.5 72.3 24.1 11.2 － － － 0.3 6.8 4.1 3.0 

１年生 59 10.2 74.6 13.6 15.3 － － － － 1.7 6.8 5.1 

２年生 50 8.0 72.0 22.0 12.0 － － － － 2.0 6.0 －

３年生 74 10.8 68.9 25.7 12.2 － － － － 4.1 4.1 5.4 

４年生 51 17.6 76.5 21.6 11.8 － － － 2.0 9.8 2.0 －

５年生 62 6.5 77.4 29.0 4.8 － － － － 4.8 1.6 1.6 

６年生 66 16.7 65.2 30.3 12.1 － － － － 16.7 4.5 4.5 

 
  

％

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

放課後等デイサービスを利
用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・セ
ンターを利用した

仕方なく子どもだけで留守
番をさせた

その他

無回答

11.5

72.3

24.1

11.2

0.0

0.0

0.0

0.3

6.8

4.1

3.0

5.6

72.5

28.1

16.9

0.0

－

0.0

0.0

8.4

3.4

2.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 365）

平成30年度調査

（回答者数 = 178）
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別にみると、「以前は就労していたが、現在は就労していない」で「父親又は

母親のうち就労していない方が子どもをみた」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
(
件
) 

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 放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
利
用
し
た 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
を
利
用
し
た 

仕
方
な
く
子
ど
も
だ
け
で
留
守
番

を
さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 358 11.5 73.7 22.6 11.5 － － － 0.3 7.0 4.2 3.1 

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

125 11.2 72.0 28.8 4.0 － － － － 9.6 5.6 4.0 

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 

1 － 100.0 － 100.0 － － － － － 100.0 －

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 

188 11.7 84.0 18.1 5.9 － － － 0.5 6.9 2.7 2.7 

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 

4 － 50.0 50.0 50.0 － － － － － － －

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

27 3.7 14.8 14.8 77.8 － － － － － 3.7 3.7 

これまで就労したことがない 3 － 33.3 33.3 33.3 － － － － － 33.3 －
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ア 父親が休んだ日数 

「１日」の割合が 26.2％と最も高く、次いで

「２日」「３日」の割合がそれぞれ 16.7％となっ

ています。 

前回調査と比較して、「２日」「３日」「６日～

10日」の割合が増加しています。一方、「１日」

「５日」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 母親が休んだ日数 

「５日」の割合が 16.3％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 15.2％、「６日～10 日」の割

合が 14.0％となっています。 

前回調査と比較して、「５日」「６日～10 日」

の割合が増加しています。一方、「１日」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

26.2

16.7

16.7

2.4

4.8

7.1

2.4

0.0

23.8

40.0

10.0

0.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

10.2

11.7

15.2

3.0

16.3

14.0

3.0

1.1

25.4

34.9

14.7

11.6

1.6

9.3

8.5

3.1

0.0

16.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 42）

平成30年度調査

（回答者数 = 10）

令和５年度調査

（回答者数 = 264）

平成30年度調査

（回答者数 = 129）
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ウ （同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった日数 

「１日」の割合が 19.3％と最も高く、次いで

「２日」「３日」の割合がそれぞれ 14.8％となっ

ています。 

前回調査と比較して、「３日」「４日」「５日」

「６日～10 日」の割合が増加しています。一方、

「１日」「２日」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ 父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた日数 

「６日～10 日」の割合が 22.0％と最も高く、

次いで「１日」「２日」「５日」の割合がそれぞ

れ 12.2％となっています。 

前回調査と比較して、「４日」「５日」「６日～

10日」の割合が増加しています。一方、「１日」

「２日」「３日」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

19.3

14.8

14.8

4.5

10.2

12.5

1.1

0.0

22.7

26.0

26.0

8.0

0.0

8.0

6.0

2.0

0.0

24.0

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

12.2

12.2

2.4

4.9

12.2

22.0

4.9

0.0

29.3

26.7

20.0

13.3

0.0

6.7

13.3

3.3

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 88）

平成30年度調査

（回答者数 = 50）

令和５年度調査

（回答者数 = 41）

平成30年度調査

（回答者数 = 30）



127 

オ 病児・病後児の保育を利用した日数 ※本町は未設置 

有効回答がありませんでした。 

 

 

 

カ 放課後等デイサービスを利用した日数 

有効回答がありませんでした。 

 
 
 
キ ベビーシッターを利用した日数 

有効回答がありませんでした。 

 
 
 
ク ファミリー・サポート・センターを利用した日数 

有効回答がありませんでした。 

 
 
 
ケ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数 

「１日」の割合が 32.0％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 20.0％となっています。 

前回調査と比較して、「２日」「３日」「４日」

「６日～10日」「11日～20日」「21日以上」の割

合が増加しています。一方、「１日」「５日」の

割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

32.0

20.0

4.0

4.0

4.0

8.0

4.0

4.0

20.0

53.3

6.7

0.0

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 25）

平成30年度調査

（回答者数 = 15）
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コ その他の日数 

「１日」の割合が 20.0％と最も高く、次いで

「２日」「５日」の割合がそれぞれ 13.3％となっ

ています。 

前回調査と比較して、「１日」「２日」「５日」

「11 日～20 日」の割合が増加しています。一方、

「３日」「４日」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

20.0

13.3

6.7

0.0

13.3

0.0

6.7

0.0

40.0

0.0

0.0

16.7

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

66.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 15）

平成30年度調査

（回答者数 = 6）
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問 15- ２ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思わ

れましたか。（あてはまる番号１つに○） 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用し

たい」の割合が13.4％、「利用したいとは思わな

い」の割合が 84.3％となっています。 

前回調査と比較して、「利用したいとは思わな

い」の割合が増加しています。 

 
 
 
 
 
できれば病児・病後児保育を利用したい日数 

「２日」の割合が 30.6％と最も高く、次いで

「３日」の割合が13.9％、「１日」「５日」「６日

～10 日」の割合がそれぞれ 11.1％となっていま

す。 

前回調査と比較して、「５日」「６日～10 日」

の割合が増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

できれば病児・病後児保育
施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

13.4

84.3

2.2

16.9

79.2

3.8

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

11.1

30.6

13.9

2.8

11.1

11.1

0.0

0.0

19.4

13.6

27.3

9.1

0.0

4.5

4.5

0.0

0.0

40.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 268）

平成30年度調査

（回答者数 = 130）

令和５年度調査

（回答者数 = 36）

平成30年度調査

（回答者数 = 22）
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問 15- ３ 上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思

われますか。（あてはまる番号すべてに○） 

「病院に併設した施設で子どもを保育する事

業」の割合が80.6％、「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）」の割合が33.3％と

なっています。 

前回調査と比較して、「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）」の割合が増加し

ています。一方、「病院に併設した施設で子ども

を保育する事業」の割合が減少しています。 

 
 

問 15- ４ そう思われる理由はなんですか。（あてはまる番号すべてに○） 

「親が仕事を休んで対応する」の割合が

62.4％と最も高く、次いで「病児・病後児を他

人に看てもらうのは不安」の割合が38.9％、「利

用料がかかる・高い」の割合が 13.3％となって

います。 

前回調査と比較して、「病児・病後児を他人に

看てもらうのは不安」「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

用料がわからない」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

病院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：ファミリー・サ
ポート・センター等）

その他

無回答

80.6

33.3

2.8

2.8

86.4

18.2

0.0

4.5

0 20 40 60 80 100

％

病児・病後児を他人に看て
もらうのは不安

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する

その他

無回答

38.9

4.9

7.5

13.3

11.1

62.4

6.2

6.2

50.5

7.8

16.5

13.6

17.5

62.1

11.7

1.9

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 36）

平成30年度調査

（回答者数 = 22）

令和５年度調査

（回答者数 = 226）

平成30年度調査

（回答者数 = 103）
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問 15- ５ その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われました

か。（あてはまる番号１つに○） 

「できれば仕事を休んで看たい」の割合が

42.1％、「休んで看ることは非常に難しい」の割

合が 28.9％となっています。 

前回調査と比較して、「できれば仕事を休んで

看たい」の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
できれば仕事を休んで看たい日数 

「１日」の割合が 20.3％と最も高く、次いで

「３日」の割合が 17.2％、「２日」の割合が

14.1％となっています。 

前回調査と比較して、「３日」の割合が増加し

ています。一方、「２日」の割合が減少していま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

できれば仕事を休んで看た
い

休んで看ることは非常に難
しい

無回答

42.1

28.9

28.9

51.7

27.6

20.7

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日～20日

21日以上

無回答

20.3

14.1

17.2

1.6

9.4

4.7

0.0

1.6

31.3

24.4

33.3

8.9

0.0

6.7

6.7

0.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 152）

平成30年度調査

（回答者数 = 87）

令和５年度調査

（回答者数 = 64）

平成30年度調査

（回答者数 = 45）
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（７）子育て全般について 

問 16 子育てに関してどのような地域情報を知りたいですか。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「医療機関について」の割合が 42.5％と最も

高く、次いで「公園や遊び場について」の割合

が34.1％、「親子で交流できる場や催しについて」

の割合が 28.4％となっています。 

前回調査と比較して、「公園や遊び場について」

の割合が増加しています。一方、「親子で交流で

きる場や催しについて」「親同士が交流できる場

や催しについて」「子育て相談や講座」等の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 17 あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それ

とも辛いと感じることが多いと思いますか。（あてはまる番号１つに○）  

「楽しいと感じることの方が多い」の割合が

69.2％と最も高く、次いで「楽しいと感じるこ

とと辛いと感じることが同じくらい」の割合が

21.8％となっています。 

前回調査と比較して、「楽しいと感じることの

方が多い」の割合が増加しています。一方、「楽

しいと感じることと辛いと感じることが同じく

らい」「辛いと感じることの方が多い」の割合が

減少しています。 

 
  

％

親子で交流できる場や催し
について

親同士が交流できる場や催
しについて

子育て相談や講座

保育園・幼稚園について

一時預かり・送り迎え等の
保育サービスについて

子育てサークルや団体の活
動内容について

同じ立場の親の会

医療機関について

公園や遊び場について

子育て仲間で集うために使
える場について

親子で行けるコンサート等
について

子連れで行けるお店につい
て

その他

無回答

28.4

7.1

9.1

3.7

11.0

3.2

10.1

42.5

34.1

7.1

14.4

17.9

5.8

15.1

36.0

13.3

17.3

8.6

13.7

7.2

13.3

43.5

28.4

10.1

12.2

17.3

5.4

10.1

0 20 40 60 80 100

％

楽しいと感じることの方が
多い

楽しいと感じることと辛い
と感じることが同じくらい

辛いと感じることの方が多
い

その他

わからない

無回答

69.2

21.8

0.6

1.3

4.5

2.6

60.4

28.1

2.9

2.2

4.3

2.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）
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問 18 お子さんについて、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族（兄弟姉妹含む）の

育児疲れや育児不安、病気など）により、泊りがけで年間何日くらい家族以外に預

ける必要があると思いますか。 短期入所生活援助事業（ショートステイ）（児童養

護施設等で一定期間、子どもを保護する事業）の利用希望の有無について当てはま

る番号・記号すべてに○をつけ、必要な泊数をご記入ください（利用したい泊数の

合計と、目的別の内訳の泊数を数字でご記入ください）。 

「利用したい」の割合が 9.1％、「利用する必

要はない」の割合が 87.1％となっています。 

 
 
 
 
 

利用目的 

「保護者や家族の病気」の割合が 78.6％と最

も高く、次いで「保護者や家族の育児疲れ・不

安」の割合が 42.9％、「冠婚葬祭」の割合が

38.1％となっています。 

 
 
 

 

 

 

 

利用したい人の合計泊数 

「３泊」の割合が9.5％と最も高くなっていま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 464 ％

利用したい

利用する必要はない

無回答

9.1

87.1

3.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 42 ％

冠婚葬祭

保護者や家族の育児疲れ・
不安

保護者や家族の病気

その他

無回答

38.1

42.9

78.6

7.1

4.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 42 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

0.0

7.1

9.5

2.4

2.4

7.1

2.4

0.0

69.0

0 20 40 60 80 100
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泊数 

ア 冠婚葬祭 

「１泊」の割合が 56.3％と最も高く、次いで

「２泊」の割合が 31.3％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 保護者や家族の育児疲れ・不安 

「１泊」の割合が 27.8％と最も高く、次いで

「２泊」「３泊」の割合がそれぞれ 22.2％となっ

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 16 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

56.3

31.3

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 18 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

27.8

22.2

22.2

0.0

0.0

11.1

11.1

0.0

5.6

0 20 40 60 80 100
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ウ 保護者や家族の病気 

「２泊」の割合が 30.3％と最も高く、次いで

「３泊」の割合が 21.2％、「１泊」「５泊」の割

合がそれぞれ 18.2％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ その他 

「１泊」「６泊～10泊」がそれぞれ１件ずつと

なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 33 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

18.2

30.3

21.2

0.0

18.2

9.1

0.0

0.0

3.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 3 ％

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊～20泊

21泊以上

無回答

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100
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問 19 子育てに関して日常悩んでいること、または、気になることはどのようなことで

すか。（あてはまる番号すべてに○）  

「子どもの友達づきあい（いじめなどを含む）に関すること」の割合が 31.0％と最も高く、

次いで「特に悩んでいることはない」の割合が 26.9％、「子どもの教育に関すること」の割合が

23.5％となっています。 

前回調査と比較して、「特に悩んでいることはない」の割合が増加しています。一方、「病

気・発育・発達に関すること」「しつけの仕方がわからないこと」「子どもとの接し方に自信が

もてないこと」「子どもと触れあう時間を十分に取れないこと」「仕事や自分のやりたいことが

十分できないこと」「子どもの教育に関すること」「子どもの友達づきあい（いじめなどを含む）

に関すること」「子育てに関して配偶者・パートナーの協力が少ないこと」「子どもを叱りすぎ

ているような気がすること」等の割合が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

病気・発育・発達に関する
こと

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからな
いこと

しつけの仕方がわからない
こと

子どもとの接し方に自信が
もてないこと

子どもと触れあう時間を十
分に取れないこと

話し相手や相談相手がいな
いこと

仕事や自分のやりたいこと
が十分できないこと

子どもの教育に関すること

子どもの友達づきあい（い
じめなどを含む）に関する
こと

登園拒否などの問題につい
て

20.9

21.6

1.7

10.6

5.2

20.0

3.0

9.7

23.5

31.0

3.7

29.9

24.5

5.8

21.2

12.6

27.3

3.2

16.5

33.1

43.2

4.0

0 20 40 60 80 100
％

子育てに関して配偶者・
パートナーの協力が少ない
こと

子育てに関して配偶者・
パートナーと意見が合わな
いこと

自分の子育てについて、親
族・近隣の人・職場等周囲
の目が気になること

配偶者・パートナー以外に
子育てを手伝ってくれる人
がいないこと

子どもを叱りすぎているよ
うな気がすること

子育てのストレスがたまっ
て、子どもに手をあげた
り、世話をしなかったりし
てしまうこと

地域の子育て支援サービス
の内容や利用方法がよくわ
からないこと

子どもの気持ちがくみ取れ
ない、わからないこと

その他

特に悩んでいることはない

無回答

5.2

5.4

3.0

3.7

19.0

2.2

3.9

5.4

2.6

26.9

3.9

12.9

8.3

7.6

2.9

34.5

5.8

2.5

10.1

3.2

12.9

2.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）
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問 20 日常生活において孤立感を感じますか。（あてはまる番号１つに○）  

「あまり感じない」の割合が 42.0％と最も高

く、次いで「全く感じない」の割合が 36.9％、

「やや感じる」の割合が 10.3％となっています。 

前回調査と比較して、「全く感じない」の割合

が増加しています。一方、「やや感じる」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
 

問 21 子育てをするにあたって、地域に求めることはありますか。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「危険な遊びやいじめを見つけたら注意して

ほしい」の割合が 48.3％と最も高く、次いで

「子ども会やお祭りなど、子どもの参加できる

活動や行事がほしい」の割合が31.3％、「遊びの

相手やスポーツを一緒にしてほしい」「地域で子

どもを見守り育てるという気持ちを持ってほし

い」の割合がそれぞれ 23.1％となっています。 

前回調査と比較して、「遊びの相手やスポーツ

を一緒にしてほしい」「特に求めることはない」

の割合が増加しています。一方、「子育ての相談

や情報交換をしたい」「危険な遊びやいじめを見

つけたら注意してほしい」「地域で子どもを見守

り育てるという気持ちを持ってほしい」の割合

が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

％

強く感じる

やや感じる

あまり感じない

全く感じない

わからない

無回答

1.5

10.3

42.0

36.9

5.8

3.4

3.6

18.3

43.9

27.3

4.3

2.5

0 20 40 60 80 100

％

子育ての相談や情報交換を
したい

危険な遊びやいじめを見つ
けたら注意してほしい

遊びの相手やスポーツを一
緒にしてほしい

子ども会やお祭りなど、子
どもの参加できる活動や行
事がほしい

緊急時に子どもを預かって
ほしい

地域で子どもを見守り育て
るという気持ちを持ってほ
しい

ともに子育てできるグルー
プやサークルなどがほしい

単なる子育て仲間や友人

その他

特に求めることはない

無回答

8.4

48.3

23.1

31.3

11.0

23.1

3.4

2.8

2.8

21.6

4.1

15.5

64.4

18.0

28.1

12.6

31.7

3.6

2.5

4.3

12.9

2.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）

令和５年度調査

（回答者数 = 464）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）
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問 22 こんな場所があったらいいと思う場所はどこですか。 

（あてはまる番号すべてに○）  

「気軽に勉強を教えてもらえる場所」の割合

が 58.2％と最も高く、次いで「自然の中で思い

切り遊べる場所」の割合が49.6％、「野球やサッ

カーが思い切りできる場所」の割合が 39.7％と

なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 464 ％

静かに勉強ができる場所

友達とたくさんおしゃべり
ができる場所

気軽に勉強を教えてもらえ
る場所

野球やサッカーが思い切り
できる場所

一人で静かに過ごせる場所

自然の中で思い切り遊べる
場所

ネット環境がととのってい
る場所

その他

特になし

無回答

22.2

34.1

58.2

39.7

6.7

49.6

17.5

4.1

9.3

2.4

0 20 40 60 80 100
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問 23 どのような環境が整えば、もっと子育て世帯が増え、子育てがしやすくなると思

いますか。（主にあてはまる番号３つまでに○）  

「高校や大学などへの進学に係る費用の経済

的支援が充実した環境」の割合が 30.2％と最も

高く、次いで「児童手当などの経済的支援が充

実した環境」の割合が 27.4％、「子どもたちが安

心して遊べる場所が身近にある環境」の割合が

21.8％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 464 ％

子育てに対し、勤務先や職
場の理解・協力が得られる
環境

子育ての悩みを相談できる
人が身近にいる環境

保育園などの入園希望者が
全て受け入れられる環境

保育園で異年齢の保育を
行っている環境

子育て中の親子の交流の場
が身近にある環境

困った時や緊急時に、安心
して子どもを預けられる環
境

学童保育の利用希望者が全
て受け入れられる環境

発達に課題のある子どもの
ための施設や相談窓口等の
支援が充実した環境

子どもたちが安心して遊べ
る場所が身近にある環境

医療費助成が充実した環境

児童手当などの経済的支援
が充実した環境

高校や大学などへの進学に
係る費用の経済的支援が充
実した環境

子育てに関する情報がすぐ
手に入る環境

子育て施設や子育てサービ
スを利用するための移動手
段の充実した環境（交通費
の補助等）

特になし

その他

無回答

19.8

4.7

4.7

0.6

1.3

15.9

4.1

3.7

21.8

14.9

27.4

30.2

1.7

9.5

6.5

3.0

29.5

0 20 40 60 80 100
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問 24 町の子育て環境をよりよいものとするために充実する必要があると思う施設や制

度は何ですか。（主にあてはまる番号３つまでに○）  

「医療施設」の割合が 68.3％と最も高く、次

いで「運動施設」の割合が47.6％、「学校施設」

の割合が 46.1％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

回答者数 = 464 ％

相談施設

医療施設

学校施設

運動施設

広報制度（Ｘ（旧ツイッ
ター）やインスタグラム等
のソーシャルネットワーク
サービスの利用等）

その他

無回答

14.0

68.3

46.1

47.6

6.7

3.2

9.9

0 20 40 60 80 100
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