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（1）子どもの育ちをめぐる環境について 

① 子育てを主に行っている方は、未就学児童の保護者については、「父母ともに」が

59.8％と最も多く、次いで「主に母親」が 37.9％となっている。就学児童の保護者

についても、「父母ともに」が 55.3％と最も多く、次いで「主に母親」が 41.5％とな

っている。前回調査と比較すると、いずれも「父母ともに」が上昇している。 

 【未就学児童/問５・就学児童/問５】 

図表 子育てを主に行っている方【単数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

 

  

51.8 

59.8 

46.0 

37.9 

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

前回調査

（n=826）

今回調査

（n=717）

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

0.6  0.1  0.4  1.1

0.0 0.7  0.0  1.5

55.3 

52.1 

41.5 

44.0 

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

今回調査

（n=465）

前回調査

（n=466）

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

1.3 0.6  0.2  1.1

1.1  0.9  0.4  1.5
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② 世帯収入について、未就学児童の保護者は「500～６00 万円未満」が最も多く、就

学児童の保護者は「700～800 万円未満」が最も多い。また、現在の家計状況につ

いて、未就学児童の保護者・就学児童の保護者ともに「ふつう」が約 6 割であり、次い

で「苦しい」が約 25％となっている。 

 【未就学児童/問４３,問４４・就学児童/問２１,問２２】 

図表 世帯収入【単数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

 

0.8 

0.7 

0.6 

0.8 

1.1 

4.0 

4.9 

5.0 

8.2 

6.8 

15.8 

13.1 

13.2 

7.8 

4.3 

10.2 

2.5 

0% 5% 10% 15% 20%

50万円未満

50万円～100万円未満

100万円～150万円未満

150万円～200万円未満

200万円～250万円未満

250万円～300万円未満

300万円～350万円未満

350万円～400万円未満

400万円～450万円未満

450万円～500万円未満

500万円～600万円未満

600万円～700万円未満

700万円～800万円未満

800万円～900万円未満

900万円～1000万円未満

1000万円以上

無回答

今回調査

(n=717)

0.9 

0.6 

2.2 

1.1 

2.2 

2.8 

5.6 

3.0 

4.5 

5.8 

12.3 

11.6 

14.6 

9.5 

7.3 

13.8 

2.4 

0% 5% 10% 15% 20%

50万円未満

50万円～100万円未満

100万円～150万円未満

150万円～200万円未満

200万円～250万円未満

250万円～300万円未満

300万円～350万円未満

350万円～400万円未満

400万円～450万円未満

450万円～500万円未満

500万円～600万円未満

600万円～700万円未満

700万円～800万円未満

800万円～900万円未満

900万円～1000万円未満

1000万円以上

無回答

今回調査

（n=465）
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図表 家計の状況（未就学児童の保護者・就学児童の保護者）【単数回答】 

 

 

 

③ 子育てで困ったことや悩んでいることは、未就学児童の保護者については、「子ども

の教育資金」が 53.3％と最も多く、次いで「食事や栄養」が 40.6％、「病気や発育・

発達」が 38.4％となっている。前回調査と比較すると、上位３項目のほか、「子どもと

の接し方や育児に自信が持てない」「子どもと過ごす時間が十分とれない」「子育てに

よる身体の疲れが大きい」が上昇し、「子どもの兄弟姉妹との関係」「子どもの友達づ

きあい（いじめ等を含む）」「仕事や自分のやりたいこと、夫婦で楽しむことなど自分の

時間が十分とれない」などがやや低下している。 【未就学児童/問４８】 

就学児童の保護者は、「子どもの教育資金」が 51.0％と最も多く、次いで「子ども

の学力・教育進度」が 39.8％、「子どもの友達づきあい（いじめ等を含む）」が

27.5％となっている。前回調査と比較すると、「食事や栄養」「子どもの接し方や育児

に自信が持てない」などがやや上昇し、「子どもと過ごす時間が十分にとれない」「子

どもの友達づきあい（いじめ等を含む）」などが低下している。 【就学児童/問３３】 

  

1.0 

0.9 

9.2 

8.4 

59.3 

56.3 

24.4 

26.5 

5.3 

7.1 

0.8 

0.9 

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

就学前児童の保護者

(n=717）

就学児童の保護者

(n=465)

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無回答
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図表 子育てに関する悩み・気になること【複数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

 

  

38.4 

40.6 

53.3 

19.4 

21.3 

11.2 

16.6 

4.7 

4.7 

21.5 

27.8 

5.3 

25.4 

7.9 

3.2 

12.1 

7.4 

2.9 

0.8 

33.8 

39.2 

18.6 

16.8 

13.8 

22.9 

4.7 

5.9 

29.4 

6.2 

23.8 

9.8 

4.4 

13.1 

6.4 

2.4 

1.2 

0% 20% 40% 60%

病気や発育・発達

食事や栄養

子どもの教育資金

子どもとの接し方や育児に自信が持てない

子どもと過ごす時間が十分とれない

子どもの兄弟姉妹との関係

子どもの友達づきあい（いじめ等を含む）

子育てに関して配偶者（パートナー）と意見が合わず、

協力が得られない

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場など

まわりの見る目が気になる

子どもの学力、教育進度

仕事や自分のやりたいこと、夫婦で楽しむことなど

自分の時間が十分とれない

子育てに関して話し相手や相談相手、

子育てを手伝ってくれる人がいない

子育てによる身体の疲れが大きい

子どもに手を上げたり、叱り過ぎたり、

世話をしなかったりしてしまう

子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない

住居等生活環境

悩みや、気になることはない

その他

無回答

今回調査

（n=717）

前回調査

（n=826）
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【就学児童の保護者】 

 

 

  

23.4 

24.7 

51.0 

15.5 

21.1 

10.3 

27.5 

6.7 

3.4 

39.8 

14.8 

3.4 

12.5 

5.2 

1.9 

6.5 

7.1 

4.3 

1.9 

24.7

22.1

51.7

13.5

25.1

11.2

41.8

7.3

4.1

41.0

16.7

4.9

12.7

4.9

4.3

9.4

8.6

4.7

1.3

0% 20% 40% 60%

病気や発育・発達

食事や栄養

子どもの教育資金

子どもとの接し方や育児に自信が持てない

子どもと過ごす時間が十分とれない

子どもの兄弟姉妹との関係

子どもの友達づきあい（いじめ等を含む）

子育てに関して配偶者（パートナー）と意見が合わず、

協力が得られない

自分の子育てについて、親族・近隣の人・

職場などまわりの見る目が気になる

子どもの学力、教育進度

仕事や自分のやりたいこと、夫婦で楽しむことなど

自分の時間が十分とれない

子育てに関して話し相手や相談相手、

子育てを手伝ってくれる人がいない

子育てによる身体の疲れが大きい

子どもに手を上げたり、叱り過ぎたり、

世話をしなかったりしてしまう

子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない

住居等生活環境

悩みや、気になることはない

その他

無回答

今回調査

（n=465）

前回調査

（n=466）
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④ 子育てに関する不安感や負担感がある方の割合は、「非常に不安や負担に感じる」、

「なんとなく不安や負担を感じる」の合計が未就学児童の保護者で 54.5％、就学児

童の保護者で 54.7％となっており、いずれも前回調査から上昇している。 【未就学

児童/問４７・就学児童/問３２】 

図表 子育てに関する不安感や負担感【単数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

 

  

6.8 

10.3 

44.9 

44.2 

30.1 

27.1 

6.7 

7.0 

10.2 

10.0 

1.3 

1.4 

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

前回調査

（n=826）

今回調査

（n=717）

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などは感じない まったく感じない

なんともいえない（わからない） 無回答

7.5

9.5 

38.4

45.2 

33.7

27.7 

8.6

7.3 

11.2

7.5 

0.6

2.8 

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

前回調査

（n=466）

今回調査

（n=465）

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などは感じない まったく感じない

なんともいえない（わからない） 無回答
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⑤ 子育てに関する悩みや不安がある場合の相談相手について、未就学児童の保護者・

就学児童の保護者ともに「配偶者・パートナー」が最も多く、次いで「親族（親・兄弟姉

妹など）」、「友人・知人・近所の人」となっているが、これら上位 3 項目の回答割合は、

前回調査から大きな変化はない。 【未就学児童/問４９・就学児童/問３４】 

なお、その他の項目では、「職場の同僚など」や「保育士や幼稚園の先生」、「インター

ネットで調べる」の回答率が前回調査よりも上昇している。 

図表 子育てに関する悩みや不安がある場合の相談相手【複数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

85.1 

73.2 

58.6 

27.1 

12.6 

26.5 

1.4 

7.8 

0.1 

11.0 

0.7 

0.0 

1.3 

0.6 

2.9 

3.5 

0.1 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

26.4 

1.1 

0.8 

1.3 

0.7 

82.3 

72.9 

61.7 

10.8 

9.7 

8.7 

0.1 

1.7 

0.1 

4.1 

0.2 

0.0 

0.2 

0.0 

0.8 

0.5 

0.0 

0.0 

10.2 

0.1 

1.1 

0.6 

1.1 

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

配偶者・パートナー

親族（親、兄弟姉妹など）

友人・知人・近所の人

職場の同僚など

保育所や幼稚園の保護者仲間

保育士や幼稚園の先生

子育てサークルの仲間

医師や看護師

ファミリー・サポート・センター

なかよしひろば（地域子育て支援拠点）

医療ホットライン

地域の民生・児童委員

市役所の子育て支援課

市役所の保育課

子育て世代包括支援センター（保健福祉館の健康増進課）

こども発達支援センター

家庭児童相談室

教育センター

教育支援センター（ふれあいるーむ21）

教育相談室

ベビーシッター

民間の相談サービス

インターネットで調べる

その他

相談相手はいない

相談すべきことはない

無回答

今回調査

（n=717）

前回調査

（n=826)
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【就学児童の保護者】 

 

 

  

72.3 

62.2 

55.5 

34.4 

25.2 

15.9 

0.6 

7.3 

0.0 

0.9 

0.6 

0.0 

1.1 

0.4 

0.6 

2.2 

0.2 

0.9 

0.4 

0.4 

0.0 

0.4 

26.9 

2.4 

3.7 

2.4 

0.9 

75.8 

59.9 

57.3 

15.9 

17.8 

9.9 

1.5 

0.0 

0.2 

0.0 

0.6 

0.0 

0.2 

0.2 

0.0 

8.6 

1.5 

1.7 

1.5 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者・パートナー

親族（親、兄弟・姉妹など）

友人・知人・近所の人

職場の同僚など

小学校などの保護者の仲間

小学校などの先生

子育てサークルの仲間

医師や看護師

ファミリー・サポート・センター

なかよしひろば（地域子育て支援拠点）

医療ホットライン

地域の民生・児童委員

市役所の子育て支援課

市役所の保育課

子育て世代包括支援センター（保健福祉館の健康増進課）

こども発達支援センター

家庭児童相談室

教育センター

教育支援センター（ふれあいるーむ２１）

教育相談室

ベビーシッター

民間の相談サービス

インターネットで調べる

その他

相談相手はいない

相談すべきことはない

無回答

今回調査

（n=465）

前回調査

(n=466)
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（2）保護者の就労状況について 

① 保護者の現在の就労状況について、未就学児童の父親は前回調査より「フルタイム

で働いている」の割合が 4.2％減少しているが、これは育児休業の取得者及び無回答

の増加によるものである。また、就学児童の父親も「フルタイムで働いている」の割合

が 3.2％減少しているが、理由は同様である。 【未就学児童/問７・就学児童/問 7】 

一方、母親は特に未就学児童において「フルタイムで働いている」の割合が

7.7％、「フルタイムで働いているが、今は休んでいる」の割合が 6.1％上昇し、「以前

は働いていたが、今は働いていない」の割合が大きく減少した。 【未就学児童/問７・

就学児童/問 7】 

図表 父親の就労状況【単数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

90.0 

94.2 

6.0 

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

今回調査

（n=717）

前回調査

（n=826）

フルタイムで働いている

フルタイムで働いているが、今は休んでいる（産前・産後休暇、育児休業・介護休業中）

パート・アルバイト等で働いている

パート・アルバイト等で働いているが、今は休んでいる（産前・産後休暇、育児休業・介護休業中）

（お子さんが生まれる前を含め）以前は働いていたが、今は働いていない

（お子さんが生まれる前を含め）これまで働いたことがない

無回答

1.7 1.3  0.1  1.0  0.0

0.4  0.4  0.0  0.7  0.1  4.2

86.9 

90.1 

11.8 

7.9 

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

今回調査

（n=465）

前回調査

（n=466)

フルタイムで働いている

フルタイムで働いているが、今は休んでいる（産前・産後休暇、育児休業・介護休業中）

パート・アルバイト等で働いている

パート・アルバイト等で働いているが、今は休んでいる（産前・産後休暇、育児休業・介護休業中）

（お子さんが生まれる前を含め）以前は働いていたが、今は働いていない

（お子さんが生まれる前を含め）これまで働いたことがない

無回答

0.2  0.4  0.0  0.6  0.0

0.0  0.9  0.0  1.1  0.0
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図表 母親の就労状況【単数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

 

  

21.4 

29.1 

14.5 

20.6 

22.8 

20.4 

2.3 

5.2 

37.0 

22.2 

1.5 

1.3 

0.5 

1.3 

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

前回調査

（n=826）

今回調査

（n=717）

フルタイムで働いている

フルタイムで働いているが、今は休んでいる（産前・産後休暇、育児休業・介護休業中）

パート・アルバイト等で働いている

パート・アルバイト等で働いているが、今は休んでいる（産前・産後休暇、育児休業・介護休業中）

（お子さんが生まれる前を含め）以前は働いていたが、今は働いていない

（お子さんが生まれる前を含め）これまで働いたことがない

無回答

42.6 

31.5 

0.9 

0.4 

39.4 

45.5 

1.1 

0.2 

14.4 

18.2 

0.0 

3.4 

1.7 

0.6 

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

今回調査

（n=465）

前回調査

（n=466）

フルタイムで働いている

フルタイムで働いているが、今は休んでいる（産前・産後休暇、育児休業・介護休業中）

パート・アルバイト等で働いている

パート・アルバイト等で働いているが、今は休んでいる（産前・産後休暇、育児休業・介護休業中）

（お子さんが生まれる前を含め）以前は働いていたが、今は働いていない

（お子さんが生まれる前を含め）これまで働いたことがない

無回答
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② 就労希望について、母親については、就労率の増加も関係していると考えられるが、

未就学児童及び就学児童のいずれも「子育てや家事などに専念したい（働く予定はな

い）」と「1 年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに働きたい」が増加してい

る。 【未就学児童/問９・就学児童/問９】 

図表 母親の就労希望【単数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

 

  

20.8 

13.8 

47.6 

31.8 

26.8 

27.4 

4.8 

27.0 

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

今回調査

(n=168)

前回調査

(n=318)

子育てや家事などに専念したい（働く予定はない）

1年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに働きたい

すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい

無回答

28.4

21.8 

28.4

23.8 

41.8

33.7 

1.5

20.8 

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

今回調査

(n=67)

前回調査

(n=101)

子育てや家事などに専念したい（働く予定はない）

1年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに働きたい

すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい

無回答
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③ 未就学児童の母親が就労を希望する子どもの年齢については、「３歳」「6 歳以上」が

多いことから、就園や小学校就学のタイミングで就労を希望することがうかがえる。 

【未就学児童/問９】 

図表 就労を希望する子どもの年齢（未就学児童の母親）【単数回答】 

 

  

7.5 

4.0 

5.0 

4.0 

30.0 

35.6 

16.3 

21.8 

10.0 

0.0 

30.0 

26.7 

1.3 

7.9 

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

今回調査

(n=79)

前回調査

(n=101)

１歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳以上 無回答
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（3）平日の定期的な教育・保育サービスの利用状況について 

① 定期的な教育・保育サービスの利用状況について、「利用している」の割合が前回調

査時から 3.8％増加した。 【未就学児童/問１０】 

図表 定期的な教育・保育サービスの利用の有無（未就学児童の保護者）【単数回答】 

 

 

②利用している事業は「保育所（認可保育所）」が 54.7％で最も多く、次いで「幼稚園」

が 19.5％、「認定こども園（保育所部）」が 10.1％となっている。前回調査時と比較

すると、「保育所（認可保育所）」や「小規模保育事業所」が上昇し、「幼稚園」が低下して

いる。 【未就学児童/問１１】 

図表 利用している定期的な教育・保育サービス（未就学児童の保護者）【複数回答】 

 

59.9 

63.7 

39.8 

36.1 

0.2 

0.1 

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

前回調査

（n=826）

今回調査

（n=717）

利用している 利用していない 無回答

19.5 

6.1 

54.7 

6.6 

2.0 

10.1 

6.6 

0.0 

2.4 

0.2 

0.9 

0.0 

0.2 

1.8 

0.0 

37.6 

5.9 

51.5 

2.2 

0.0 

3.4 

0.2 

0.8 

0.0 

0.0 

0.8 

0.2 

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育所（認可保育所）

認定こども園（幼稚園部）

認定こども園（幼稚園部）の預かり保育

認定こども園（保育所部）

小規模保育事業所

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

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育（ベビーシッター）

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

今回調査

（n=717）

前回調査

（n=826）
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③ 利用の有無にかかわらず、今後利用したいと考える教育・保育サービスは、「保育所

（認可保育所）」が最も多く、次いで「幼稚園」、「認定こども園（保育所部）」となってい

る。前回調査時では「幼稚園」が最も多く、「認可保育所」と入れ替わっている。また、

「認定こども園（保育所部）」と「認定こども園（幼稚園部）」を合わせると、今回の「幼稚

園」の利用希望を上回る。 【未就学児童/問１５】 

図表 現在の利用の有無に関わらず、定期的に利用したい教育・保育サービス 

（未就学児童の保護者）【複数回答】 

 

 

  

32.9 

21.6 

52.3 

15.6 

13.8 

24.4 

7.1 

2.5 

3.3 

3.6 

1.5 

5.3 

6.8 

1.3 

0.4 

10.9 

2.4 

55.8 

35.6 

53.4 

7.0 

3.1 

6.7 

3.0 

1.6 

1.7 

5.9 

1.1 

3.5 

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育所（認可保育所）

認定こども園（幼稚園部）

認定こども園（幼稚園部）の預かり保育

認定こども園（保育所部）

小規模な保育施設（小規模保育事業所）

家庭的保育（家庭的保育事業）

事業所内保育施設（事業所内保育事業）

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設（企業主導型保育施設を含む）

居宅訪問型保育（ベビーシッター）

ファミリー・サポート・センター

障がい児支援施設

その他

利用したいサービスはない（利用する予定はない）

無回答

今回調査

(n=717)

前回調査

(n=826)
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（4）病気やケガの際の対応について 

① 子どもが病気やケガで教育・保育サービスが利用できなかった場合の対応につい

て、未就学児童の保護者・就学児童の保護者ともに「母親が休んだ」が約 8 割と最も

多く、次いで未就学児童は前回調査時の「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみて

もらった」から「父親が休んだ」に順位が変わった。就学児童においても「父親が休ん

だ」の割合が高まっている。 【未就学児童/問２７・就学児童/問１１】 

図表 普段利用している教育・保育サービスが利用できなかった場合の対応【複数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

  

44.0 

79.9 

28.0 

21.3 

4.4 

0.5 

0.3 

0.3 

2.6 

0.5 

27.0 

73.3 

36.4 

24.3 

7.3 

0.6 

0.0 

0.6 

3.8 

0.3 

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

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

父親また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

今回調査

（n=389）

前回調査

（n=341）

26.5 

78.2 

21.0 

14.4 

0.3 

0.0 

0.0 

6.8 

5.5 

0.5 

14.0 

65.4 

21.2 

21.9 

2.7 

0.7 

0.0 

11.0 

2.4 

1.0 

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

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

父親また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

今回調査

（n=465）

前回調査

（n=292）
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② 病児・病後児のための保育施設に対する利用意向について、「利用したいとは思わな

い」とする割合は、未就学児童の保護者で 65.3％、就学児童の保護者は 85.7％と

なっている。教育・保育サービスが利用できなかった割合が増加している一方、病児・

病後児のための利用意向率が前回から低下しているが、父母が休んで対応した人が

多くなったことも要因の１つであると推察される。 【未就学児童/問２８・就学児童/ 

問１２】 

図表 病児・病後児のための保育施設等の利用意向【単数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

 

 

  

37.1 

33.4 

61.3 

65.3 

1.6 

1.2 

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

前回調査

（n=256）

今回調査

（n=329）

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

13.7 

15.0 

85.7 

84.0 

0.7 

1.0 

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

今回調査

（n=307）

前回調査

（n=200）

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
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図表 病児・病後児のための保育施設等を利用したいと思わない理由【複数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

  

42.8 

7.9 

29.3 

29.8 

28.8 

16.7 

44.2 

10.2 

2.3 

41.4 

28.0 

34.4 

56.7 

24.2 

1.9 

0% 20% 40% 60%

病気やケガの子どもを他人にみてもらうのは不安

サービスの質に不安がある

施設のある場所や利用できる時間など、利便性がよくない

利用登録等に手間がかかる

利用料がかかる・高い

利用料や利用の手続きがわからない

父母が仕事を休んで対応したい

その他

無回答

今回調査

（n=215）

前回調査

（n=157）

41.4

8.0

25.1

30.0

25.1

16.3

39.5

19.8

2.3

42.3 

27.4 

21.4 

53.0 

27.4 

1.2 

0% 20% 40% 60%

病気やケガの子どもを他人にみてもらうのは不安

サービスの質に不安がある

施設のある場所や利用できる時間など、利便性がよくない

利用登録等に手間がかかる

利用料がかかる・高い

利用料や利用の手続きがわからない

父母が仕事を休んで対応したい

その他

無回答

今回調査

(n=263)

前回調査

(n=168)
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（5）地域の子育て支援事業の利用状況について 

① 地域子育て支援拠点事業に利用状況について、「地域子育て支援拠点」を利用して

いる割合が減少した。定期的な教育・保育サービスの利用が高まっていることから、

地域子育て支援拠点事業の利用が減少したものと考えられるが、コロナ禍収束後は

利用者数が増加傾向にあることのほか、「利用している方」と「利用していない方のう

ち今後利用を希望する方」を合計した割合は約 44％と、依然として高い利用意向率

となっている。 【未就学児童/問２3・就学児童/問 24】 

図表 地域子育て支援事業の利用状況（未就学児童の保護者）【複数回答】 

 

 

図表 地域子育て支援事業の利用意向（未就学児童の保護者）【単数回答】 

 

 

  

29.4 

1.4 

69.7 

1.3 

37.4 

3.8 

58.7 

3.1 

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

なかよしひろばなどの

「地域子育て支援拠点」

「保育園開放」

利用していない

無回答

今回調査

(n=717)

前回調査

(n=826)

21.5 

27.5 

11.7 

13.4 

63.5 

54.1 

3.3 

5.0 

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

今回調査

(n=717)

前回調査

(n=826)

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

無回答
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（6）土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育サービスの利用希望

について 

① 土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育サービスの利用希望について、前回

調査時とほぼ同様の傾向となっている。【未就学児童/問１９】 

② 幼稚園利用者の、長期休暇中の教育・保育サービスの利用希望は 6 割程度となって

おり、「利用する必要はない」とする人よりも多い。 【未就学児童/問２１】 

図表 定期的な教育・保育サービスの利用希望（未就学児童の保護者）【単数回答】 

【土曜日】 

 

【日曜日・祝日】 

 

【夏休み・冬休みなど長期の休暇期間（幼稚園を利用されている方）】 

 

  

65.6 

64.9 

9.9 

9.5 

22.6 

25.1 

1.8 

0.6 

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

前回調査

（n=826）

今回調査

（n=717）

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

75.2 

76.6 

4.5 

4.3 

18.2 

17.6 

2.2 

1.5 

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

前回調査

（n=826）

今回調査

（n=717）

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

39.0 

32.2 

11.8 

18.2 

49.2 

43.0 

0.0 

6.6 

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

前回調査

（n=187）

今回調査

（n=121）

利用する必要はない 休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい 無回答
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（7）不定期の教育・保育サービスや宿泊を伴う一時預かりなどの利用につ

いて 

① 私用、親の通院、不定期の就労などの目的で不定期に利用している事業について、

未就学児童では「利用したい」が 46.3％であるのに対し、就学児童は 21.5％となっ

ている。いずれも、「私用（買物、習い事、リフレッシュ等）」、「冠婚葬祭、学校行事、通院

等」が主な理由となっている。 【未就学児童/問３２・就学児童/問１６】 

図表 不定期の教育・保育サービスの利用意向【単数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

 

【就学児童の保護者】 

 

 

  

46.3 

39.7 

49.7 

58.7 

4.0 

1.6 

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

今回調査

(n=717)

前回調査

(n=826)

利用したい 利用する必要はない 無回答

21.5 74.2 4.3 

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

今回調査

(n=465)

利用したい 利用する必要はない 無回答
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図表 不定期の教育・保育サービスの利用目的【複数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

【就学児童の保護者】 

 

 

 

 

 

  

77.1 

57.2 

25.3 

3.3 

1.5 

65.9 

53.7 

26.5 

5.2 

4.0 

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

事など、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

親の通院など

不定期の就労

その他

無回答

今回調査

(n=332)

前回調査

(n=328)

63.0

60.0

39.0

17.0

11.0

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

事など、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

親の通院など

不定期の就労

その他

無回答

今回調査

(n=100)
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② 保護者の用事により、泊りがけで預ける必要性について、未就学児童の保護者・就

学児童の保護者ともに「利用する必要はない」が約 9 割となっている。利用目的につ

いて、いずれも「保護者や家族の病気」が最も多い。 【未就学児童/問３３・就学児童/

問１７】 

図表 宿泊を伴う不定期の教育・保育サービスの利用意向 

（未就学児童の保護者・就学児童の保護者）【単数回答】 

 

 

図表 宿泊を伴う不定期の教育・保育サービスの利用目的 

（未就学児童の保護者・就学児童の保護者）【複数回答】 

 

 

  

12.1 

8.4 

86.3 

90.3 

1.5 

1.3 

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

未就学児童の保護者

(n=717)

就学児童の保護者

(n=465)

利用したい 利用する必要はない 無回答

24.1 

58.6 

63.2 

8.0 

2.3 

43.6 

51.3 

59.0 

15.4 

15.4 

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

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

未就学児童の保護者

(n=87)

就学児童の保護者

(n=39)
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（8）放課後の過ごし方について 

① 小学生低学年の放課後の希望の過ごし方について、未就学児童の保護者は、「放課

後児童クラブ（児童ホーム）」が最も多く、次いで「自宅」、「習い事」となっており、就学

児童の保護者は、「自宅」が最も多く、次いで、「習い事」、「放課後児童クラブ」となって

いる。小学生高学年の放課後の希望の過ごし方については、低学年よりも「放課後児

童クラブ」の割合が低くなり、「習い事」の割合が高くなっている。 【未就学児童/問３

４，３５・就学児童/問１８，１９】 

図表 放課後の過ごし方（未就学児童の保護者・就学児童の保護者）【複数回答】 

【小学校低学年】 

 

【小学校高学年】 

 

52.9 

20.1 

47.6 

7.7 

23.7 

56.3 

1.7 

14.1 

1.4 

44.5 

7.5 

32.9 

4.3 

10.3 

32.7 

0.2 

16.8 

30.8 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

子ども館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（児童ホーム）

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

未就学児童の保護者

(n=717)

就学児童の保護者

(n=465)

69.5 

20.1 

60.0 

8.1 

20.8 

35.6 

1.8 

18.4 

2.2 

62.2 

10.1 

48.2 

4.7 

10.5 

15.7 

0.4 

21.9 

20.6 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

子ども館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（児童ホーム）

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

未就学児童の保護者

(n=717)

就学児童の保護者

(n=465)
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② 土曜日などの放課後児童クラブの利用希望については、就学児童の保護者で、土曜

日が 26.８％、日曜日が 8.4％、祝日が 13.1％となっている。 【未就学児童/問３６

(2)～(４)・就学児童/問２０(2)～(４)】 

③ 冬休み・夏休み等の長期休暇中の放課後児童クラブの利用希望は、就学児童の保護

者で約 9 割が利用を希望している。【未就学児童/問３６(5)・就学児童/問２０(5)】 

図表 放課後児童クラブの利用希望 

（未就学児童の保護者・就学児童の保護者）【単数回答】 

【土曜日】 

 

【日曜日】 

 

 

 

  

63.5 

66.1 

10.9 

6.5 

6.8 

8.9 

2.2 

2.4 

10.6 

8.9 

6.0 

7.1 

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

未就学児童の保護者

(n=414)

就学児童の保護者

(n=168)

利用する必要はない 低学年（１～３年生）の間は利用したい

４年生まで利用したい ５年生まで利用したい

６年生まで利用したい 無回答

78.0 

84.5 

6.5 

7.1 

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

未就学児童の保護者

(n=414)

就学児童の保護者

(n=168)

利用する必要はない 低学年（１～３年生）の間は利用したい

４年生まで利用したい ５年生まで利用したい

６年生まで利用したい 無回答

4.3  3.4  1.4 6.3

2.4 2.4  0.6  3.0
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【祝日】 

 

 

【冬休み・夏休み等の長期休暇中】 

  

75.4 

79.2 

7.5 7.0 

7.7 

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

未就学児童の保護者

(n=414)

就学児童の保護者

(n=168)

利用する必要はない 低学年（１～３年生）の間は利用したい

４年生まで利用したい ５年生まで利用したい

６年生まで利用したい 無回答

5.3 3.6  1.2

3.0 3.0  1.8  5.4

6.3 

4.2 

32.4 

27.4 

15.2 

20.8 

4.1 

14.3 

36.5 

26.8 

5.6 

6.5 

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

未就学児童の保護者

(n=414）

就学児童の保護者

(n=168）

利用する必要はない 低学年（１～３年生）の間は利用したい

４年生まで利用したい ５年生まで利用したい

６年生まで利用したい 無回答
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（9）育児休業について 

① 子どもが生まれた時の育児休業の取得状況について、母親は「取得した（取得中で

ある）」が 59.0％と最も多く、父親は「取得していない」が 71.3％と最も多い。  

【未就学児童/問３7】 

同時に、職場への復帰状況について、父親における「現在も育児休業中である」の割

合が大きく増加している（P９の未就学児童の父親の就労状況参照）。 

図表 育児休業の取得状況（未就学児童の保護者）【単数回答】 

 

  

21.1 

59.0 

71.3 

9.9 

1.1 

29.7 

6.6 

1.4 

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

父親

（n=717）

母親

（n=717）

取得した（取得中である） 取得していない 働いていなかった 無回答
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② 育児休業を取得していない理由について、母親は「子育てや家事に専念するため退

職した」、父親は「仕事が忙しかった」が最も多い。次いで、父親は「職場に育児休業を

取りにくい雰囲気があった」とする回答が多かった。 【未就学児童/問３7】 

図表 育児休業を取得していない理由（未就学児童の保護者）【複数回答】 

 

 

 

  

4.2 

11.3 

11.3 

5.6 

1.4 

4.2 

2.8 

4.2 

21.1 

32.4 

14.1 

4.2 

1.4 

1.4 

16.9 

4.2 

42.3 

45.8 

0.6 

3.1 

7.6 

37.8 

2.7 

31.1 

15.5 

0.0 

11.9 

0.8 

2.7 

0.0 

7.8 

2.0 

0% 20% 40% 60%

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

収入源がなくなる、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者（パートナー）が育児休業制度を利用した

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できる

ことを知らず、退職した

その他

無回答

母親

(n=71)

父親

(n=511)



28 

 

③ 職場復帰したタイミングについて、母親は「年度初めの入所に合わせたタイミングだ

った」が最も多い。また、希望の時期に職場復帰しなかった理由について、母親は「希

望する保育所に入るため」、父親は「経済的な理由で早く復帰する必要があったため」

が最も多い。 【未就学児童/問３９，問４０，問４１】 

図表 職場復帰したタイミング（未就学児童の保護者）【単数回答】 

 

 

図表 希望する時期に職場復帰しなかった理由（未就学児童の保護者）【複数回答】 

【希望より早く復帰した方】 

 

【希望より遅く復帰した方】 

  

50.8 

5.1 

45.6 

92.6 

3.6 

2.2 

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

母親

(n=250)

父親

(n=136)

年度初め（４月）の入所に合わせたタイミング それ以外だった 無回答

35.2 

0.0 

23.1 

8.3 

9.3 

24.1 

2.3 

0.0 

43.2 

15.9 

20.5 

18.2 

0% 20% 40% 60%

希望する保育所に入るため

配偶者（パートナー）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ため

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

無回答

母親

(n=108）

父親

(n=44）

42.1 

15.8 

5.3 

0.0 

0.0 

26.3 

10.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

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

希望する保育所に入れなかったため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

配偶者（パートナー）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

母親

(n=19）

父親

(n=1）
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（10）子育て全般・こどもの権利について 

① 子育て支援の充実を図ってほしいと期待することについて、未就学児童・就学児童

ともに「子ども連れでも出掛けやすく、楽しめる場所を増やしてほしい」が最も多くな

っている。 【未就学児童/問５３・就学児童/問３７】 

図表 子育て支援の充実を図ってほしいと期待すること【複数回答】 

【未就学児童の保護者】 

 

 

38.1 

73.9 

21.8 

16.3 

16.3 

6.6 

12.8 

47.6 

25.9 

35.7 

33.5 

17.4 

12.7 

9.8 

2.9 

43.2 

70.7 

21.8 

20.6 

6.1 

16.6 

59.1 

33.9 

32.8 

30.1 

22.5 

19.2 

8.8 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80%

公共施設など、親子が安心して集まれる身近な場、

イベントの機会がほしい

子ども連れでも出掛けやすく、

楽しめる場所を増やしてほしい

子育てに困った時に、相談したり、

情報が得られる場をつくってほしい

保育所を増やしてほしい

認定こども園を増やしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

なかよしひろば（地域子育て支援拠点）を

増やしてほしい

保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほしい

専業主婦など、誰でも気軽に利用できる

保育サービスがほしい

安心して子どもが医療機関に受診できる体制を

整備してほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、

企業に職場環境改善を働きかけてほしい

仕事に就きやすくするための

資格取得補助をしてほしい

子育てについて学べる機会をつくってほしい

その他

無回答

今回調査

（n=717）

前回調査

（n=826）
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【就学児童の保護者】 

 

 

 

  

21.5 

46.7 

15.1 

4.1 

5.2 

0.9 

6.7 

15.1 

17.6 

28.0 

30.5 

19.1 

8.2 

11.0 

8.6 

22.3

42.3

10.9

24.2

21.9

13.1

4.5

4.3

0% 20% 40% 60% 80%

公共施設など、親子が安心して集まれる身近な場、イベン

トの機会がほしい

子ども連れでも出掛けやすく、楽しめる場所を増やしてほ

しい

子育てに困った時に、相談したり、情報が得られる場をつ

くってほしい

保育所を増やしてほしい

認定こども園を増やしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

なかよしひろば（地域子育て支援拠点）を増やしてほしい

保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほしい

専業主婦など、誰でも気軽に利用できる保育サービスがほ

しい

安心して子どもが医療機関に受診できる体制を整備してほ

しい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に職場環境改

善を働きかけてほしい

仕事に就きやすくするための資格取得補助をしてほしい

子育てについて学べる機会をつくってほしい

その他

無回答

今回調査

（n=465）

前回調査

（n=466）
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② 子育てに関する情報の収集方法について、未就学児童の保護者は、「友人・知人・隣

近所の人」が最も多く、次いで「インターネット」となっており、就学児童の保護者は、

「配偶者・パートナー」が最も多く、次いで「親族（親・兄弟・姉妹など）」となっている。 

【未就学児童/問５０・就学児童/問３５】 

図表 子育てに関する情報の収集方法【複数回答】 

【未就学児童の保護者】 

  

37.1 

49.1 

63.9 

28.0 

2.4 

28.6 

7.5 

11.2 

12.7 

0.0 

3.5 

9.3 

1.0 

8.5 

5.2 

6.6 

55.9 

9.8 

12.7 

1.8 

2.8 

0.6 

35.2 

55.6 

71.8 

26.4 

4.2 

31.1 

8.4 

14.2 

20.6 

0.0 

7.1 

8.6 

19.2 

60.2 

13.6 

19.2 

1.0 

1.5 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者・パートナー

親族（親、兄弟・姉妹など）

友人・知人・隣近所の人

職場の同僚など

子育てサークルの仲間

保育士や幼稚園の先生

市役所や保健福祉館などの行政機関

病院・診療所などの医療機関

なかよしひろば（地域子育て支援拠点）

地域の民生・児童委員

子育て支援課の子育てガイドブック

成田市の広報紙

千葉県の広報誌

成田市のホームページ

なりた子育て応援サイト

成田市公式SNS（フェイスブック・インスタグラム・LINE）

インターネット（民間サイトなど）

テレビ・ラジオ

雑誌や専門書

その他

特にない

無回答

今回調査

（n=717）

前回調査

（n=826）
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【就学児童の保護者】 

 

 

  

35.1

38.7

63

37.8

1.9

12.5

5.4

4.9

1.5

0.2

0.6

13.5

0.2

8.4

2.2

5.6

46.9

9.5

10.3

0.9

4.5

1.1

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

配偶者・パートナー

親族（親、兄弟・姉妹など）

友人・知人・隣近所の人

職場の同僚など

子育てサークルの仲間

保育士や幼稚園の先生

市役所や保健福祉館などの行政機関

病院・診療所などの医療機関

なかよしひろば（地域子育て支援拠点）

地域の民生・児童委員

子育て支援課の子育てガイドブック

成田市の広報紙

千葉県の広報誌

成田市のホームページ

なりた子育て応援サイト

成田市公式SNS

（フェイスブック・インスタグラム・LINE）

インターネット（民間サイトなど）

テレビ・ラジオ

雑誌や専門書

その他

特にない

無回答

今回調査

（n=465）
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③ 就学児童の保護者が「こどもの権利」について知っている割合は、「よく知っている」

が 12.3％、「少し知っている」が 41.3％、「聞いたことはある」が 34％、「知らない」

が 12％となっている。 【就学児童/問２５】 

図表 こどもの権利の認知度（就学児童の保護者）【単数回答】 

 

 

12.3 41.3 34.0 12.0 

0.4 

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

今回調査

（n=465）

よく知っている 少し知っている 聞いたことはある 知らない 無回答




