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Ⅰ 調査の概要 
 

１ 調査の目的 

 

本調査は、平成 27～31 年度を計画期間とする「北本市子ども・子育て支援事業計画」策定

の基礎資料とするため、市民の子育てニーズや考え方、確保を図るべき教育・保育・子育て支援

の量の見込みに資することを目的として実施したものです。 

 

 

２ 調査の種類と実施方法 

 

本調査においては、対象者別に次の２種類のアンケート調査を実施しました。 

 

調査の種類 調査の対象（母集団） 実施方法 

就学前児童アンケート 
市内の就学前児童（0～5 歳）の

保護者 

◇無作為抽出 1,000 人 

◇郵送による配布・回収 

小学生アンケート 
市内の就学児童（小学 1～6 年生）

の保護者 

◇無作為抽出 1,000 人 

◇郵送による配布・回収 

【調査基準日】平成 25 年 4 月 1 日 

【調 査 期 間】平成 25 年 10 月下旬～11 月 11 日（11 月 20 日回収分まで受付） 

 

 

３ 配布と回収状況 

 

調査票の配布と回収の状況は次のとおりです。 

 

 配布数 回収数 回収率 

就学前児童アンケート 1,000 票 602 票 60.2％ 

小学生アンケート 1,000 票 607 票 60.7％ 
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４ 調査結果の見方 

 

◇ 各設問ごとにその設問内容を示すタイトルを付けている。 

◇ タイトルの横には、次の２つのデータを並べている。 

 ・質問形態（ＳＡ＝単数回答、ＭＡ＝複数回答、ＦＡ＝文字記述、Ｎ＝数量回答等） 

 

 

 

 

 

 

◇ 集計結果のグラフ・表における“無回答”は、当該設問への無回答の他、回答規則違反

（例えば、単数回答の設問における複数回答など）の件数（票数）を示している。 

◇ 数表やグラフにおいては、原則として各集計数の総回答対象者数に対する比率を表示し

ている。 

◇ 集計は、小数点以下を四捨五入して算出しているため、合計が 100％にならない場合

がある。 

◇ 各設問の選択肢等について、その意味を損なわない程度に表現を簡略化している場合が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡ＝単数回答：「１つに○」「主なもの１つに○印」など選択肢を１つ選ぶ質問形態 

ＭＡ＝複数回答：「あてはまるものすべてに○」など２つ以上の選択を選ぶ質問形態 

ＦＡ＝文字記述回答 

ＮＡ＝数量回答：日数や時間、回数などの数値・数量を記入してもらう質問形態 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 就学前児童調査 
 

 

 

 

 

 

 

  



 



- 5 - 

１ 回答者について 

 

問１ 住まいの地区（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 子どもの年齢（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.1

27.2

21.9

22.4

0.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

北本中学校区

東中学校区

西中学校区

宮内中学校区

無回答

住まいの地区
（％）

n=602

16.4

15.8

13.8

15.6

19.8

18.6

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

年齢 （％）

n=602
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問３ 回答者（ＳＡ） 

・回答者は、母親が 94.4％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.4

5.0

0.7

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

母親

父親

その他

無回答

回答者 （％）

n=602

合計 北本中学
校区

東中学校
区

西中学校
区

宮内中学
校区

無回答

602 169 164 132 135 2
100.0 28.1 27.2 21.9 22.4 0.3
99 23 30 11 34 1

100.0 23.2 30.3 11.1 34.3 1.0
95 24 27 21 23 0

100.0 25.3 28.4 22.1 24.2 0.0
83 21 19 22 21 0

100.0 25.3 22.9 26.5 25.3 0.0
94 32 24 20 17 1

100.0 34.0 25.5 21.3 18.1 1.1
119 34 35 32 18 0
100.0 28.6 29.4 26.9 15.1 0.0
112 35 29 26 22 0
100.0 31.3 25.9 23.2 19.6 0.0

0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問１ 住まいの地区

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問４ 回答者の配偶関係（ＳＡ） 問３で「母親」「父親」と回答した方限定 

・「配偶者はいない」と回答した 4.3％のすべてが母子家庭です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

95.2

4.3

0.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

回答者の配偶者の有無 （％）

n=598

合計 母親 父親 その他 無回答

602 568 30 4 0
100.0 94.4 5.0 0.7 0.0
99 92 6 1 0

100.0 92.9 6.1 1.0 0.0
95 91 4 0 0

100.0 95.8 4.2 0.0 0.0
83 80 1 2 0

100.0 96.4 1.2 2.4 0.0
94 90 4 0 0

100.0 95.7 4.3 0.0 0.0
119 107 11 1 0

100.0 89.9 9.2 0.8 0.0
112 108 4 0 0

100.0 96.4 3.6 0.0 0.0
0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問３ 回答者

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

合計 配偶者が
いる

配偶者は
いない

無回答 非該当

598 569 26 3 4
100.0 95.2 4.3 0.5
568 539 26 3 0
100.0 94.9 4.6 0.5
30 30 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0
0 0 0 0 4
0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0

問４ 回答者の配偶者の有無

全体

問３ 回答者 母親

父親

その他

無回答
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問５ 子育てを主に行っている人（ＳＡ） 

・「父母ともに」が 51.8％で最も多く、次いで「主に母親」46.8％、「主に祖父母」0.8％の順

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51.8

46.8

0.0

0.8

0.3

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

子育てを主に行っている人
（％）

n=602

合計 父母とも
に

主に母親 主に父親 主に祖父
母

その他 無回答

602 312 282 0 5 2 1
100.0 51.8 46.8 0.0 0.8 0.3 0.2
99 42 56 0 1 0 0

100.0 42.4 56.6 0.0 1.0 0.0 0.0
95 42 52 0 1 0 0

100.0 44.2 54.7 0.0 1.1 0.0 0.0
83 42 39 0 0 1 1

100.0 50.6 47.0 0.0 0.0 1.2 1.2
94 57 36 0 1 0 0

100.0 60.6 38.3 0.0 1.1 0.0 0.0
119 70 47 0 1 1 0
100.0 58.8 39.5 0.0 0.8 0.8 0.0
112 59 52 0 1 0 0
100.0 52.7 46.4 0.0 0.9 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

問５ 子育てを主に行っている人

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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２ 子どもの育ちをめぐる環境について 

 

問６ 子育てに日常的にかかわっている人や施設（ＭＡ） 

・子育てに日常的にかかわっている人や施設は、「父母ともに」が 53.5％で最も多く、次いで「母

親」36.7％、「幼稚園」28.2％の順となっています。 

・年齢別にみると、０・１歳では、「母親」が４割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 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

602 322 221 25 167 170 106 52 22 1
100.0 53.5 36.7 4.2 27.7 28.2 17.6 8.6 3.7 0.2
99 51 48 4 24 0 9 4 2 0

100.0 51.5 48.5 4.0 24.2 0.0 9.1 4.0 2.0 0.0
95 52 39 5 30 0 24 5 4 0

100.0 54.7 41.1 5.3 31.6 0.0 25.3 5.3 4.2 0.0
83 45 31 4 26 12 16 8 2 1

100.0 54.2 37.3 4.8 31.3 14.5 19.3 9.6 2.4 1.2
94 48 35 3 32 36 22 11 6 0

100.0 51.1 37.2 3.2 34.0 38.3 23.4 11.7 6.4 0.0
119 69 30 4 30 62 19 12 5 0
100.0 58.0 25.2 3.4 25.2 52.1 16.0 10.1 4.2 0.0
112 57 38 5 25 60 16 12 3 0
100.0 50.9 33.9 4.5 22.3 53.6 14.3 10.7 2.7 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問６ 日常的に関わっている人・施設

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

53.5

36.7

4.2

27.7

28.2

17.6

8.6

3.7

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

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

子育てに日常的にかかわっている人・施設
（％）

n=602



- 10 - 

問７ 預かってもらえる親族・知人の有無（ＭＡ） 

・「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 61.6％で最も多く、次いで

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 30.2％、「緊急時もしくは用事の際には子ども

をみてもらえる友人・知人がいる」17.1％、「いずれもいない」10.6％の順となっています。 

・年齢別にみると「いずれもいない」は０歳で最も多く 12.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.2

61.6

2.5

17.1

10.6

0.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

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

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人
（％）

n=602

合計 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

602 182 371 15 103 64 2
100.0 30.2 61.6 2.5 17.1 10.6 0.3
99 28 62 1 10 12 0

100.0 28.3 62.6 1.0 10.1 12.1 0.0
95 29 61 2 8 10 1

100.0 30.5 64.2 2.1 8.4 10.5 1.1
83 27 47 1 7 8 1

100.0 32.5 56.6 1.2 8.4 9.6 1.2
94 28 62 1 17 9 0

100.0 29.8 66.0 1.1 18.1 9.6 0.0
119 40 72 8 29 12 0
100.0 33.6 60.5 6.7 24.4 10.1 0.0
112 30 67 2 32 13 0
100.0 26.8 59.8 1.8 28.6 11.6 0.0
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問７ みてもらえる親族・知人の有無

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問８ 子育てに関して日常悩んでいること（ＭＡ） 

・「子どもを叱りすぎているような気がすること」が 31.6％で最も多く、次いで「子育てにかか

る経済的負担が大きいこと」30.7％、「食事や栄養に関すること」29.9％となっています。 

・年齢別にみると、０～２歳では「食事や栄養に関すること」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.6

29.9

4.8

10.6

16.6

3.7

21.4

19.6

13.1

0.8

11.1

6.1

5.6

13.5

31.6

3.8

4.7

30.7

6.1

11.8

1.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

病気や発育・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

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

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

友達づきあいに関すること

登園拒否、不登校に関すること

子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が少ないこと

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと

親族・近隣の人・職場などまわりの見る目が気になること

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

子どもに手を上げたり、世話をしなかったりしてしまうこと

子育て支援サービスの内容や利用・申し込み方法がよくわからないこと

子育てにかかる経済的負担が大きいこと

その他

特にない

無回答

子育てに日常悩んでいること
（％）

n=602
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合計 病気や発
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

子どもと
の接し方
に自信が
持てない
こと

子どもと
の時間を
十分にと
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

友達づき
あいに関
すること

登園拒
否、不登
校に関す
ること

子育てに
関しての
配偶者・
パート
ナーの協
力が少な
いこと

602 160 180 29 64 100 22 129 118 79 5 67
100.0 26.6 29.9 4.8 10.6 16.6 3.7 21.4 19.6 13.1 0.8 11.1
99 32 43 8 16 12 5 23 14 7 1 17

100.0 32.3 43.4 8.1 16.2 12.1 5.1 23.2 14.1 7.1 1.0 17.2
95 27 31 6 10 16 5 20 16 6 0 12

100.0 28.4 32.6 6.3 10.5 16.8 5.3 21.1 16.8 6.3 0.0 12.6
83 20 26 1 5 13 3 17 14 5 0 8

100.0 24.1 31.3 1.2 6.0 15.7 3.6 20.5 16.9 6.0 0.0 9.6
94 23 27 4 11 17 4 18 19 16 0 7

100.0 24.5 28.7 4.3 11.7 18.1 4.3 19.1 20.2 17.0 0.0 7.4
119 31 32 6 12 22 3 28 29 25 3 14
100.0 26.1 26.9 5.0 10.1 18.5 2.5 23.5 24.4 21.0 2.5 11.8
112 27 21 4 10 20 2 23 26 20 1 9
100.0 24.1 18.8 3.6 8.9 17.9 1.8 20.5 23.2 17.9 0.9 8.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 配偶者・
パート
ナーと子
育てに関
して意見
が合わな
いこと

親族・近
隣の人・
職場など
まわりの
見る目が
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

子どもに
手を上げ
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・申
し込み方
法がよく
わからな
いこと

子育てに
かかる経
済的負担
が大きい
こと

その他 特にない 無回答

602 37 34 81 190 23 28 185 37 71 8
100.0 6.1 5.6 13.5 31.6 3.8 4.7 30.7 6.1 11.8 1.3
99 2 5 23 23 1 7 24 7 7 1

100.0 2.0 5.1 23.2 23.2 1.0 7.1 24.2 7.1 7.1 1.0
95 6 3 10 18 2 7 26 6 10 1

100.0 6.3 3.2 10.5 18.9 2.1 7.4 27.4 6.3 10.5 1.1
83 5 5 11 27 2 2 25 3 12 3

100.0 6.0 6.0 13.3 32.5 2.4 2.4 30.1 3.6 14.5 3.6
94 4 4 9 33 3 5 30 7 13 1

100.0 4.3 4.3 9.6 35.1 3.2 5.3 31.9 7.4 13.8 1.1
119 14 10 20 47 8 3 42 7 13 2
100.0 11.8 8.4 16.8 39.5 6.7 2.5 35.3 5.9 10.9 1.7
112 6 7 8 42 7 4 38 7 16 0
100.0 5.4 6.3 7.1 37.5 6.3 3.6 33.9 6.3 14.3 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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問８ 子育てに日常悩んでいること

問８ 子育てに日常悩んでいること

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答



- 13 - 

問９ 相談相手や場所の有無（ＳＡ） 

・相談相手や場所が「いる／ある」が 94.0％となっています。 

・年齢別にみると、「いない／ない」は４歳で 8.4％と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

94.0

5.1

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

いる／ある

いない／ない

無回答

子育ての相談相手・場所
（％）

n=602

合計 いる／あ
る

いない／
ない

無回答

602 566 31 5
100.0 94.0 5.1 0.8
99 93 5 1

100.0 93.9 5.1 1.0
95 94 1 0

100.0 98.9 1.1 0.0
83 80 1 2

100.0 96.4 1.2 2.4
94 86 7 1

100.0 91.5 7.4 1.1
119 108 10 1

100.0 90.8 8.4 0.8
112 105 7 0

100.0 93.8 6.3 0.0
0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0

問９ 子育ての相談相手／相
談場所の有無

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問９-1 相談先（ＭＡ） 

・「祖父母等の親族」が 86.7％で最も多く、次いで「友人や知人」76.3％、「幼稚園」23.0％

の順となっています。 

・年齢別でみると、５歳は「友人や知人」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 祖父母等
の親族

友人や知
人

近所の人 子育て支
援施設・
ＮＰＯ

保健所・
保健セン
ター

保育所 幼稚園 民生委
員・児童
委員

かかりつ
けの医師

自治体の
子育て関
連担当窓
口

その他 無回答 非該当

566 491 432 89 36 12 97 130 3 42 10 13 0 36
100.0 86.7 76.3 15.7 6.4 2.1 17.1 23.0 0.5 7.4 1.8 2.3 0.0
93 84 66 14 14 5 12 1 0 7 2 1 0 6

100.0 90.3 71.0 15.1 15.1 5.4 12.9 1.1 0.0 7.5 2.2 1.1 0.0
94 81 67 13 10 4 21 4 0 10 3 1 0 1

100.0 86.2 71.3 13.8 10.6 4.3 22.3 4.3 0.0 10.6 3.2 1.1 0.0
80 71 58 9 3 1 13 12 2 4 1 0 0 3

100.0 88.8 72.5 11.3 3.8 1.3 16.3 15.0 2.5 5.0 1.3 0.0 0.0
86 74 66 15 3 0 23 26 0 11 2 9 0 8

100.0 86.0 76.7 17.4 3.5 0.0 26.7 30.2 0.0 12.8 2.3 10.5 0.0
108 91 86 18 5 0 13 46 1 4 1 0 0 11
100.0 84.3 79.6 16.7 4.6 0.0 12.0 42.6 0.9 3.7 0.9 0.0 0.0
105 90 89 20 1 2 15 41 0 6 1 2 0 7
100.0 85.7 84.8 19.0 1.0 1.9 14.3 39.0 0.0 5.7 1.0 1.9 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問9-1 相談先

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

86.7

76.3

15.7

6.4

2.1

17.1

23.0

0.5

7.4

1.8

2.3

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設・ＮＰＯ

保健所・保健センター

保育所

幼稚園

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答

相談先
（％）

n=566
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３ 保護者の就労状況について 

 

問 10(1) 母親の就労状況（ＳＡ） 

・「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 46.3％で最も多く、次いで「パート・ア

ルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」24.1％、「フルタイムで就労

しており産休・育休・介護休業中ではない」が 16.9％の順となっています。 

・年齢別にみると、４・５歳の母親は「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介

護休業中ではない」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.9

5.8

24.1

0.5

46.3

4.5

1.8

0.0 20.0 40.0 60.0

フルタムで就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない

フルタムで就労しているが、産休・

育休・介護休業中である

パート・ゕルバト等で就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない

パート・ゕルバト等で就労している

が、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労

していない

これまで就労したことがない

無回答

母親の就労状況 （％）

n=602
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問 10(1)-1 母親の就労日数・就労時間（ＮＡ） 

［１週当たり就労日数］ 

・母親の１週当たりの就労日数は、週に５日が 64.2％で最も多く、次いで４日が 11.9％で、

平均で 4.56 日となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 フルタイ
ムで就労
してお
り、産
休・育
休・介護
休業中で
はない

フルタイ
ムで就労
している
が、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

パート・
アルバイ
ト等で就
労してお
り、産
休・育
休・介護
休業中で
はない

パート・
アルバイ
ト等で就
労してい
るが、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

以前は就
労してい
たが、現
在は就労
していな
い

これまで
就労した
ことがな
い

無回答

602 102 35 145 3 279 27 11
100.0 16.9 5.8 24.1 0.5 46.3 4.5 1.8
99 8 12 8 0 66 3 2

100.0 8.1 12.1 8.1 0.0 66.7 3.0 2.0
95 21 7 13 1 51 2 0

100.0 22.1 7.4 13.7 1.1 53.7 2.1 0.0
83 13 5 11 1 42 5 6

100.0 15.7 6.0 13.3 1.2 50.6 6.0 7.2
94 16 8 28 0 40 2 0

100.0 17.0 8.5 29.8 0.0 42.6 2.1 0.0
119 23 2 42 1 39 9 3
100.0 19.3 1.7 35.3 0.8 32.8 7.6 2.5
112 21 1 43 0 41 6 0
100.0 18.8 0.9 38.4 0.0 36.6 5.4 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問10(1)母親の就労状況

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

3.9

3.9

6.3

11.9

64.2

7.7

0.4

1.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

1週当たりの就労日数
（％）

n=285
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［１日当たり就労時間］ 

・１日当たりの就労時間は、８時間が 22.8％で最も多く、次いで 6 時間が 18.6％となってお

り、8 時間以上が 35.1％を占めています。 

・平均で、6.46 時間となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.4

2.8

4.2

13.7

7.7

18.6

14.4

22.8

6.3

3.5

1.1

1.4

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間以上

無回答

1日当たりの就労時間

（％）

n=285
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問 10(1)-2 母親の家を出る時間と帰宅時間（ＮＡ） 

・母親が就労のために家を空けている時間帯は、８時～16 時が７割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

母親が就労のために家を空けている時間帯



- 19 - 

問 10(2) 父親の就労状況（ＳＡ） 

・「フルタイムで就労しており産休・育休・介護休業中ではない」が 86.3％で最も多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 フルタイ
ムで就労
してお
り、産
休・育
休・介護
休業中で
はない

フルタイ
ムで就労
している
が、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

パート・
アルバイ
ト等で就
労してお
り、産
休・育
休・介護
休業中で
はない

パート・
アルバイ
ト等で就
労してい
るが、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

以前は就
労してい
たが、現
在は就労
していな
い

これまで
就労した
ことがな
い

無回答 非該当

576 497 2 5 0 6 3 63 26
100.0 86.3 0.3 0.9 0.0 1.0 0.5 10.9
95 81 1 1 0 2 1 9 4

100.0 85.3 1.1 1.1 0.0 2.1 1.1 9.5
92 80 0 0 0 2 0 10 3

100.0 87.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 10.9
80 66 0 0 0 0 1 13 3

100.0 82.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 16.3
88 72 1 2 0 1 0 12 6

100.0 81.8 1.1 2.3 0.0 1.1 0.0 13.6
116 106 0 1 0 1 1 7 3

100.0 91.4 0.0 0.9 0.0 0.9 0.9 6.0
105 92 0 1 0 0 0 12 7

100.0 87.6 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 11.4
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

問10(2)父親の就労状況

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

86.3

0.3

0.9

0.0

1.0

0.5

10.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

フルタムで就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない

フルタムで就労しているが、産休・

育休・介護休業中である

パート・ゕルバト等で就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない

パート・ゕルバト等で就労している

が、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労

していない

これまで就労したことがない

無回答

父親の就労状況 （％）

n=576
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問 10(2)-1 父親の就労日数・就労時間（ＮＡ） 

［１週当たり就労日数］ 

・父親の１週当たりの就労日数は、週に５日が 63.7％で最も多く、次いで６日が 30.2％とな

っています。 

・週５日以上が 95.5％を占めており、平均で 5.3 日となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１日当たり就労時間］ 

・１日当たりの就労時間は、８時間が 24.4％で最も多く、次いで 10 時間が 24.2％で、10 時

間以上が過半数を占めており、平均で 10.08 時間となっています。 

・ほとんどがフルタイムで就労している父親の１日当たりの就労時間は、フルタイムが 2 割程度

の母親に比べ長時間になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.2

0.2

1.0

0.6

63.7

30.2

1.6

2.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

1週当たりの就労日数
（％）

n=504

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

0.4

0.8

24.4

15.1

24.2

6.7

12.7

2.8

3.8

2.8

5.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間以上

無回答

1日当たりの就労時間

（％）

n=504
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問 10(2)-2 父親の家を出る時間と帰宅時間（ＮＡ） 

・父親が就労のために家を空けている時間帯は、８時～17 時が９割以上でとなっています。 

・７時～19 時も６割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0時

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

父親が就労のために家を空けている時間帯
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問 11(1) 母親のフルタイムへの転換希望（ＳＡ） 

・パート・アルバイトの母親 148 人中、「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が

40.5％で最も多く、次いで「フルタイムへの転換希望があるが、実現できる見込みはない」

が 25.7％となっています。 

・年齢別では、フルタイムの転換希望（「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みが

あり」+「フルタイムへの転換希望があるが、実現できる見込みはない」）は 2 歳で半数を占め

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 フルタイ
ムへの転
換希望が
あり、実
現できる
見込みが
ある

フルタイ
ムへの転
換希望は
あるが、
実現でき
る見込み
はない

パート・
アルバイ
ト等の就
労を続け
ることを
希望

パート・
アルバイ
ト等をや
めて子育
てや家事
に専念し
たい

無回答 非該当

148 10 38 60 3 37 454
100.0 6.8 25.7 40.5 2.0 25.0
8 1 1 5 0 1 91

100.0 12.5 12.5 62.5 0.0 12.5
14 0 6 2 2 4 81

100.0 0.0 42.9 14.3 14.3 28.6
12 3 3 4 0 2 71

100.0 25.0 25.0 33.3 0.0 16.7
28 5 7 9 1 6 66

100.0 17.9 25.0 32.1 3.6 21.4
43 1 11 20 0 11 76

100.0 2.3 25.6 46.5 0.0 25.6
43 0 10 20 0 13 69

100.0 0.0 23.3 46.5 0.0 30.2
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問11(1)母親のフルタイムへの転換希望

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

6.8

25.7

40.5

2.0

25.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

フルタムへの転換希望があり、実現

できる見込みがある

フルタムへの転換希望はあるが、実現

できる見込みはない

パート・ゕルバト等の就労を続けること

を希望

パート・ゕルバト等をやめて子育てや

家事に専念したい

無回答

母親のフルタイムへの転換希望
（％）

n=148
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問 11(2) 父親のフルタイムへの転換希望（ＳＡ） 

・パート・アルバイトの父親５人中、「フルタイムへの転換希望があるが、実現できる見込みは

ない」と「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 40.0％、「フルタイムへの転

換希望があり、実現できる見込みがある」20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.0

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

フルタムへの転換希望があり、実現でき

る見込みがある

フルタムへの転換希望はあるが、実現で

きる見込みはない

パート・ゕルバト等の就労を続けること

を希望

パート・ゕルバト等をやめて子育てや家

事に専念したい

無回答

父親のフルタイムへの転換希望
（％）

n=5

合計 フルタイ
ムへの転
換希望が
あり、実
現できる
見込みが
ある

フルタイ
ムへの転
換希望は
あるが、
実現でき
る見込み
はない

パート・
アルバイ
ト等の就
労を続け
ることを
希望

パート・
アルバイ
ト等をや
めて子育
てや家事
に専念し
たい

無回答 非該当

5 1 2 2 0 0 597
100.0 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0
1 0 1 0 0 0 98

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 95
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 83
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1 0 1 0 0 92

100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0
1 0 0 1 0 0 118

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
1 0 1 0 0 0 111

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問11(2)父親のフルタイムへの転換希望

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 12(1) 母親の就労意向（ＳＡ、ＮＡ） 

・現在就業していない母親は、「１年より先、一番下の子どもが□歳になったころに就労したい」

が 40.8％で最も多く、次いで、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 20.9％、

「子育てや家事などに専念したい」17.6％の順となっています。 

・年齢別では、５歳の「子育てや家事などに専念したい」が 27.7％で、他の年齢に比べ多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.6

40.8

20.9

20.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

子育てや家事などに専念したい（就労の予定

はない）

１年より先、一番下の子どもが □□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

母親の就労希望
（％）

n=306

合計 子育てや
家事など
に専念し
たい

１年より
先、一番
下の子ど
もが　□
□歳に
なったこ
ろに就労
したい

すぐにで
も、もし
くは１年
以内に就
労したい

無回答 非該当

306 54 125 64 63 296
100.0 17.6 40.8 20.9 20.6
69 13 26 14 16 30

100.0 18.8 37.7 20.3 23.2
53 11 31 3 8 42

100.0 20.8 58.5 5.7 15.1
47 3 18 13 13 36

100.0 6.4 38.3 27.7 27.7
42 7 17 11 7 52

100.0 16.7 40.5 26.2 16.7
48 7 20 11 10 71

100.0 14.6 41.7 22.9 20.8
47 13 13 12 9 65

100.0 27.7 27.7 25.5 19.1
0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問12(1)母親の就労希望

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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[一番下の子どもの年齢] 

・「１年より先、一番下の子どもが□歳になったころに就労したい」と回答した方の、一番下の

子どもの年齢は、「７歳以上」が 32.0％、「3 歳」が 29.6％で、平均で 5.20 歳となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[希望する就労形態] 

・「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した５人が希望する就労形態は、「パー

トタイム・アルバイト」が 84.4％、「フルタイム」が 10.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.8

2.4

29.6

14.4

8.8

10.4

32.0

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

6歳

7歳以上

無回答

就労したい一番下の子どもの年齢
（％）

n=125

10.9

84.4

4.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

フルタム

パートタム、ゕルバト等

無回答

希望する就労形態

（％）

n=64
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[希望する１週当たり就労日数] 

・1 週当たり就労日数は、「３日」が 31.3％、「4 日」が 29.7％で、平均で 3.71 日となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[希望する１日当たり就労時間] 

・１日当たりの就労時間は、「５時間」が 32.8％、「４時間」が 31.3％で、平均で 4.89 時間と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.1

31.3

29.7

18.8

1.6

0.0

12.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

1週当たりの就労日数
（％）

n=64

0.0

0.0

4.7

31.3

32.8

12.5

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間以上

無回答

1日当たりの就労時間

（％）

n=64
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問 12(2) 父親の就労意向（ＳＡ、ＮＡ） 

・現在就業していない父親は、「子育てや家事などに専念したい」が 10.0％（1 人）で、その他

の回答はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.0

0.0

0.0

90.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

子育てや家事などに専念したい（就労の予定

はない）

１年より先、一番下の子どもが □□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

父親の就労希望
（％）

n=10
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４ 平日の定期的な教育・保育事業の利用について 

 

問 13 利用の有無（ＳＡ） 

・「利用している」が 65.9％、「利用していない」が 33.4％となっています。 

・年齢別にみると、2 歳以上は「利用している」割合の方が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65.9

33.4

0.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

利用している

利用していない

無回答

定期的な教育・保育事業の利用の有無 （％）

n=602

合計 利用して
いる

利用して
いない

無回答

602 397 201 4
100.0 65.9 33.4 0.7
99 16 81 2

100.0 16.2 81.8 2.0
95 31 63 1

100.0 32.6 66.3 1.1
83 44 38 1

100.0 53.0 45.8 1.2
94 85 9 0

100.0 90.4 9.6 0.0
119 117 2 0

100.0 98.3 1.7 0.0
112 104 8 0

100.0 92.9 7.1 0.0
0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0

問13 定期的な教育・保育事
業の利用の有無

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 13-1 利用している教育・保育事業（ＭＡ） 

・利用している教育・保育事業は、「幼稚園」が 44.3％、「認定こども園」が 25.4％、「認可保

育所」が 24.9％となっています。 

・年齢別にみると、0・１歳は「認可保育所」が過半数で、２歳以上は「幼稚園」が最も多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.3

8.3

24.9

25.4

0.5

1.0

0.3

0.8

0.3

0.0

2.8

0.5

0.0 20.0 40.0 60.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭保育室

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサリールーム

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

フゔミリー・サポート・センター

その他

無回答

利用している教育・保育事業
（％）

n=397
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合計 幼稚園 幼稚園の
預かり保
育

認可保育
所

認定こど
も園

家庭保育
室

事業所内
保育施設

家庭保育
室・ナー
サリー
ルーム

その他の
認可外の
保育施設

居宅訪問
型保育

397 176 33 99 101 2 4 1 3 1
100.0 44.3 8.3 24.9 25.4 0.5 1.0 0.3 0.8 0.3
16 1 0 8 4 1 1 1 0 0

100.0 6.3 0.0 50.0 25.0 6.3 6.3 6.3 0.0 0.0
31 2 1 18 7 1 1 0 1 0

100.0 6.5 3.2 58.1 22.6 3.2 3.2 0.0 3.2 0.0
44 16 2 15 10 0 0 0 1 0

100.0 36.4 4.5 34.1 22.7 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0
85 32 8 21 26 0 1 0 1 0

100.0 37.6 9.4 24.7 30.6 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0
117 62 10 19 34 0 0 0 0 0
100.0 53.0 8.5 16.2 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 63 12 18 20 0 1 0 0 1
100.0 60.6 11.5 17.3 19.2 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 ファミ
リー・サ
ポート・
センター

その他 無回答 非該当

397 0 11 2 205
100.0 0.0 2.8 0.5
16 0 0 0 83

100.0 0.0 0.0 0.0
31 0 1 0 64

100.0 0.0 3.2 0.0
44 0 3 0 39

100.0 0.0 6.8 0.0
85 0 4 0 9

100.0 0.0 4.7 0.0
117 0 3 1 2
100.0 0.0 2.6 0.9
104 0 0 1 8
100.0 0.0 0.0 1.0
0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0

問13-1 利用している教育・保育事業

問13-1 利用している教育・保育事業

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 13-2 利用状況と利用意向（ＮＡ） 

［現在の週当たり利用日数］ 

・週当たり利用日数は、現在は５日が 93.2％で、平均で 4.88 日となっています。 

・利用している事業別では、どのサービスにおいても５日が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3

2.3

0.0

2.0

93.2

1.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

1週当たりの利用日数【現在】
（％）

n=397

合計 1日 2日 3日 4日 5日 無回答 非該当

397 5 9 0 8 370 5 205
100.0 1.3 2.3 0.0 2.0 93.2 1.3
176 2 7 0 0 166 1 0
100.0 1.1 4.0 0.0 0.0 94.3 0.6
33 0 0 0 0 33 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
99 2 0 0 2 95 0 0

100.0 2.0 0.0 0.0 2.0 96.0 0.0
101 0 0 0 4 96 1 0
100.0 0.0 0.0 0.0 4.0 95.0 1.0
2 0 0 0 0 2 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
4 0 0 0 1 3 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0
1 0 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
3 0 1 0 1 1 0 0

100.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0
1 0 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1 2 0 0 6 2 0

100.0 9.1 18.2 0.0 0.0 54.5 18.2
2 0 0 0 0 1 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0

問13-2(1) 現在の週当たりの利用日数

全体

問13-1 利用
している教
育・保育事業

幼稚園

幼稚園の預かり保
育
認可保育所

認定こども園

家庭保育室

事業所内保育施設

家庭保育室・ナー
サリールーム
その他の認可外の
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
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［現在の 1日当たり利用時間］ 

・現在の 1 日当たり利用時間は、５時間が 29.2％、6 時間が 15.4％、8 時間が 13.4％で、平

均で 6.93 時間となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.3

0.8

0.8

5.8

29.2

15.4

4.8

13.4

10.6

12.1

3.3

1.8

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

1日当たりの利用時間【現在】

（％）

n=397
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［現在の利用時間帯（ＮＡ）］ 

・現在の利用時間帯は、９時～13 時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0時

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

平日の定期的な教育・保育事業の利用時間帯

【現状】
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［希望の週当たり利用日数］ 

・週当たり利用日数は、５日が 81.1％で、平均で 4.99 日となっています。 

・利用している事業別では、どのサービスにおいても５日が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.3

0.3

2.0

1.5

81.1

14.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

1週当たりの利用日数【希望】
（％）

n=397

合計 1日 2日 3日 4日 5日 無回答 非該当
397 1 1 8 6 322 59 205
100.0 0.3 0.3 2.0 1.5 81.1 14.9
217 1 1 7 4 177 27 153
100.0 0.5 0.5 3.2 1.8 81.6 12.4
128 1 0 6 1 106 14 57
100.0 0.8 0.0 4.7 0.8 82.8 10.9
138 0 0 0 2 116 20 55
100.0 0.0 0.0 0.0 1.4 84.1 14.5
118 0 0 2 2 101 13 46
100.0 0.0 0.0 1.7 1.7 85.6 11.0
8 0 0 0 1 7 0 7

100.0 0.0 0.0 0.0 12.5 87.5 0.0
11 0 0 0 1 7 3 1

100.0 0.0 0.0 0.0 9.1 63.6 27.3
20 0 0 0 1 16 3 13

100.0 0.0 0.0 0.0 5.0 80.0 15.0
1 0 0 0 0 1 0 3

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0 0 0 1 7 2 4

100.0 0.0 0.0 0.0 10.0 70.0 20.0
35 0 0 0 1 29 5 14

100.0 0.0 0.0 0.0 2.9 82.9 14.3
3 0 0 0 0 3 0 3

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
13 0 0 0 0 7 6 11

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.8 46.2

問13-2(2) 希望の週当たりの利用日数

全体

問14 定
期的に利
用したい
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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
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［希望の 1日当たり利用時間］ 

・1 日当たり利用時間は、６時間が 16.9％、8 時間が 15.6％、10 時間が 12.3％で、平均で

7.06 時間となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0

0.5

0.3

1.5

10.6

16.9

11.6

15.6

8.8

12.3

2.5

3.0

16.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

1日当たりの利用時間【希望】

（％）

n=397
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［希望の利用時間帯（ＮＡ）］ 

・希望の利用時間帯は、９時～13 時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0時

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

平日の定期的な教育・保育事業の利用時間帯

【希望】
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問 13-3 教育・保育事業の利用場所（ＳＡ） 

・「北本市内」が 92.4％、「他の市町村」が 5.5％となっています。 

・「他の市町村」は、幼稚園では、鴻巣市 8 人、桶川市 3 人、上尾市と行田市１人の記述があり

ました。 

・利用している事業別にみると、「その他の認可外の保育施設」が 66.7％ともっと多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.4

5.5

2.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

北本市内

他の市町村

無回答

教育・保育事業の実施場所【現在】
（％）

n=397

合計 北本市内 他の市町
村

無回答 非該当

397 367 22 8 205
100.0 92.4 5.5 2.0
176 157 15 4 0
100.0 89.2 8.5 2.3
33 29 3 1 0

100.0 87.9 9.1 3.0
99 97 1 1 0

100.0 98.0 1.0 1.0
101 98 2 1 0
100.0 97.0 2.0 1.0

2 2 0 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0

4 3 1 0 0
100.0 75.0 25.0 0.0

1 1 0 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0

3 1 2 0 0
100.0 33.3 66.7 0.0

1 1 0 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0
11 9 1 1 0

100.0 81.8 9.1 9.1
2 1 0 1 0

100.0 50.0 0.0 50.0

問13-3 現在利用している実施場所

全体

問13-1
利用して
いる教
育・保育
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭保育室

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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
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問 13-4 教育・保育事業の利用理由（ＭＡ） 

・「子どもの教育や発達のため」が 71.3％、「子育てをしている方が現在就労している」46.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 子どもの
教育や発
達のため

子育てを
している
方が現在
就労して
いる

子育てを
している
方が就労
予定があ
る／求職
中である

子育てを
している
方が家
族・親族
などを介
護してい
る

子育てを
している
方が病気
や障害が
ある

子育て）
をしてい
る方が学
生である

その他 無回答 非該当

397 283 186 7 2 3 0 3 9 205
100.0 71.3 46.9 1.8 0.5 0.8 0.0 0.8 2.3
176 166 34 2 0 2 0 2 5 0
100.0 94.3 19.3 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 2.8
33 28 19 0 0 1 0 0 1 0

100.0 84.8 57.6 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
99 35 96 2 1 1 0 0 0 0

100.0 35.4 97.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
101 71 46 3 1 0 0 0 2 0
100.0 70.3 45.5 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1 4 0 0 0 0 0 0 0

100.0 25.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 10 0 0 0 0 0 2 1 0

100.0 90.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 9.1
2 0 1 0 0 0 0 0 1 0

100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

問13-4 利用している理由

全体

問13-1
利用して
いる教
育・保育
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭保育室

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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

71.3

46.9

1.8

0.5

0.8

0.0

0.8

2.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就

労している

子育てをしている方が就労予

定がある／求職中である

子育てをしている方が家族・

親族などを介護している

子育てをしている方が病気や

障害がある

子育てをしている方が学生で

ある

その他

無回答

利用している理由
（％）

n=397
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問 13-5 教育・保育事業の未利用の理由（ＭＡ） 

・「利用する必要がない」が 50.7％で最も多く、次いで、「子どもがまだ小さいため」が 48.3％

「利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない」13.9％となっています。 

・年齢別にみると、０歳・３歳は「子どもがまだ小さいため」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.7

6.5

0.0

5.0

13.9

3.0

4.0

48.3

7.5

2.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

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、保育・教育の事

業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で

事業を利用できない

使用したいが、延長・夜間等の

時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所

など、納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

その他

無回答

利用していない理由

（％）

n=201

合計 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、保
育・教育
の事業に
空きがな
い

利用した
いが、経
済的な理
由で事業
を利用で
きない

使用した
いが、延
長・夜間
等の時間
帯の条件
が合わな
い

利用した
いが、事
業の質や
場所な
ど、納得
できる事
業がない

子どもが
まだ小さ
いため

その他 無回答 非該当

201 102 13 0 10 28 6 8 97 15 5 401
100.0 50.7 6.5 0.0 5.0 13.9 3.0 4.0 48.3 7.5 2.5
81 41 4 0 7 8 2 1 45 7 2 18

100.0 50.6 4.9 0.0 8.6 9.9 2.5 1.2 55.6 8.6 2.5
63 34 5 0 2 7 4 4 33 5 0 32

100.0 54.0 7.9 0.0 3.2 11.1 6.3 6.3 52.4 7.9 0.0
38 20 2 0 1 8 0 2 15 2 0 45

100.0 52.6 5.3 0.0 2.6 21.1 0.0 5.3 39.5 5.3 0.0
9 2 1 0 0 2 0 0 3 1 1 85

100.0 22.2 11.1 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 33.3 11.1 11.1
2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 117

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0
8 3 1 0 0 2 0 1 0 0 2 104

100.0 37.5 12.5 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5 0.0 0.0 25.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問13-5 利用していない理由

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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［事業を利用しようと考える子どもの年齢］ 

・事業を利用しようと考えている子どもの年齢は、「3 歳」が 41.2％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 定期的に利用したい教育・保育事業（ＭＡ） 

・利用したい事業は、「幼稚園」が 61.5％、「認可保育所」が 32.1％となっています。 

・年齢別にみると、「認可保育所」は０歳では 46.5％と利用意向が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0

10.3

41.2

21.6

4.1

22.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

利用しようと考えている子どもの年齢
（％）

n=97

61.5

30.7

32.1

27.2

2.5

2.0

5.5

0.7

0.3

2.3

8.1

1.0

4.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサリールーム

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

フゔミリー・サポート・センター

その他

無回答

定期的に利用したい事業
（％）

n=602
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合計 幼稚園 幼稚園の
預かり保
育

認可保育
所

認定こど
も園

小規模な
保育施設

家庭的保
育

事業所内
保育施設

家庭保育
室・ナー
サリー
ルーム

その他の
認可外の
保育施設

居宅訪問
型保育

602 370 185 193 164 15 12 33 4 2 14
100.0 61.5 30.7 32.1 27.2 2.5 2.0 5.5 0.7 0.3 2.3
99 65 33 46 28 5 1 8 2 1 3

100.0 65.7 33.3 46.5 28.3 5.1 1.0 8.1 2.0 1.0 3.0
95 60 20 32 26 2 2 5 2 0 3

100.0 63.2 21.1 33.7 27.4 2.1 2.1 5.3 2.1 0.0 3.2
83 52 21 25 21 2 1 3 0 0 0

100.0 62.7 25.3 30.1 25.3 2.4 1.2 3.6 0.0 0.0 0.0
94 49 32 34 30 3 2 5 0 0 2

100.0 52.1 34.0 36.2 31.9 3.2 2.1 5.3 0.0 0.0 2.1
119 71 42 29 32 2 1 7 0 0 2
100.0 59.7 35.3 24.4 26.9 1.7 0.8 5.9 0.0 0.0 1.7
112 73 37 27 27 1 5 5 0 1 4
100.0 65.2 33.0 24.1 24.1 0.9 4.5 4.5 0.0 0.9 3.6
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 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 ファミ
リー・サ
ポート・
センター

その他 無回答

602 49 6 24
100.0 8.1 1.0 4.0
99 7 1 3

100.0 7.1 1.0 3.0
95 7 1 5

100.0 7.4 1.1 5.3
83 3 1 4

100.0 3.6 1.2 4.8
94 11 1 3

100.0 11.7 1.1 3.2
119 14 1 3
100.0 11.8 0.8 2.5
112 7 1 6
100.0 6.3 0.9 5.4
0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0

５歳

無回答

問14 定期的に利用したい事

問14 定期的に利用したい事業

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答



- 42 - 

問 14-1 教育・保育事業を利用したい場所（ＳＡ） 

・事業を利用したい場所は、「北本市内」が 87.4％、「他の市町村」が 3.0％となっています。 

・「他の市町村」は、幼稚園では、桶川市 6 人、鴻巣市 5 人、認可保育所では、鴻巣市 2 人、千

代田区と品川区、三鷹市、伊奈町、桶川市各１人、認定こども園では、桶川市 2 人、鴻巣市 1

人の記述がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 北本市内 他の市町
村

無回答

602 526 18 58
100.0 87.4 3.0 9.6
370 332 14 24
100.0 89.7 3.8 6.5
185 169 5 11
100.0 91.4 2.7 5.9
193 172 4 17
100.0 89.1 2.1 8.8
164 153 2 9
100.0 93.3 1.2 5.5
15 14 0 1

100.0 93.3 0.0 6.7
12 11 0 1

100.0 91.7 0.0 8.3
33 32 1 0

100.0 97.0 3.0 0.0
4 3 1 0

100.0 75.0 25.0 0.0
2 1 1 0

100.0 50.0 50.0 0.0
14 13 0 1

100.0 92.9 0.0 7.1
49 48 0 1

100.0 98.0 0.0 2.0
6 6 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0
24 6 0 18

100.0 25.0 0.0 75.0

問14-1 利用したい場所

全体

問14 定
期的に利
用したい
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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

87.4

3.0

9.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

北本市内

他の市町村

無回答

教育・保育事業の実施場所【希望】
（％）

n=602
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５ 地域子育て支援拠点施設の利用について 

 

問 15 地域子育て支援拠点施設の利用の有無（ＭＡ） 

・「利用していない」が 76.9％で最も多く、次いで「地域子育て支援拠点事業」が 19.3％、「自

治体で実施している類似の事業」が 2.7％となっています。 

・年齢別にみると、０歳は「地域子育て支援拠点事業」を半数近くが利用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.3

2.7

76.9

3.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

地域子育て支援拠点事業

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

地域子育て支援拠点事業の利用状況
（％）

n=602

合計 地域子育
て支援拠
点事業

その他自
治体で実
施してい
る類似の
事業

利用して
いない

無回答

602 116 16 463 19
100.0 19.3 2.7 76.9 3.2
99 49 5 48 2

100.0 49.5 5.1 48.5 2.0
95 36 3 55 3

100.0 37.9 3.2 57.9 3.2
83 20 6 58 4

100.0 24.1 7.2 69.9 4.8
94 7 2 83 2

100.0 7.4 2.1 88.3 2.1
119 2 0 115 2

100.0 1.7 0.0 96.6 1.7
112 2 0 104 6

100.0 1.8 0.0 92.9 5.4
0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問15 利用している地域子育て支援拠
点事業

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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［月当たり利用回数（ＮＡ）］ 

・地域子育て支援拠点事業は、月当たりの利用回数が平均で 7.7１回、その他の類似事業は 1.67

回となっています。 

 

問 16 地域子育て支援拠点施設の利用意向（ＳＡ） 

・「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」が 51.5％で最も多く、次いで「利

用していないが利用したい」が 21.1％、「すでに利用しているが利用日数を増やしたい」が

11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［月当たり利用希望回数（ＮＡ）］ 

・希望する利用回数は、「利用していないが利用したい」が 4.15 回、「すでに利用しているが利

用日数を増やしたい」が 7.57 回となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.1

11.8

51.5

15.6

0.0 20.0 40.0 60.0

利用していないが利用したい

すでに利用しているが利用日

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

地域子育て支援拠点事業の利用意向
（％）

n=602
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問 17 子育て支援事業の認知度・利用経験・利用希望（ＳＡ） 

・認知度は、「子育て支援拠点の相談」が 89.0％で最も多く、次いで「母子健康センター、保健

センターの情報・相談事業」が 81.6％、「母親（父親）学級、育児学級」が 77.6％の順とな

っています。 

・利用経験は、認知度が高い「子育て支援拠点の相談」が 52.7％で最も多く、次いで「母子健

康センター、保健センターの情報・相談事業」が 42.0％、「母親（父親）学級、育児学級」

30.7％となっています。 

・今後の利用希望は、「自治体発行の子育て支援情報誌」が 56.8％で最も多く、次いで「母子健

康センター、保健センターの情報・相談事業」が 49.5％、「子育て支援拠点の相談」が 45.2％

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77.6

81.6

89.0

50.3

40.4

48.3

4.5

30.7

42.0

52.7

27.9

15.8

14.5

26.2

29.4

49.5

45.2

56.8

38.9

42.2

26.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

母親（父親）学級、育児学級

母子健康センター、保健センターの

情報・相談事業

子育て支援拠点の相談

自治体発行の子育て支援情報誌

つどいの広場事業

子育てに関する講習会

無回答

子育て支援事業の認知度・利用経験・利用希望

認知度 利用経験 利用希望

（％）

n=602
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６ 土日等の定期的な教育・保育事業の利用について 

 

問 18(1) 土曜日の事業の利用希望（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 68.9％で最も多く、次いで「月に１～２回は利用したい」が 20.6％、

「ほぼ毎週利用したい」が 7.8％の順となっています。 

・利用したい事業別にみると「ほぼ毎週利用したい」は居宅訪問型保育、「月に１～２回は利用

したい」は、居宅訪問型保育やファミリー・サポート・センターや事業所内保育施設の割合が

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.9

7.8

20.6

2.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

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

土曜日の事業の利用希望
（％）

n=602

合計 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

602 415 47 124 16
100.0 68.9 7.8 20.6 2.7
370 271 21 70 8
100.0 73.2 5.7 18.9 2.2
185 111 17 51 6
100.0 60.0 9.2 27.6 3.2
193 106 26 56 5
100.0 54.9 13.5 29.0 2.6
164 96 24 42 2
100.0 58.5 14.6 25.6 1.2
15 12 2 1 0

100.0 80.0 13.3 6.7 0.0
12 9 1 2 0

100.0 75.0 8.3 16.7 0.0
33 17 4 12 0

100.0 51.5 12.1 36.4 0.0
4 4 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
2 2 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
14 4 3 7 0

100.0 28.6 21.4 50.0 0.0
49 21 4 24 0

100.0 42.9 8.2 49.0 0.0
6 5 0 1 0

100.0 83.3 0.0 16.7 0.0
24 18 1 2 3

100.0 75.0 4.2 8.3 12.5

問18(1)土曜日の事業の利用希望

全体

問14 定
期的に利
用したい
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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
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［利用時間帯］ 

・希望の利用時間帯は、９時～13 時が９割以上、8 時～16 時が過半数となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

土曜日の利用したい時間帯
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問 18(2) 日曜・祝日の事業の利用希望（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 82.9％で最も多く、次いで「月に１～２回は利用したい」が 11.8％、

「ほぼ毎週利用したい」が 2.5％の順となっています。 

・利用したい事業別にみると「ほぼ毎週利用したい」は家庭的保育、「月に１～２回は利用した

い」は、居宅訪問型保育で高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82.9

2.5

11.8

2.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

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

日曜・祝日の事業の利用希望
（％）

n=602

合計 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

602 499 15 71 17
100.0 82.9 2.5 11.8 2.8
370 316 7 40 7
100.0 85.4 1.9 10.8 1.9
185 148 7 25 5
100.0 80.0 3.8 13.5 2.7
193 144 11 31 7
100.0 74.6 5.7 16.1 3.6
164 127 7 28 2
100.0 77.4 4.3 17.1 1.2
15 13 1 1 0

100.0 86.7 6.7 6.7 0.0
12 10 1 1 0

100.0 83.3 8.3 8.3 0.0
33 21 0 12 0

100.0 63.6 0.0 36.4 0.0
4 4 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
2 2 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
14 7 1 6 0

100.0 50.0 7.1 42.9 0.0
49 32 1 16 0

100.0 65.3 2.0 32.7 0.0
6 5 0 1 0

100.0 83.3 0.0 16.7 0.0
24 19 1 1 3

100.0 79.2 4.2 4.2 12.5

問18(2)日曜・祝日の事業の利用希望

全体

問14 定
期的に利
用したい
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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
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［利用時間帯］ 

・希望の利用時間帯は、９時～14 時が９割以上、8 時～16 時が過半数となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

日曜・祝日の利用したい時間帯
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問 19 長期休暇中の利用希望（幼稚園利用者のみ）（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 40.9％で最も多く、次いで「休みの期間中、週に数日利用したい」

がほぼ同率の 40.3％、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が 16.5％の順となっています。 

・年齢別では、３歳の「休みの期間中、週に数日利用したい」という利用意向が過半数となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.9

16.5

40.3

2.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

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

長期休暇中の利用希望
（％）

n=176

合計 利用する
必要はな
い

ほぼ毎日
利用した
い

週に数日
利用した
い

無回答 非該当

176 72 29 71 4 426
100.0 40.9 16.5 40.3 2.3

1 0 0 1 0 98
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

2 1 1 0 0 93
100.0 50.0 50.0 0.0 0.0
16 7 3 5 1 67

100.0 43.8 18.8 31.3 6.3
32 10 4 16 2 62

100.0 31.3 12.5 50.0 6.3
62 25 13 24 0 57

100.0 40.3 21.0 38.7 0.0
63 29 8 25 1 49

100.0 46.0 12.7 39.7 1.6
0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

問19 長期休暇期間中の事業の利用希望

全体
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［利用時間帯］ 

・希望の利用時間帯は、９時～16 時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0時

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

長期休暇中の利用したい時間帯
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７ 病気の際の対応について（平日の定期的な教育・保育事業利用者のみ） 

 

問 20 病気やけがによる事業が利用できなかった経験（ＳＡ） 

・「あった」が 67.8％、「なかった」が 26.2％となっています。 

・年齢別にみると、１歳で「あった」が 83.9％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 あった なかった 無回答 非該当

397 269 104 24 205
100.0 67.8 26.2 6.0
16 13 3 0 83

100.0 81.3 18.8 0.0
31 26 4 1 64

100.0 83.9 12.9 3.2
44 29 12 3 39

100.0 65.9 27.3 6.8
85 66 13 6 9

100.0 77.6 15.3 7.1
117 77 37 3 2

100.0 65.8 31.6 2.6
104 58 35 11 8

100.0 55.8 33.7 10.6
0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0

問20 事業が利用できなかったことの
有無

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

67.8

26.2

6.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

あった

なかった

無回答

病気やけがで事業が利用できなかった経験
（％）

n=397
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問 20-1(1) 対処方法（ＭＡ） 

・病気やけがで事業が利用できなかった方の対処方法は、「母親が休んだ」が 66.5％、「親族・

知人に子どもをみてもらった」が 42.4％、「父親又は母親のうち就労していない方が子どもを

みた」が 23.0％の順となっています。 

・利用している事業別にみると、その他以外は、どの事業においても「母親が休んだ」が最も多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2

66.5

42.4

23.0

3.0

0.4

0.7

1.1

3.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

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

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

病気やけがで休んだ時の対処方法
（％）

n=269
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問 23-1(2) 年間対処日数（ＮＡ） 

・各対処方法別の日数は、母親が休んだ日数は、「10～19 日」が 19.0％、平均 8.35 日で最

も多く、次いで、就労していない方が子どもをみた日数は「10～19 日」が 22.6％で平均

7.75 日、親族・知人に子どもをみてもらった日数は「5 日」が 19.3％で平均 6.5 日、父親

が休んだ日数は「３日」が 30.6％で平均 4.96 日の順となっています。 

 

［父親が休んだ］              [母親が休んだ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 父親が休
んだ

母親が休
んだ

親族・知
人に子ど
もをみて
もらった

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

仕方なく
子どもだ
けで留守
番をさせ
た

その他 無回答 非該当

269 49 179 114 62 8 1 2 3 9 333
100.0 18.2 66.5 42.4 23.0 3.0 0.4 0.7 1.1 3.3
96 7 46 28 35 1 1 1 0 5 80

100.0 7.3 47.9 29.2 36.5 1.0 1.0 1.0 0.0 5.2
23 1 14 7 6 1 1 1 0 0 10

100.0 4.3 60.9 30.4 26.1 4.3 4.3 4.3 0.0 0.0
85 25 74 44 6 4 0 0 2 3 14

100.0 29.4 87.1 51.8 7.1 4.7 0.0 0.0 2.4 3.5
75 16 50 38 18 3 0 1 1 1 26

100.0 21.3 66.7 50.7 24.0 4.0 0.0 1.3 1.3 1.3
2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2

100.0 50.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問20-1 利用できなかった時の対処方法

全体

問13-1
利用して
いる教
育・保育
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭保育室

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 7 14.3
2 2日 9 18.4
3 3日 15 30.6
4 4日 2 4.1
5 5日 8 16.3
6 6日 0 0.0
7 7日 1 2.0
8 8日 1 2.0
9 9日 0 0.0
10 10～19日 4 8.2
11 20～29日 0 0.0
12 30日以上 2 4.1

無回答 0 0.0
非該当 553
全体 49 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 24 13.4
2 2日 24 13.4
3 3日 30 16.8
4 4日 5 2.8
5 5日 25 14.0
6 6日 3 1.7
7 7日 11 6.1
8 8日 2 1.1
9 9日 1 0.6
10 10～19日 34 19.0
11 20～29日 5 2.8
12 30日以上 10 5.6

無回答 5 2.8
非該当 423
全体 179 100.0
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［親族・知人に子どもをみてもらった］    [就労していない方が子どもをみた] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[病後児の保育を利用した]          ［ベビーシッターを利用した］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[仕方なく子どもだけで留守番をさせた]    [その他] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 20 17.5
2 2日 16 14.0
3 3日 17 14.9
4 4日 3 2.6
5 5日 22 19.3
6 6日 1 0.9
7 7日 4 3.5
8 8日 2 1.8
9 9日 0 0.0
10 10～19日 17 14.9
11 20～29日 2 1.8
12 30日以上 5 4.4

無回答 5 4.4
非該当 488
全体 114 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 8 12.9
2 2日 7 11.3
3 3日 7 11.3
4 4日 3 4.8
5 5日 7 11.3
6 6日 0 0.0
7 7日 4 6.5
8 8日 0 0.0
9 9日 0 0.0
10 10～19日 14 22.6
11 20～29日 4 6.5
12 30日以上 3 4.8

無回答 5 8.1
非該当 540
全体 62 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 0 0.0
2 2日 4 50.0
3 3日 2 25.0
4 4日 0 0.0
5 5日 1 12.5
6 6日 0 0.0
7 7日 0 0.0
8 8日 0 0.0
9 9日 0 0.0
10 10～19日 0 0.0
11 20～29日 0 0.0
12 30日以上 0 0.0

無回答 1 12.5
非該当 594
全体 8 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 0 0.0
2 2日 1 100.0
3 3日 0 0.0
4 4日 0 0.0
5 5日 0 0.0
6 6日 0 0.0
7 7日 0 0.0
8 8日 0 0.0
9 9日 0 0.0
10 10～19日 0 0.0
11 20～29日 0 0.0
12 30日以上 0 0.0

無回答 0 0.0
非該当 601
全体 1 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 0 0.0
2 2日 2 100.0
3 3日 0 0.0
4 4日 0 0.0
5 5日 0 0.0
6 6日 0 0.0
7 7日 0 0.0
8 8日 0 0.0
9 9日 0 0.0
10 10～19日 0 0.0
11 20～29日 0 0.0
12 30日以上 0 0.0

無回答 0 0.0
非該当 600
全体 2 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 1 33.3
2 2日 0 0.0
3 3日 0 0.0
4 4日 0 0.0
5 5日 0 0.0
6 6日 1 33.3
7 7日 0 0.0
8 8日 0 0.0
9 9日 0 0.0
10 10～19日 1 33.3
11 20～29日 0 0.0
12 30日以上 0 0.0

無回答 0 0.0
非該当 599
全体 3 100.0
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問 20-2 病児・病後児施設の利用意向（ＳＡ） 

・「利用したいとは思わない」が 59.8％となっています。 

・利用事業別にみると、幼稚園の預かり保育利用者は、「できれば病児・病後児施設を利用した

い」が半数を占め「利用したいとは思わない」よりも多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.4

59.8

3.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

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

病児・病後児施設の利用希望

（％）

n=184

合計 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 非該当

184 67 110 7 418
100.0 36.4 59.8 3.8
49 10 37 2 127

100.0 20.4 75.5 4.1
14 7 6 1 19

100.0 50.0 42.9 7.1
75 33 39 3 24

100.0 44.0 52.0 4.0
51 20 29 2 50

100.0 39.2 56.9 3.9
2 1 1 0 0

100.0 50.0 50.0 0.0
2 1 1 0 2

100.0 50.0 50.0 0.0
0 0 0 0 1

0.0 0.0 0.0 0.0
2 1 1 0 1

100.0 50.0 50.0 0.0
1 1 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 11

0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 1 0 1

100.0 0.0 100.0 0.0

問20-2 病児・病後児のための保育施設
等の利用希望

全体

問13-1
利用して
いる教
育・保育
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭保育室

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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
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・利用したい日数は、「５日」以内が合計で 7 割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20-3 望ましい事業形態（ＭＡ） 

・「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」が 82.1％で最も多く、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」が 68.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.5

10.4

16.4

4.5

34.3

1.5

1.5

1.5

0.0

4.5

1.5

3.0

16.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10～19日

20～29日

30日以上

無回答

利用したい日数
（％）

n=67

68.7

82.1

14.9

9.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

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

病児・病後児施設の望ましい事業形態

（％）

n=184
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問 20-4 病児・病後児施設を利用したいと思わない理由（ＭＡ） 

・「親が仕事を休んで対応する」が 43.6％で最も多く、次いで「病児・病後児を他人に看てもら

うのは丌安」が 42.7％、「利用料がかかる・高い」が 40.9％となっています。 

・利用事業別では、幼稚園と幼稚園の預かり保育、認可外保育施設利用者は「病児・病後児を他

人に看てもらうのは丌安」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 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 非該当

67 46 55 10 6 0 535
100.0 68.7 82.1 14.9 9.0 0.0
10 3 9 2 0 0 166

100.0 30.0 90.0 20.0 0.0 0.0
7 3 7 1 0 0 26

100.0 42.9 100.0 14.3 0.0 0.0
33 26 27 4 3 0 66

100.0 78.8 81.8 12.1 9.1 0.0
20 15 15 4 3 0 81

100.0 75.0 75.0 20.0 15.0 0.0
1 0 1 0 0 0 1

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
1 1 1 0 0 0 3

100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 1 0 0 0 2

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
1 1 1 1 0 0 0

100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 11
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問20-3 望ましい事業形態

全体

問13-1
利用して
いる教
育・保育
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭保育室

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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

42.7

5.5

14.5

40.9

9.1

43.6

23.6

4.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

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

利用したいと思わない理由

（％）

n=110
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８ 不定期の教育・保育事業の利用について 

 

問 21 不定期で利用している事業（ＳＡ） 

・「利用していない」が 74.1％で最も多くなっています。 

・利用している事業としては、「幼稚園の預かり保育」が 16.1％、「一時預かり」が 4.5％とな

っており、年齢別にみると、４歳・５歳の「幼稚園の預かり保育」の割合が 3 割以上と高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 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 非該当

110 47 6 16 45 10 48 26 5 492
100.0 42.7 5.5 14.5 40.9 9.1 43.6 23.6 4.5
37 19 2 3 13 4 16 9 1 139

100.0 51.4 5.4 8.1 35.1 10.8 43.2 24.3 2.7
6 3 0 0 3 0 3 1 0 27

100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 16.7 0.0
39 12 2 7 13 5 18 8 2 60

100.0 30.8 5.1 17.9 33.3 12.8 46.2 20.5 5.1
29 14 2 6 17 1 11 8 2 72

100.0 48.3 6.9 20.7 58.6 3.4 37.9 27.6 6.9
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 3

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 1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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 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 0 0 0 0 0 11
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

問20-4 利用したいと思わない理由

全体

問13-1
利用して
いる教
育・保育
事業

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭保育室

無回答

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサ
リールーム
その他の認可外の保育
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

4.5

16.1

0.2

0.2

0.7

74.1

4.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

一時預かり

幼稚園の預かり保育

フゔミリー・サポート・センター

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

不定期で利用している事業
（％）

n=602
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・一時預かりの日数は「１日」と「10～19 日」が 25.9％で最も多く、幼稚園の預かり保育は

「10～19 日」が 25.8％となっています。 

・利用者が一人であったファミリー・サポート・センターは「10～19 日」、ベビーシッターは

「3 日」、その他は「２日」となっています。 

 

  ［一時預かり］           ［幼稚園の預かり保育］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 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

ベビー
シッター

その他 利用して
いない

無回答

602 27 97 1 1 4 446 28
100.0 4.5 16.1 0.2 0.2 0.7 74.1 4.7
99 6 1 0 0 1 88 3

100.0 6.1 1.0 0.0 0.0 1.0 88.9 3.0
95 3 0 0 0 0 89 3

100.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 93.7 3.2
83 6 1 0 0 0 69 7

100.0 7.2 1.2 0.0 0.0 0.0 83.1 8.4
94 4 16 0 0 2 69 3

100.0 4.3 17.0 0.0 0.0 2.1 73.4 3.2
119 2 41 1 0 0 73 3
100.0 1.7 34.5 0.8 0.0 0.0 61.3 2.5
112 6 38 0 1 1 58 9
100.0 5.4 33.9 0.0 0.9 0.9 51.8 8.0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問21 不定期で利用している事業

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 7 25.9
2 2日 2 7.4
3 3日 0 0.0
4 4日 1 3.7
5 5日 2 7.4
6 6日 2 7.4
7 7日 0 0.0
8 8日 0 0.0
9 9日 0 0.0
10 10～19日 7 25.9
11 20～29日 2 7.4
12 30日以上 2 7.4

無回答 2 7.4
非該当 575
全体 27 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 4 4.1
2 2日 6 6.2
3 3日 13 13.4
4 4日 3 3.1
5 5日 11 11.3
6 6日 3 3.1
7 7日 3 3.1
8 8日 2 2.1
9 9日 0 0.0
10 10～19日 25 25.8
11 20～29日 10 10.3
12 30日以上 10 10.3

無回答 7 7.2
非該当 505
全体 97 100.0
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問 21-1 一時預かりを利用したい時間帯 

・希望の利用時間帯は、10 時～14 時が 8 割以上、９時～16 時が約 6 割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

一時預かりを利用したい時間帯
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問 21-2 利用していない理由（ＭＡ） 

・「特に利用する必要がない」が 73.8％で最も多く、次いで「利用料がかかる・高い」が 20.0％

となっています。 

・年齢別にみると、４歳で「特に利用する必要がない」が 79.5％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.8

4.9

3.1

10.5

20.0

11.7

8.1

14.1

7.4

3.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

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

現在利用していない理由
（％）

n=446

合計 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
用方法が
わからな
い

その他 無回答 非該当

446 329 22 14 47 89 52 36 63 33 17 156
100.0 73.8 4.9 3.1 10.5 20.0 11.7 8.1 14.1 7.4 3.8
88 63 0 3 11 17 14 10 16 9 7 11

100.0 71.6 0.0 3.4 12.5 19.3 15.9 11.4 18.2 10.2 8.0
89 65 7 5 13 21 12 10 15 6 2 6

100.0 73.0 7.9 5.6 14.6 23.6 13.5 11.2 16.9 6.7 2.2
69 46 8 0 7 13 9 8 12 4 2 14

100.0 66.7 11.6 0.0 10.1 18.8 13.0 11.6 17.4 5.8 2.9
69 53 2 3 4 11 3 1 7 6 0 25

100.0 76.8 2.9 4.3 5.8 15.9 4.3 1.4 10.1 8.7 0.0
73 58 4 2 10 18 9 3 11 3 1 46

100.0 79.5 5.5 2.7 13.7 24.7 12.3 4.1 15.1 4.1 1.4
58 44 1 1 2 9 5 4 2 5 5 54

100.0 75.9 1.7 1.7 3.4 15.5 8.6 6.9 3.4 8.6 8.6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問21-2 現在利用していない理由

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 22 不定期に利用したい事業の有無（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 47.2％、「利用したい」が 43.0％となっています。 

・年齢別にみると、「利用したい」は４歳・５歳で過半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.0

47.2

9.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

利用したい

利用する必要はない

無回答

不定期事業の利用希望
（％）

n=602

合計 利用した
い

利用する
必要はな
い

無回答

602 259 284 59
100.0 43.0 47.2 9.8
99 41 49 9

100.0 41.4 49.5 9.1
95 31 50 14

100.0 32.6 52.6 14.7
83 22 50 11

100.0 26.5 60.2 13.3
94 41 49 4

100.0 43.6 52.1 4.3
119 65 43 11

100.0 54.6 36.1 9.2
112 59 43 10

100.0 52.7 38.4 8.9
0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0

問22 不定期な事業の利用希
望

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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[利用目的（ＭＡ）] 

・「私用・リフレッシュ目的」が 73.4％で最も多く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子どもや親

の通院等」が 68.3％、「丌定期の就労」が 22.4％となっています。 

・年齢別にみると、０歳～２歳では「冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等」の方が多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.4

68.3

22.4

3.9

4.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ど

もや親の通院等

不定期の就労

その他

無回答

利用目的
（％）

n=259

合計 私用、リ
フレッ
シュ目的

冠婚葬
祭、学校
行事、子
どもや親
の通院等

不定期の
就労

その他 無回答 非該当

259 190 177 58 10 11 343
100.0 73.4 68.3 22.4 3.9 4.2
41 30 30 9 2 2 58

100.0 73.2 73.2 22.0 4.9 4.9
31 21 22 6 1 0 64

100.0 67.7 71.0 19.4 3.2 0.0
22 15 16 5 2 2 61

100.0 68.2 72.7 22.7 9.1 9.1
41 29 26 8 3 3 53

100.0 70.7 63.4 19.5 7.3 7.3
65 50 42 20 2 2 54

100.0 76.9 64.6 30.8 3.1 3.1
59 45 41 10 0 2 53

100.0 76.3 69.5 16.9 0.0 3.4
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問22 ①利用目的

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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[利用目的別年間利用希望日数（ＮＡ）] 

・合計日数、私用、リフレッシュの日数、冠婚葬祭、学校行事、通院等の日数、丌定期の就労の日

数は、「10～19 日」が 35.1％で最も多く、その他の日数は「30 日以上」が最も多くなっていま

す。 

 

  ［合計］               ［私用、リフレッシュ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［冠婚葬祭、学校行事、通院等］        [不定期の就労]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［その他］ 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 2 0.8
2 2日 5 1.9
3 3日 15 5.8
4 4日 3 1.2
5 5日 22 8.5
6 6日 8 3.1
7 7日 6 2.3
8 8日 4 1.5
9 9日 1 0.4
10 10～19日 91 35.1
11 20～29日 42 16.2
12 30～39日 21 8.1
13 40～49日 8 3.1
14 50～59日 7 2.7
15 60日以上 15 5.8

無回答 9 3.5
非該当 343
全体 259 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 7 3.7
2 2日 13 6.8
3 3日 17 8.9
4 4日 5 2.6
5 5日 29 15.3
6 6日 8 4.2
7 7日 4 2.1
8 8日 1 0.5
9 9日 0 0.0
10 10～19日 73 38.4
11 20～29日 17 8.9
12 30日以上 11 5.8

無回答 5 2.6
非該当 412
全体 190 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 7 4.0
2 2日 12 6.8
3 3日 18 10.2
4 4日 5 2.8
5 5日 45 25.4
6 6日 7 4.0
7 7日 5 2.8
8 8日 0 0.0
9 9日 2 1.1
10 10～19日 54 30.5
11 20～29日 6 3.4
12 30日以上 7 4.0

無回答 9 5.1
非該当 425
全体 177 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 1 1.7
2 2日 3 5.2
3 3日 5 8.6
4 4日 1 1.7
5 5日 6 10.3
6 6日 1 1.7
7 7日 1 1.7
8 8日 2 3.4
9 9日 0 0.0
10 10～19日 16 27.6
11 20～29日 7 12.1
12 30日以上 11 19.0

無回答 4 6.9
非該当 544
全体 58 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 0 0.0
2 2日 1 10.0
3 3日 2 20.0
4 4日 0 0.0
5 5日 2 20.0
6 6日 0 0.0
7 7日 0 0.0
8 8日 0 0.0
9 9日 0 0.0
10 10～19日 1 10.0
11 20～29日 1 10.0
12 30日以上 3 30.0

無回答 0 0.0
非該当 592
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問 23 宿泊を伴う一時預かり等の必要性の有無（ＳＡ） 

・「なかった」が 77.2％、「あった」が 18.3％となっています。 

・年齢別にみると、「あった」は４歳で 23.5％と他の年齢に比べやや多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.3

77.2

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

あった

なかった

無回答

宿泊を伴う一時預かりの必要性
（％）

n=602

合計 あった なかった 無回答

602 110 465 27
100.0 18.3 77.2 4.5
99 14 79 6

100.0 14.1 79.8 6.1
95 19 75 1

100.0 20.0 78.9 1.1
83 17 57 9

100.0 20.5 68.7 10.8
94 16 75 3

100.0 17.0 79.8 3.2
119 28 88 3

100.0 23.5 73.9 2.5
112 16 91 5

100.0 14.3 81.3 4.5
0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0

問23 宿泊を伴う一時預かり
の必要性

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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 [対処方法（ＭＡ）] 

・対処方法は、「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」が 86.4％で最も多く、次いで「子

どもを同行させた」も 9.1％となっています。 

・年齢別では、０歳は「子どもを同行させた」が 14.3％で、他の年齢に比べるとやや多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.4

0.0

0.9

9.1

0.9

2.7

2.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

（同居者を含む）親族・知人に

みてもらった

短期入所生活援助事業（ショー

トステ）を利用した

以外の保育事業を利用した

子どもを同行させた

子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

宿泊を伴う場合の対処方法
（％）

n=110

合計 （同居者
を含む）
親族・知
人にみて
もらった

短期入所
生活援助
事業を利
用した

イ以外の
保育事業
を利用し
た

子どもを
同行させ
た

子どもだ
けで留守
番をさせ
た

その他 無回答 非該当

110 95 0 1 10 1 3 3 492
100.0 86.4 0.0 0.9 9.1 0.9 2.7 2.7
14 11 0 0 2 0 1 0 85

100.0 78.6 0.0 0.0 14.3 0.0 7.1 0.0
19 15 0 0 2 1 1 2 76

100.0 78.9 0.0 0.0 10.5 5.3 5.3 10.5
17 16 0 0 1 0 0 0 66

100.0 94.1 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0
16 13 0 1 1 0 1 0 78

100.0 81.3 0.0 6.3 6.3 0.0 6.3 0.0
28 26 0 0 3 0 0 0 91

100.0 92.9 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0
16 14 0 0 1 0 0 1 96

100.0 87.5 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 6.3
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

問23①一年間の対処方法

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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[年間対処日数（ＮＡ）] 

・親族・知人にみてもらった日数は、「１日」が 28.4％で最も多く、子どもを同行させた日数は、

「２日」が 30.0％となっています。 

・その他は、「２日」が１人で、それ以外の対処方法の日数は無回答となっています。 

 

［親族・知人にみてもらった］      [子どもを同行させた]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23-1 親族・知人にみてもらった場合の困難度（ＳＡ） 

・「特に困難ではない」が 44.2％で最も多く、次いで「どちらかというと困難」が 38.9％、「非

常に困難」が 12.6％となっています。 

・年齢別にみると、１歳の「非常に困難」が 20.0％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 27 28.4
2 2日 21 22.1
3 3日 5 5.3
4 4日 8 8.4
5 5日 12 12.6
6 6日 3 3.2
7 7日 3 3.2
8 8日 1 1.1
9 9日 1 1.1
10 10～19日 7 7.4
11 20～29日 0 0.0
12 30日以上 5 5.3

無回答 2 2.1
非該当 507
全体 95 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 2 20.0
2 2日 3 30.0
3 3日 1 10.0
4 4日 2 20.0
5 5日 0 0.0
6 6日 0 0.0
7 7日 0 0.0
8 8日 0 0.0
9 9日 0 0.0
10 10～19日 0 0.0
11 20～29日 0 0.0
12 30日以上 0 0.0

無回答 2 20.0
非該当 592
全体 10 100.0

12.6

38.9

44.2

4.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

非常に困難

どちらかというと困難

特に困難ではない

無回答

親族・知人にみてもらった場合の困難度
（％）

n=95
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合計 非常に困
難

どちらか
というと
困難

特に困難
ではない

無回答 非該当

95 12 37 42 4 507
100.0 12.6 38.9 44.2 4.2
11 1 4 6 0 88

100.0 9.1 36.4 54.5 0.0
15 3 4 7 1 80

100.0 20.0 26.7 46.7 6.7
16 2 8 6 0 67

100.0 12.5 50.0 37.5 0.0
13 1 4 7 1 81

100.0 7.7 30.8 53.8 7.7
26 4 11 10 1 93

100.0 15.4 42.3 38.5 3.8
14 1 6 6 1 98

100.0 7.1 42.9 42.9 7.1
0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問23-1 親族・知人にみてもらった場合の困難度

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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９ 就学後における放課後の過ごし方について（５歳児限定） 

 

問 24 低学年時に希望する居場所（ＭＡ） 

・「自宅」が 67.0％で最も多く、次いで「習い事（スポーツ、塾など）」が 59.8％、「学童保育

室」が 25.0％、「祖父母宅や知人・友人宅」が 24.1％となっています。 

・地区別では、西中学校区は「習い事」が 73.1％で最も多くなっています。 

・「放課後子ども教室」は西中学校区で 42.3％、「学童保育室」は北本中学校区で 37.1％とな

って、他の地区に比べ多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.0

24.1

59.8

4.5

23.2

25.0

0.0

13.4

6.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（スポーツ、塾など）

児童館

放課後子ども教室

学童保育室

フゔミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

小学校低学年時に希望する居場所

（％）

n=112

合計 自宅 祖父母宅
や友人・
知人宅

習い事 児童館 放課後子
ども教室

学童保育
室

ファミ
リー・サ
ポート・
センター

その他 無回答 非該当

112 75 27 67 5 26 28 0 15 7 490
100.0 67.0 24.1 59.8 4.5 23.2 25.0 0.0 13.4 6.3
35 21 3 19 2 7 13 0 6 2 134

100.0 60.0 8.6 54.3 5.7 20.0 37.1 0.0 17.1 5.7
29 22 11 17 0 6 5 0 3 1 135

100.0 75.9 37.9 58.6 0.0 20.7 17.2 0.0 10.3 3.4
26 16 3 19 2 11 4 0 5 4 106

100.0 61.5 11.5 73.1 7.7 42.3 15.4 0.0 19.2 15.4
22 16 10 12 1 2 6 0 1 0 113

100.0 72.7 45.5 54.5 4.5 9.1 27.3 0.0 4.5 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問24(1) 小学校低学年の放課後の過ごしたい場所

全体

問１ 住
まいの地
区

北本中学校区

東中学校区

西中学校区

宮内中学校区

無回答
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[週当たり希望日数（ＮＡ）] 

・学童保育室の日数は、「５日」が 67.9％となっています。 

 

［自宅］                  [祖父母宅や友人・知人宅]   

 

 

 

 

 

 

 

［習い事］                 [児童館] 

 

 

 

 

 

 

 

[放課後子ども教室]             ［学童保育室］ 

 

 

 

 

 

 

 

[その他]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 8 10.7
2 2日 13 17.3
3 3日 25 33.3
4 4日 7 9.3
5 5日 22 29.3
無回答 0 0.0
非該当 527
全体 75 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 16 59.3
2 2日 8 29.6
3 3日 1 3.7
4 4日 1 3.7
5 5日 1 3.7
無回答 0 0.0
非該当 575
全体 27 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 20 29.9
2 2日 36 53.7
3 3日 8 11.9
4 4日 2 3.0
5 5日 1 1.5
無回答 0 0.0
非該当 535
全体 67 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 3 60.0
2 2日 0 0.0
3 3日 1 20.0
4 4日 0 0.0
5 5日 1 20.0
無回答 0 0.0
非該当 597
全体 5 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 4 15.4
2 2日 11 42.3
3 3日 7 26.9
4 4日 1 3.8
5 5日 3 11.5
無回答 0 0.0
非該当 576
全体 26 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 0 0.0
2 2日 0 0.0
3 3日 3 10.7
4 4日 6 21.4
5 5日 19 67.9
無回答 0 0.0
非該当 574
全体 28 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 4 26.7
2 2日 6 40.0
3 3日 3 20.0
4 4日 1 6.7
5 5日 1 6.7
無回答 0 0.0
非該当 587
全体 15 100.0
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[学童保育室の終了時間（ＮＡ）] 

・終了時間は、「18 時」が 60.7％で最も多く、次いで「17 時」が 17.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25 高学年時に過ごさせたい場所（ＭＡ） 

・「自宅」が 53.6％で最も多く、次いで「習い事」51.8％、「学童保育室」が 19.6％となって

います。 

・地区別では、「放課後子ども教室」は西中学校区で 30.8％、「学童保育室」は北本中学校区で

34.3％、「習い事」は西中学校区で 61.5％となって、他の地区に比べ多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0

17.9

60.7

14.3

7.1

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

学童保育室の終了時間

（％）

n=28

53.6

15.2

51.8

6.3

16.1

19.6

0.0

13.4

23.2

0.0 20.0 40.0 60.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（スポーツ、塾など）

児童館

放課後子ども教室

学童保育室

フゔミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

小学校高学年時に希望する居場所

（％）

n=112
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[週当たり希望日数（ＮＡ）] 

・学童保育室の日数は、「５日」が 63.6％となっています。 

 

［自宅］                 [祖父母宅や友人・知人宅]   

 

 

 

 

 

 

［習い事］                [児童館室]   

 

 

 

 

 

 

［放課後子ども教室］           [学童保育室]   

 

 

 

 

 

 

［その他］            

 

 

  

合計 自宅 祖父母宅
や友人・
知人宅

習い事 児童館 放課後子
ども教室

学童保育
室

ファミ
リー・サ
ポート・
センター

その他 無回答 非該当

112 60 17 58 7 18 22 0 15 26 490
100.0 53.6 15.2 51.8 6.3 16.1 19.6 0.0 13.4 23.2
35 16 1 17 5 5 12 0 5 9 134

100.0 45.7 2.9 48.6 14.3 14.3 34.3 0.0 14.3 25.7
29 17 6 14 1 3 5 0 2 5 135

100.0 58.6 20.7 48.3 3.4 10.3 17.2 0.0 6.9 17.2
26 12 3 16 1 8 3 0 5 7 106

100.0 46.2 11.5 61.5 3.8 30.8 11.5 0.0 19.2 26.9
22 15 7 11 0 2 2 0 3 5 113

100.0 68.2 31.8 50.0 0.0 9.1 9.1 0.0 13.6 22.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問24(2)小学校高学年の放課後の過ごしたい場所

全体

問１ 住
まいの地
区

北本中学校区

東中学校区

西中学校区

宮内中学校区

無回答

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 9 15.0
2 2日 12 20.0
3 3日 13 21.7
4 4日 5 8.3
5 5日 21 35.0
無回答 0 0.0
非該当 542
全体 60 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 8 47.1
2 2日 7 41.2
3 3日 1 5.9
4 4日 1 5.9
5 5日 0 0.0
無回答 0 0.0
非該当 585
全体 17 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 9 15.5
2 2日 31 53.4
3 3日 13 22.4
4 4日 4 6.9
5 5日 1 1.7
無回答 0 0.0
非該当 544
全体 58 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 2 28.6
2 2日 3 42.9
3 3日 1 14.3
4 4日 0 0.0
5 5日 1 14.3
無回答 0 0.0
非該当 595
全体 7 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 4 22.2
2 2日 4 22.2
3 3日 4 22.2
4 4日 3 16.7
5 5日 3 16.7
無回答 0 0.0
非該当 584
全体 18 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 1 4.5
2 2日 1 4.5
3 3日 5 22.7
4 4日 1 4.5
5 5日 14 63.6
無回答 0 0.0
非該当 580
全体 22 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 5 33.3
2 2日 4 26.7
3 3日 3 20.0
4 4日 2 13.3
5 5日 1 6.7
無回答 0 0.0
非該当 587
全体 15 100.0
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[学童保育室の終了時間（ＮＡ）] 

・終了時間は、「18 時」が 54.5％で最も多く、次いで「19 時」が 18.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25(1) 土曜日の学童保育室の利用希望（学童希望者限定）（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 54.8％で最も多く、次いで「高学年になっても利用したい」22.6％、

「低学年の間は利用したい」9.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

13.6

54.5

18.2

9.1

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

学童保育室の終了時間

（％）

n=22

9.7

22.6

54.8

12.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

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

土曜日の学童保育室の利用希望
（％）

n=31
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[学童保育室の利用時間帯（ＮＡ）] 

・希望の利用時間帯は、９時～13 時が全員、8 時～17 時が７割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

土曜日の利用したい時間帯
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問 25(2) 日曜・祝日の学童保育室の利用希望（学童希望者限定）（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 67.7％で最も多く、次いで「高学年になっても利用したい」が 9.7％、

「低学年の間は利用したい」が 3.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[学童保育室の利用時間帯（ＮＡ）] 

・希望の利用時間帯は、９時～14 時が全員、8 時～17 時が７割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2

9.7

67.7

19.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

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

日曜・祝日の学童保育室の利用希望
（％）

n=31

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

日曜・祝日の利用したい時間帯
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問 25(3) 長期休暇中の学童保育室の利用希望（ＳＡ） 

・「高学年になっても利用したい」が 61.3％で最も多く、次いで「低学年の間は利用したい」が

29.0％、「利用する必要はない」が 3.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[学童保育室の利用希望時間帯（ＮＡ）] 

・開始時間は「７時」が 7.7％、「８時」が 76.9%％で、終了時間は、「18 時」が 34.6％、「19

時」が 7.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.0

61.3

3.2

6.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

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

長期休暇中の学童保育室の利用希望
（％）

n=31

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0時

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

長期休暇中の利用したい時間帯
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10 職場の両立支援制度について 

 

問 26 育児休業取得の有無（ＳＡ） 

・母親では、「働いていなかった」が 57.5％で最も多く、次いで「取得した（取得中である）」

が 23.1％、「取得していない」が 11.3％となっています。 

・父親では、「取得していない」が 81.9％で最も多く、次いで「取得した（取得中である）」が

2.6％となっています。 

・年齢別にみると、父親、母親共に 1 歳で「取得した（取得中である）」が最も多くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57.5

23.1

11.3

8.1

0.9

2.6

81.9

14.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

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

育児休業の取得の有無

母親 父親

（％）

n=602 n=576

合計 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 合計 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 非該当

602 346 139 68 49 576 5 15 472 84 26
100.0 57.5 23.1 11.3 8.1 100.0 0.9 2.6 81.9 14.6
99 55 23 11 10 95 1 3 80 11 4

100.0 55.6 23.2 11.1 10.1 100.0 1.1 3.2 84.2 11.6
95 57 27 7 4 92 0 5 78 9 3

100.0 60.0 28.4 7.4 4.2 100.0 0.0 5.4 84.8 9.8
83 42 22 9 10 80 1 2 58 19 3

100.0 50.6 26.5 10.8 12.0 100.0 1.3 2.5 72.5 23.8
94 45 25 13 11 88 1 2 66 19 6

100.0 47.9 26.6 13.8 11.7 100.0 1.1 2.3 75.0 21.6
119 75 29 10 5 116 0 3 96 17 3
100.0 63.0 24.4 8.4 4.2 100.0 0.0 2.6 82.8 14.7
112 72 13 18 9 105 2 0 94 9 7
100.0 64.3 11.6 16.1 8.0 100.0 1.9 0.0 89.5 8.6
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 0.0 0.0 0.0

問26(2)父親の育児休業の取得の有無問26(1)母親の育児休業の取得の有無

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 26-1 育児休業を取得していない理由（ＭＡ） 

・母親は、「子育てや家事に専念するため退職した」が 32.4％で最も多くなっています。 

・父親は、「仕事が忙しかった」が 42.7％で最も多く、次いで「制度を利用する必要がなかった」

が 37.3％、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が 37.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.6

7.4

2.9

14.7

0.0

4.4

4.4

0.0

4.4

32.4

27.9

5.9

0.0

5.9

17.6

1.5

37.1

42.7

0.6

5.8

6.2

28.4

1.0

13.0

37.3

0.0

17.2

0.2

2.1

0.0

6.2

5.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

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

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

産前産後の休暇を取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

育児休業を取得していない理由

母親 父親

（％）

n=68 n=472
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問 26-2 育児休業等制度の認知度（ＭＡ） 

・「育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった」が 33.4％で最も多く、次いで「育児休

業給付、保険料免除のいずれも知っていた」と「育児休業給付のみ知っていた」が 26.4％と

なっています。 

・年齢別にみると、５歳のみ「育児休業給付のみ知っていた」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.4

26.4

1.7

33.4

12.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

育児休業給付、保険料免除の

いずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除の

いずれも知らなかった

無回答

育児休業等制度の認知度

（％）

n=602

合計 育児休業
給付、保
険料免除
のいずれ
も知って
いた

育児休業
給付のみ
知ってい
た

保険料免
除のみ
知ってい
た

育児休業
給付、保
険料免除
のいずれ
も知らな
かった

無回答

602 159 159 10 201 73
100.0 26.4 26.4 1.7 33.4 12.1
99 32 19 1 33 14

100.0 32.3 19.2 1.0 33.3 14.1
95 31 23 2 32 7

100.0 32.6 24.2 2.1 33.7 7.4
83 17 20 2 29 15

100.0 20.5 24.1 2.4 34.9 18.1
94 21 26 1 34 12

100.0 22.3 27.7 1.1 36.2 12.8
119 36 31 1 41 10

100.0 30.3 26.1 0.8 34.5 8.4
112 22 40 3 32 15

100.0 19.6 35.7 2.7 28.6 13.4
0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問26(2)2 育児休業給付や保険料が免除になる仕
組みの認知度

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 26-3 育児休業後の職場復帰（ＳＡ） 

・母親は「育児休業後、職場に復帰した」が 76.3％で最も多く、「育児休業後に離職した」は

9.4％となっています。 

・父親は、「育児休業後、職場に復帰した」が 66.7％となっており、その他の回答はありません。 

・年齢別にみると、２歳の母親で「育児休業中に離職した」が 27.3％と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.3

10.8

9.4

3.6

66.7

0.0

0.0

33.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

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

育児休業後の職場復帰

母親 父親

（％）

n=139 n=15

合計 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 非該当 合計 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 非該当

139 106 15 13 5 463 15 10 0 0 5 587
100.0 76.3 10.8 9.4 3.6 100.0 66.7 0.0 0.0 33.3
23 11 9 1 2 76 3 2 0 0 1 96

100.0 47.8 39.1 4.3 8.7 100.0 66.7 0.0 0.0 33.3
27 21 4 1 1 68 5 3 0 0 2 90

100.0 77.8 14.8 3.7 3.7 100.0 60.0 0.0 0.0 40.0
22 12 2 6 2 61 2 2 0 0 0 81

100.0 54.5 9.1 27.3 9.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
25 24 0 1 0 69 2 1 0 0 1 92

100.0 96.0 0.0 4.0 0.0 100.0 50.0 0.0 0.0 50.0
29 27 0 2 0 90 3 2 0 0 1 116

100.0 93.1 0.0 6.9 0.0 100.0 66.7 0.0 0.0 33.3
13 11 0 2 0 99 0 0 0 0 0 112

100.0 84.6 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問26(2)3(2)父親の育児休暇後の職場の復帰問26(2)3(1)母親の育児休暇後の職場の復帰

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 26-4 職場復帰の時期（ＳＡ） 

・母親は、「それ以外だった」が 48.1％、「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」が 47.2％

となっています。 

・父親は、全員が「それ以外だった」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.2

48.1

4.7

0.0

100.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

年度初めの入所に合わせたタミン

グだった

それ以外だった

無回答

職場復帰の時期

母親 父親

（％）

n=106 n=10

合計 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 非該当 合計 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 非該当

106 50 51 5 496 10 0 10 0 592
100.0 47.2 48.1 4.7 100.0 0.0 100.0 0.0
11 2 9 0 88 2 0 2 0 97

100.0 18.2 81.8 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
21 9 12 0 74 3 0 3 0 92

100.0 42.9 57.1 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
12 5 6 1 71 2 0 2 0 81

100.0 41.7 50.0 8.3 100.0 0.0 100.0 0.0
24 18 6 0 70 1 0 1 0 93

100.0 75.0 25.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
27 11 12 4 92 2 0 2 0 117

100.0 40.7 44.4 14.8 100.0 0.0 100.0 0.0
11 5 6 0 101 0 0 0 0 112

100.0 45.5 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問26(2)4(2)父親の復帰したタイミン
グ

問26(2)4(1)母親の復帰したタイミン
グ

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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11 子育て情報や子育てしやすいまちづくりについて 

 

問 27 地域の子育ての環境や支援の満足度（ＳＡ） 

・「３」が 37.0％で最も多く、次いで「２」が 22.4％、「４」が 21.4％となっており、全体で

は平均点が 2.84 となっています。 

・年齢別にみると、２歳が最も高い 3.06、1 歳・3 歳で最も低い 2.70 となっています。 

・地区別では、それほど大きな差異はありませんが、北本中学校区で最も高い 2.92 となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.1

22.4

37.0

21.4

4.2

3.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

１

２

３

４

５

無回答

地域の子育ての環境や支援の満足度

（％）

n＝602

合計 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 平均点
602 67 135 223 129 25 23
100.0 11.1 22.4 37.0 21.4 4.2 3.8 2.84
99 8 21 30 29 6 5

100.0 8.1 21.2 30.3 29.3 6.1 5.1 3.04
95 15 23 34 17 4 2

100.0 15.8 24.2 35.8 17.9 4.2 2.1 2.70
83 7 12 34 19 6 5

100.0 8.4 14.5 41.0 22.9 7.2 6.0 3.06
94 15 23 32 21 2 1

100.0 16.0 24.5 34.0 22.3 2.1 1.1 2.70
119 15 30 45 24 2 3
100.0 12.6 25.2 37.8 20.2 1.7 2.5 2.72
112 7 26 48 19 5 7
100.0 6.3 23.2 42.9 17.0 4.5 6.3 2.90
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 19 34 60 46 6 4
100.0 11.2 20.1 35.5 27.2 3.6 2.4 2.92
164 22 39 55 35 9 4
100.0 13.4 23.8 33.5 21.3 5.5 2.4 2.81
132 9 32 54 20 6 11
100.0 6.8 24.2 40.9 15.2 4.5 8.3 2.85
135 17 29 54 27 4 4
100.0 12.6 21.5 40.0 20.0 3.0 3.0 2.79
2 0 1 0 1 0 0

100.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

問27 地域における子育て環境や支援の満足度

問１ 住
まいの地
区

北本中学校区

東中学校区

西中学校区

宮内中学校区

無回答

全体

問２ 年
齢

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 28 子育てに感じること（ＳＡ） 

・「楽しいと感じることの方が多い」が 59.1％で最も多く、次いで「楽しいと感じることとつら

いと感じることが同じくらい」が 32.4％、「辛いと感じることの方が多い」が 4.2％となって

います。 

・前回（H21）調査と比較すると、「楽しいと感じることの方が多い」が 3.7 ポイント、「辛い

と感じることの方が多い」が 1.0 ポイント増えています。 

・年齢別にみると、「楽しいと感じることの方が多い」は 3 歳で 68.1％と最も多く、5 歳で 52.7

％と最も尐なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 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

602 356 195 25 10 9 7
100.0 59.1 32.4 4.2 1.7 1.5 1.2
99 59 30 3 2 2 3

100.0 59.6 30.3 3.0 2.0 2.0 3.0
95 60 28 3 2 2 0

100.0 63.2 29.5 3.2 2.1 2.1 0.0
83 49 27 3 2 1 1

100.0 59.0 32.5 3.6 2.4 1.2 1.2
94 64 25 4 1 0 0

100.0 68.1 26.6 4.3 1.1 0.0 0.0
119 65 44 5 3 0 2
100.0 54.6 37.0 4.2 2.5 0.0 1.7
112 59 41 7 0 4 1
100.0 52.7 36.6 6.3 0.0 3.6 0.9
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問28 子育てに感じること

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

59.1

32.4

4.2

1.7

1.5

1.2

55.4

38.4

3.2

0.6

1.3

1.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

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

子育てに感じること

H25 H21

（％）

n=602 n=623
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問 29 子育て情報の入手先（ＭＡ） 

・「隣近所の人、知人、友人」が 72.6％で最も多く、次いで「親族」が 56.6％、「保育所、幼

稚園、学校」が 51.2％の順となっています。 

・年齢別にみると、０歳では「親族」が最も多く、また３歳以上は「保育所、幼稚園、学校」も

６割以上と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.6

72.6

4.7

51.2

9.3

30.4

7.3

15.9

13.5

31.2

1.7

1.5

0.7

0.5

0.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

親族

隣近所の人、知人、友人

子育てサークルの仲間

保育所、幼稚園、学校

ンターネット（市のＨＰ）

市の広報やパンフレット

市役所や市の機関（広報や市のHPを除く）

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌

ンターネット（市以外のＨＰ）

コミュニテゖー誌

その他

情報の入手先がわからない

情報の入手方法がわからない

無回答

子育てに関する情報の入手先
（％）

n=602
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合計 親族 隣近所の
人、知
人、友人

子育て
サークル
の仲間

保育所、
幼稚園、
学校

インター
ネット
（市のＨ
Ｐ）

市の広報
やパンフ
レット

市役所や
市の機関
（広報や
市のHPを
除く）

テレビ、
ラジオ、
新聞

子育て雑
誌

602 341 437 28 308 56 183 44 96 81
100.0 56.6 72.6 4.7 51.2 9.3 30.4 7.3 15.9 13.5
99 62 58 10 22 16 33 4 17 24

100.0 62.6 58.6 10.1 22.2 16.2 33.3 4.0 17.2 24.2
95 59 67 3 29 8 37 7 15 19

100.0 62.1 70.5 3.2 30.5 8.4 38.9 7.4 15.8 20.0
83 51 62 2 34 3 24 4 15 5

100.0 61.4 74.7 2.4 41.0 3.6 28.9 4.8 18.1 6.0
94 44 72 4 61 12 34 6 11 10

100.0 46.8 76.6 4.3 64.9 12.8 36.2 6.4 11.7 10.6
119 63 90 5 79 12 27 14 23 13
100.0 52.9 75.6 4.2 66.4 10.1 22.7 11.8 19.3 10.9
112 62 88 4 83 5 28 9 15 10
100.0 55.4 78.6 3.6 74.1 4.5 25.0 8.0 13.4 8.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 インター
ネット
（市以外
のＨＰ）

コミュニ
ティー誌

その他 情報の入
手先がわ
からない

情報の入
手方法が
わからな
い

無回答

602 188 10 9 4 3 4
100.0 31.2 1.7 1.5 0.7 0.5 0.7
99 42 1 2 1 0 0

100.0 42.4 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
95 39 2 1 0 0 0

100.0 41.1 2.1 1.1 0.0 0.0 0.0
83 23 3 1 0 1 2

100.0 27.7 3.6 1.2 0.0 1.2 2.4
94 32 1 1 0 0 0

100.0 34.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0
119 21 0 2 2 1 1
100.0 17.6 0.0 1.7 1.7 0.8 0.8
112 31 3 2 1 1 1
100.0 27.7 2.7 1.8 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問29 子育てに関する情報の入手先

問29 子育てに関する情報の入手先

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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問 30 行事や組織への参加について（ＭＡ） 

・母親は、「保護者会・ＰＴＡ」が 62.0％で最も多く、次いで「自治会活動」が 51.2％、「地

域のボランティア活動」が 16.3％となっています。 

・父親は、「自治会活動」が 38.5％、「保護者会・ＰＴＡ」が 13.5％、「地域のボランティア活

動」が 10.4％となっています。 

・前回（H21）調査と比べると、全体的に父親の参加割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62.0

16.3

51.2

15.6

24.3

13.5

10.4

38.5

7.5

53.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

保護者会・ＰＴＡ

地域のボランテゖゕ活動

自治会活動

地域で活動するサークル

参加していない・無回答

参加している行事や組織(H25）

母親 父親

（％）

n=602 n=576

52.0

10.1

52.2

8.2

15.7

6.3

37.2

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

保護者会・ＰＴＡ

地域のボランテゖゕ活動

自治会活動

地域で活動するサークル

参加している行事や組織(H21）

母親 父親

（％）

n=623
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問 31 食生活で気をつけていること（ＭＡ） 

・食生活でいつも気をつけていることは、「朝食をきちんと食べる」が 89.9％、「食事時間はほ

ぼ決まっている」が 78.9％、「親子で楽しみながら食べる」が 63.3％となっています。 

・ほとんど気をつけていないことは、「うす味の食事を心がけている」が 14.1％、「間食の時間

と量を決めている」が 13.5％で１割以上となっています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78.9

37.7

89.9

63.3

38.2

49.2

57.1

40.9

55.5

18.6

47.5

8.1

33.1

47.5

44.7

37.7

53.7

40.7

1.7

14.1
1.3

2.5

13.5

5.1

4.2

4.5

3.0

0.8

0.7

0.7

1.2

0.8

1.0

1.0

1.0

0.8

0% 50% 100%

ゕ 食事時間はほぼきまっている

 うす味の食事を心がけている

ウ 朝食きちんと食べる

エ 親子で楽しみながら食べる

オ 間食の時間と量を決めている

カ 栄養のバランスやエネルギーを考えて食事をする

キ 毎食、野菜料理を食べる

ク 毎日、緑黄色野菜を食べる

ケ よくかんで食べる

食生活で気をつけていること

いつも ときどき ほとんどない 無回答
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問 32 子育てしやすいまちとなるために重要なこと（ＭＡ） 

・「小児救急医療体制の充実」が 71.4％で最も多く、次いで「保育所や幼稚園の費用や教育費の

負担軽減」が 70.1％、「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備」が 61.6％の

順となっています。 

・年齢別にみると、５歳では「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備」が最も多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.4

33.6

39.2

5.8

7.1

70.1

33.9

10.6

8.3

61.6

14.8

21.1

1.8

11.8

2.5

9.1

36.9

24.3

4.3

1.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

小児救急医療体制の充実

保育所・学童保育室などの整備

児童館・児童センターなどの整備

子育てについて学ぶ機会の促進

男女が共に子育てに関わるための意識啓発

保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減

出産や医療に係る費用の負担軽減

子育ての不安や悩みの相談窓口の整備

発達などに関する専門相談体制の整備

道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備

子どもの創造性や感性をのばす教育機会の普及

いじめや差別をなくす教育の推進

出産や妊娠に関する学習機会の促進

親子が安心して集まって交流できる場などの整備

フゔミリー・サポート・センターの会員確保

特別支援が必要な子どもへの事業推進

交通事故や不審者などから子ども守る安全・安心の取組の推進

お祭りや子ども向けベントなどの充実

その他

無回答

子育てしやすいまちになるために重要なこと

（％）

n＝602
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合計 小児救急
医療体制
の充実

保育所・
学童保育
室などの
整備

児童館・
児童セン
ターなど
の整備

子育てに
ついて学
ぶ機会の
促進

男女が共
に子育て
に関わる
ための意
識啓発

保育所や
幼稚園の
費用や教
育費の負
担軽減

出産や医
療に係る
費用の負
担軽減

子育ての
不安や悩
みの相談
窓口の整
備

発達など
に関する
専門相談
体制の整
備

道路や公
園など子
どもが安
心して暮
らせる環
境の整備

602 430 202 236 35 43 422 204 64 50 371
100.0 71.4 33.6 39.2 5.8 7.1 70.1 33.9 10.6 8.3 61.6
99 70 38 36 9 8 69 39 18 8 57

100.0 70.7 38.4 36.4 9.1 8.1 69.7 39.4 18.2 8.1 57.6
95 72 35 38 6 11 67 30 8 11 57

100.0 75.8 36.8 40.0 6.3 11.6 70.5 31.6 8.4 11.6 60.0
83 54 30 40 5 7 54 22 9 3 46

100.0 65.1 36.1 48.2 6.0 8.4 65.1 26.5 10.8 3.6 55.4
94 71 29 35 4 4 72 26 10 11 64

100.0 75.5 30.9 37.2 4.3 4.3 76.6 27.7 10.6 11.7 68.1
119 86 42 45 5 6 88 45 11 6 68
100.0 72.3 35.3 37.8 4.2 5.0 73.9 37.8 9.2 5.0 57.1
112 77 28 42 6 7 72 42 8 11 79
100.0 68.8 25.0 37.5 5.4 6.3 64.3 37.5 7.1 9.8 70.5

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 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 子どもの
創造性や
感性をの
ばす教育
機会の普
及

いじめや
差別をな
くす教育
の推進

出産や妊
娠に関す
る学習機
会の促進

親子が安
心して集
まって交
流できる
場などの
整備

ファミ
リー・サ
ポート・
センター
の会員確
保

特別支援
が必要な
子どもへ
の事業推
進

交通事故
や不審者
などから
子ども守
る安全・
安心の取
組の推進

お祭りや
子ども向
けイベン
トなどの
充実

その他 無回答

602 89 127 11 71 15 55 222 146 26 7
100.0 14.8 21.1 1.8 11.8 2.5 9.1 36.9 24.3 4.3 1.2
99 11 16 2 19 1 9 26 21 6 2

100.0 11.1 16.2 2.0 19.2 1.0 9.1 26.3 21.2 6.1 2.0
95 9 22 3 15 1 9 30 20 3 1

100.0 9.5 23.2 3.2 15.8 1.1 9.5 31.6 21.1 3.2 1.1
83 12 14 1 7 4 7 34 19 3 2

100.0 14.5 16.9 1.2 8.4 4.8 8.4 41.0 22.9 3.6 2.4
94 12 22 1 14 5 10 34 21 2 0

100.0 12.8 23.4 1.1 14.9 5.3 10.6 36.2 22.3 2.1 0.0
119 25 25 2 12 1 10 39 39 5 0
100.0 21.0 21.0 1.7 10.1 0.8 8.4 32.8 32.8 4.2 0.0
112 20 28 2 4 3 10 59 26 7 2
100.0 17.9 25.0 1.8 3.6 2.7 8.9 52.7 23.2 6.3 1.8

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 0.0 0.0 0.0 0.0

問32 もっと子育てしやすい町にするために重要なこと

問32 もっと子育てしやすい町にするために重要なこと

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

全体

問２ 年齢 ０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答
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子育ての環境や支援に関して（ＦＡ） 

 

・自由記述について、244 人から 367 件の意見があり、意見内容ごとの意見数や主な意見は次

のとおりです。 

 

意見内容 件数 

教育・保育の充実 107 

 

・母子家庭ではあるが一定以上の収入があるため、利用できる保育サービスが限られてしま

うことがあり、土曜日、夏休みなどの長期休暇など結局民間企業のベビーシッターサービ

スを利用しているが、半日で１万円程かかるため、一定以上の収入があっても経済的負担

は大きい。70 歳未満の同居を含む祖父母が居ても気軽に保育施設を利用できる様にする

べきである。 

・現在の認可保育所の預り時間では、都内への通勤は考えられません。お迎えの時間には間

に合わない。県内に勤務するとしても残業する事ができない。追加の保育サービスを利用

するにしても毎日のこととなると利用料金がかさみ生活を圧迫することになるので、利用

をためらうことになっています。ファミリーサポートも事前の利用申請が必要だと急な事

態に対応できません。 

・一時預かりや病後児童保育を充実してほしいと思います。また、手続きの簡略も必要と考

えます。ある程度急な要望にも対応できるようになるといいかなと思います。 

・全ての保育園等に保健師や看護師がいてくれると助かります。 

・幼稚園の保育料を無料化に！は絶対反対です。子供手当も頂いていますし、良い車、携帯

代には惜しみなく使うのですから。親のモラルの問題です。幼稚園の質も落ちるのも目に

見えています。きちんとした保育料を払って選んで幼稚園に入るべきだと思います。なん

でも無料化＝尐子化がなくなる訳ではありません。 

地域における子育て支援 88 

 

・小さな子供がいるのに母親が働かなければ生活していけない状態への理解。子育てに関す

る事の負担の軽減を強く希望します。 

・おむつ無料化など北本市はとても頑張っているなと思います。さいたま市から引越してき

ましたが、北本市はとても子育てするのにも自然があり、またそういう（オムツ無料化）

体制なども次々行っており良いと思います。 

・支援センターの講習などいつも TEL がつながらず予約を取ることができない。何とかし

て欲しい。回数を増やすなど改善を望みます。 

・保育所や幼稚園の費用の負担軽減が早く実現すると助かります。 
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生活環境の整備 70 

 

・これから寒くなり外での遊びが難しくなるので室内で広々と遊べる施設があるといいと思

います。 

・子どもにとって安全な環境が充実していると良い。幅広い歩道・公道での禁煙・明るい電

灯・使いやすい公園・低年齢向けのイベントなど。 

・私の住んでいる地域にはあまり公園がなく近くで一番遊具が充実している公園には大きい

子が走り回っている為、普段あまり外で遊ばせられません。又、雤の日に遊ぶ所が市内に

ほとんどない為、上尾の児童館まで行っています。市内に子供が集まって遊べる屋内施設

があればなあと思っています。 

・防災きたもとの夕方のチャイム時間を見直してほしいです。特に冬場の 4 時は早すぎると

思います。他の市町村は、冬は 4：30、夏は 5：30、春秋は 5：00 というところがあ

るのですが、これが適していると思います。 

健康の確保及び増進 41 

 

・先日子供が夜中に 40 度近い熱を出した時に北本の北里病院では小児科医がいないという

ことで診察してもらえませんでした。小児救急医療体制の充実を早急に望みます。 

・北本へ引っ越してきましたが、産婦人科が尐ないので出産のとき産院が選択できなかった

のと、小児科医がほとんどいないと聞きました。耳鼻科も混んでいるし重病の時、小児科・

耳鼻科等は市外へ行っています。夜間救急の小児科とかもっと安心して近場で診てもらえ

る所があればいいと思います。 

・予防接種なども負担軽減して欲しい（年齢なども） 

職場と家庭の両立 20 

 

・保育所幼稚園の充実を強く希望します。現在妊娠を機に離職しましたが、産後の仕事復帰

を断念せざるを得ません。北本市の保育所は両親共稼ぎでは入所出来ず私のように一旦離

職した場合、保育所探しと職探しの両方を同時に進めなければならず厳しい現状です。ど

ちらを優先すべきかも分からないです。また仮に働けて第二子が出来て職場から育休取得

出来ても第一子は退所しなければならないと聞きました。また、保育料も所得によってと

は言え高いと感じます。正社員じゃないと働いた分が保育料で消えます。これでは二人目

も難しく思えるし尐子化が進む一方の自治体になると思います。 

・小さな子供をかかえ仕事をすることになった場合の就職活動中からの支援があるといい。

（面接時の預り、就職決定した場合の保育がすぐ対応してもらえる、など）就職したくて

も、子供を預けられる場所が確保できないと面接すら受けられない。仕事が決まったとし

ても、すぐ保育所へ入所できるかわからない、というのでは働く事はとても困難であると

思うので。子育てに力を入れている北本市なのでぜひ働くママへの支援も手厚くなる事を

願っています。 

・就労したくても保育所は空きがなく一時預かりの時間が短く、又料金も高いのでなかなか

働くことができません。8：30～16：30 の一時預かりの時間帯で雇ってくれるところ

がなく、他の市に預けようかと考えています。どうか延長保育をお願いします。 

・未就学児を育てながらの正社員は大変だった為、今は退職してしまいましたが、自分の事

は自分でできるようになるころには再び働きたいと考えています。初めは短時間の仕事を

希望していますが長期休みのみ預かる施設は北本にはないので働くのは難しいと人から

聞いています。私の周りでは６歳の壁というふうに呼んでいる親たちがいます。この壁を

早く崩して低学年の子供を持つ親でも働きに出られる環境を作ってほしいです。 
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安全等の確保 20 

 

・数年前別の園に通っていた時、小学校で配布された丌審者情報が回って来た事がありまし

たが e 防メールでは通知がありませんでした。こういった事業こそ発揮してほしいです。 

・通学路に歩道が無い場所が多く、車とのすれ違いなど危険。自転車も多いので安心できな

い。 

・駅周辺のみ街灯はあるが、駅から尐し離れると街灯はほとんどなく暗いため、子供を歩か

せることが丌安である。暗いため交通事故や丌審者が出るのではと丌安になる。また子供

だけでなく大人でも夜尐しでも暗くなると怖いと感じるため街灯を設置してほしい。 

学校教育環境の整備 15 

 

・個性を伸ばしたり、自分の考えをきちんと伝える事の出来るなどの教育にも力を注いで頂

きたいです。 

・全ての小学校に特別養護学級がないこと。特別養護学校に通う場合、学区外の小学校に行

くようになるため全ての小学校に特別養護学級を設置してほしい。 

その他 6 

 

・よりよい施設を整備する事も良い事とは思いますが、市の財源が苦しくなったり税金があ

がったりして市民の負担が大きくなる事は望ましくありません。それよりも生かせる現在

のものを利用し、自分が住む地域がより安全にできれば、子供が 1 人で遊んでも安全な位、

見守りがあるなどのあたたかいふれあいの場があることが理想かと思います。箱物の整備

も現在進んでいるようですが、そこまで行くことが難しい方も現実にいるという事も組ん

で頂きたいと思います。 

・0 歳児オムツ無料化など、子供にお金（税金）をかけすぎ。児童手当など十分にしてもら

っているのでそこまでしてもらわなくても良いです。もっと高齢者の方にやさしくしてあ

げても。お金をあげるからと言って子供をたくさん産む女性はあまりいないと思います。 

 
 
 
 
 
 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 小学生調査 
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１ 回答者について 

 

問１ 住まいの地区（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 子どもの学年（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.7

25.2

24.4

25.4

0.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

北本中学校区

東中学校区

西中学校区

宮内中学校区

無回答

住まいの地区
（％）

n=607

15.5

14.7

13.8

20.1

18.5

16.3

1.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

学年 （％）

n=607
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問３ 回答者（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 北本中学
校区

東中学校
区

西中学校
区

宮内中学
校区

無回答

605 150 153 148 154 2
100.0 24.8 25.3 24.5 25.5
93 26 23 23 21 1

100.0 28.0 24.7 24.7 22.6
89 21 19 21 28 0

100.0 23.6 21.3 23.6 31.5
84 25 23 16 20 0

100.0 29.8 27.4 19.0 23.8
122 28 27 29 38 0

100.0 23.0 22.1 23.8 31.1
111 27 31 29 24 1

100.0 24.3 27.9 26.1 21.6
99 23 28 29 19 0

100.0 23.2 28.3 29.3 19.2
7 0 2 1 4 0

100.0 0.0 28.6 14.3 57.1

問１ 住まいの地区

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

92.6

6.8

0.7

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

母親

父親

その他

無回答

回答者 （％）

n=607
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問４ 回答者の配偶関係（ＳＡ） 

・「配偶者はいない」と回答した 9.0％のうち、母子家庭は 50 人、父子家庭は 4 人となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 配偶者が
いる

配偶者は
いない

無回答 非該当

603 541 54 8 4
100.0 89.7 9.0 1.3
562 504 50 8 0
100.0 89.7 8.9 1.4
41 37 4 0 0

100.0 90.2 9.8 0.0

問４ 回答者の配偶者の有無

全体

問３ 回答者 母親

父親

89.7

9.0

1.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

回答者の配偶者の有無 （％）

n=603
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問５ 子育てを主に行っている人（ＳＡ） 

・「父母ともに」が 57.2％で最も多く、次いで「主に母親」が 39.0％、「主に祖父母」が 2.3％

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57.2

39.0

0.3

2.3

0.8

0.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

子育てを主に行っている人
（％）

n=607

合計 父母とも
に

主に母親 主に父親 主に祖父
母

その他 無回答

607 347 237 2 14 5 2
100.0 57.2 39.0 0.3 2.3 0.8 0.3
94 53 41 0 0 0 0

100.0 56.4 43.6 0.0 0.0 0.0 0.0
89 46 41 0 1 0 1

100.0 51.7 46.1 0.0 1.1 0.0 1.1
84 43 36 0 2 2 1

100.0 51.2 42.9 0.0 2.4 2.4 1.2
122 80 38 0 4 0 0

100.0 65.6 31.1 0.0 3.3 0.0 0.0
112 62 42 2 5 1 0

100.0 55.4 37.5 1.8 4.5 0.9 0.0
99 59 36 0 2 2 0

100.0 59.6 36.4 0.0 2.0 2.0 0.0
7 4 3 0 0 0 0

100.0 57.1 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0

問５ 子育てを主に行っている人

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答
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問６ 相談相手や場所の有無（ＳＡ） 

・「いる／ある」が 92.1％となっています。 

・学年別にみると、５年生では「いない」が 1 割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.1

7.1

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

いる／ある

いない／ない

無回答

子育ての相談相手・場所
（％）

n=607

合計 いる／あ
る

いない／
ない

無回答

607 559 43 5
100.0 92.1 7.1 0.8
94 87 5 2

100.0 92.6 5.3 2.1
89 83 5 1

100.0 93.3 5.6 1.1
84 79 5 0

100.0 94.0 6.0 0.0
122 115 7 0
100.0 94.3 5.7 0.0
112 99 12 1
100.0 88.4 10.7 0.9
99 90 8 1

100.0 90.9 8.1 1.0
7 6 1 0

100.0 85.7 14.3 0.0

問６ 子育ての相談相手・場所

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答
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問６-1 相談先（ＭＡ） 

・「友人や知人」が 85.9％で最も多く、次いで「祖父母等の親族」が 80.1％、「近所の人」が

25.4％の順となっています。 

・学年別でみると、３・４年生は「祖父母等の親族」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 祖父母等
の親族

友人や知
人

近所の人 子育て支
援施設・
ＮＰＯ

保健所・
保健セン
ター

保育所 幼稚園 小学校 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 非該当

559 448 480 142 5 0 10 15 105 6 31 3 19 1 48
100.0 80.1 85.9 25.4 0.9 0.0 1.8 2.7 18.8 1.1 5.5 0.5 3.4 0.2
87 68 79 21 3 0 4 5 13 0 3 0 1 0 7

100.0 78.2 90.8 24.1 3.4 0.0 4.6 5.7 14.9 0.0 3.4 0.0 1.1 0.0
83 68 72 25 1 0 2 3 16 2 2 0 2 0 6

100.0 81.9 86.7 30.1 1.2 0.0 2.4 3.6 19.3 2.4 2.4 0.0 2.4 0.0
79 70 68 13 1 0 1 4 20 0 3 1 3 0 5

100.0 88.6 86.1 16.5 1.3 0.0 1.3 5.1 25.3 0.0 3.8 1.3 3.8 0.0
115 93 93 32 0 0 1 2 13 1 4 0 6 0 7

100.0 80.9 80.9 27.8 0.0 0.0 0.9 1.7 11.3 0.9 3.5 0.0 5.2 0.0
99 81 87 28 0 0 0 1 17 2 7 1 6 0 13

100.0 81.8 87.9 28.3 0.0 0.0 0.0 1.0 17.2 2.0 7.1 1.0 6.1 0.0
90 66 78 20 0 0 2 0 24 1 11 1 1 0 9

100.0 73.3 86.7 22.2 0.0 0.0 2.2 0.0 26.7 1.1 12.2 1.1 1.1 0.0
6 2 3 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1

100.0 33.3 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7

問6-1 相談先

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

80.1

85.9

25.4

0.9

0.0

1.8

2.7

18.8

1.1

5.5

0.5

3.4

0.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設・ＮＰＯ

保健所・保健センター

保育所

幼稚園

小学校

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

相談先
（％）

n=599
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２ 保護者の就労状況について 

 

問７(1) 母親の就労状況（ＳＡ） 

・「パート・アルバイト等で就労しており産休・育休・介護休業中ではない」が 45.9％で最も多

く、次いで「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 26.9％、「フルタイムで就労

しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 20.2％の順となっています。 

・学年別にみると、１年生の母親では「以前は就労していたが、現在は就労していない」が最も

多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.2

0.3

45.9

0.7

26.9

5.0

1.0

0.0 20.0 40.0 60.0

フルタムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない

フルタムで就労しているが、産休・

育休・介護休業中である

パート・ゕルバト等で就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない

パート・ゕルバト等で就労している

が、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労し

ていない

これまで就労したことがない

無回答

母親の就労状況
（％）

n=603

合計 フルタイ
ムで就労
してお
り、産
休・育
休・介護
休業中で
はない

フルタイ
ムで就労
している
が、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

パート・
アルバイ
ト等で就
労してお
り、産
休・育
休・介護
休業中で
はない

パート・
アルバイ
ト等で就
労してい
るが、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

以前は就
労してい
たが、現
在は就労
していな
い

これまで
就労した
ことがな
い

無回答 非該当

603 122 2 277 4 162 30 6 4
100.0 20.2 0.3 45.9 0.7 26.9 5.0 1.0
94 23 1 25 1 32 11 1 0

100.0 24.5 1.1 26.6 1.1 34.0 11.7 1.1
88 17 0 40 0 28 2 1 1

100.0 19.3 0.0 45.5 0.0 31.8 2.3 1.1
84 15 1 32 1 29 6 0 0

100.0 17.9 1.2 38.1 1.2 34.5 7.1 0.0
122 28 0 62 2 26 4 0 0
100.0 23.0 0.0 50.8 1.6 21.3 3.3 0.0
110 20 0 55 0 32 2 1 2
100.0 18.2 0.0 50.0 0.0 29.1 1.8 0.9
98 19 0 60 0 13 4 2 1

100.0 19.4 0.0 61.2 0.0 13.3 4.1 2.0
7 0 0 3 0 2 1 1 0

100.0 0.0 0.0 42.9 0.0 28.6 14.3 14.3

問７(1)母親の就労状況

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答
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問７(2) 父親の就労状況（ＳＡ） 

・「フルタイムで就労しており産休・育休・介護休業中ではない」が 92.8％で最も多く、次いで

「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 0.9％となっています。 

・学年による、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.8

0.2

0.4

0.0

0.9

0.0

5.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

フルタムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない

フルタムで就労しているが、産休・

育休・介護休業中である

パート・ゕルバト等で就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない

パート・ゕルバト等で就労している

が、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労し

ていない

これまで就労したことがない

無回答

父親の就労状況
（％）

n=557

合計 フルタイ
ムで就労
してお
り、産
休・育
休・介護
休業中で
はない

フルタイ
ムで就労
している
が、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

パート・
アルバイ
ト等で就
労してお
り、産
休・育
休・介護
休業中で
はない

パート・
アルバイ
ト等で就
労してい
るが、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

以前は就
労してい
たが、現
在は就労
していな
い

これまで
就労した
ことがな
い

無回答 非該当

557 517 1 2 0 5 0 32 50
100.0 92.8 0.2 0.4 0.0 0.9 0.0 5.7
84 76 0 0 0 1 0 7 10

100.0 90.5 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 8.3
84 80 0 1 0 0 0 3 5

100.0 95.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 3.6
74 70 0 0 0 1 0 3 10

100.0 94.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 4.1
110 100 1 0 0 1 0 8 12
100.0 90.9 0.9 0.0 0.0 0.9 0.0 7.3
105 97 0 0 0 2 0 6 7
100.0 92.4 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 5.7
94 88 0 1 0 0 0 5 5

100.0 93.6 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 5.3
6 6 0 0 0 0 0 0 1

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

問７(2)父親の就労状況

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答
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問８(1) 母親のフルタイムへの転換希望（ＳＡ） 

・パート・アルバイトの母親は、「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 60.9％、

「フルタイムへの転換希望があるが、実現できる見込みはない」が 24.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８(2) 父親のフルタイムへの転換希望（ＳＡ） 

・パート・アルバイトの父親２人は、回答がありませんでした。 

  

5.7

24.6

60.9

3.2

5.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

フルタムへの転換希望があり、実現でき

る見込みがある

フルタムへの転換希望はあるが、実現で

きる見込みはない

パート・ゕルバト等の就労を続けること

を希望

パート・ゕルバト等をやめて子育てや家

事に専念したい

無回答

母親のフルタイムへの転換希望
（％）

n=281

合計 フルタイ
ムへの転
換希望が
あり、実
現できる
見込みが
ある

フルタイ
ムへの転
換希望は
あるが、
実現でき
る見込み
はない

パート・
アルバイ
ト等の就
労を続け
ることを
希望

パート・
アルバイ
ト等をや
めて子育
てや家事
に専念し
たい

無回答 非該当

281 16 69 171 9 16 326
100.0 5.7 24.6 60.9 3.2 5.7
26 0 10 14 1 1 68

100.0 0.0 38.5 53.8 3.8 3.8
40 2 12 22 3 1 49

100.0 5.0 30.0 55.0 7.5 2.5
33 3 5 22 1 2 51

100.0 9.1 15.2 66.7 3.0 6.1
64 5 12 40 1 6 58

100.0 7.8 18.8 62.5 1.6 9.4
55 1 16 33 1 4 57

100.0 1.8 29.1 60.0 1.8 7.3
60 5 13 38 2 2 39

100.0 8.3 21.7 63.3 3.3 3.3
3 0 1 2 0 0 4

100.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0
無回答

問８(1)母親のフルタイムへの転換希望

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生
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問９(1) 母親の就労意向（ＳＡ、ＮＡ） 

・現在就業していない母親は、「１年より先、一番下の子どもが□歳になったころに就労したい」

が 23.4％で最も多く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 22.4％、「子

育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 21.9％の順となっています。 

・学年別にみると、4 年生では「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 43.3％で最

も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.9

23.4

22.4

32.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが

□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

無回答

母親の就労希望

（％）

n=192

合計 子育てや
家事など
に専念し
たい（就
労の予定
はない）

１年より
先、一番
下の子ど
もが　□
□歳に
なったこ
ろに就労
したい

すぐにで
も、もし
くは１年
以内に就
労したい

無回答 非該当

192 42 45 43 62 415
100.0 21.9 23.4 22.4 32.3
43 9 14 5 15 51

100.0 20.9 32.6 11.6 34.9
30 12 11 5 2 59

100.0 40.0 36.7 16.7 6.7
35 5 8 8 14 49

100.0 14.3 22.9 22.9 40.0
30 5 4 13 8 92

100.0 16.7 13.3 43.3 26.7
34 4 7 11 12 78

100.0 11.8 20.6 32.4 35.3
17 6 1 1 9 82

100.0 35.3 5.9 5.9 52.9
3 1 0 0 2 4

100.0 33.3 0.0 0.0 66.7
無回答

問９(1)母親の就労希望

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生
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[一番下の子どもの年齢] 

・「１年より先、一番下の子どもが□歳になったころに就労したい」と回答した母親の希望する

一番下の子どもの年齢は、６～８歳と９～１１歳が 28.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[希望する就労形態] 

・すぐにでも、もしくは１年以内に就労したいと回答した母親が希望する就労形態は、「パート

タイム・アルバイト」が 79.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.0

79.1

14.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

フルタム

パートタム、ゕルバト等

無回答

希望する就労形態

（％）

n=43

6.7

13.3

28.9

28.9

17.8

2.2

2.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

0～2歳

3～5歳

6～8歳

9～11歳

12～14歳

15歳以上

無回答

就労したい一番下の子どもの年齢
（％）

n=45



- 108 - 

[希望する１週当たり就労日数] 

・希望する 1 週当たり就労日数は、「３日」が 41.9％、「４日」が 37.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[希望する１日当たり就労時間] 

・希望する１日当たりの就労時間は、「５時間」が 39.5％で最も多く、次いで「６時間」が 20.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0

0.0

41.9

37.2

11.6

0.0

0.0

9.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

1週当たりの就労日数
（％）

n=43

0.0

0.0

2.3

18.6

39.5

20.9

4.7

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間以上

無回答

1日当たりの就労時間

（％）

n=64

0.0

0.0

41.9

37.2

11.6

0.0

0.0

9.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

1週当たりの就労日数
（％）

n=43
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問９(2) 父親の就労意向（ＳＡ、ＮＡ） 

・現在就業していない父親の就労意向は、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が

40.0％、「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[希望する就労形態・就労日数・就労時間] 

・すぐにでも、もしくは１年以内に就労したいと回答した父親 2 人が希望する就労形態は、「パ

ートタイム・アルバイト」が 1 人となっています。 

・1 週当たり就労日数は「１日」、１日当たりの就労時間は「４時間」となっています。 

 

 

  

20.0

0.0

40.0

40.0

0.0 20.0 40.0 60.0

子育てや家事などに専念したい（就労の予定

はない）

１年より先、一番下の子どもが □□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

父親の就労希望

（％）

n=5
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３ 放課後の過ごし方について 

 

問 10(1) 平日の放課後の居場所（ＭＡ） 

・「自宅」が 72.5％で最も多く、次いで「習い事」が 64.7％、「祖父母や友人・知人宅」が 24.9％

となっています。 

・学年別でみると、１年生の「学童保育室」の割合が 22.3％で他の学年に比べ高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.5

24.9

64.7

0.2

9.6

10.9

0.2

19.3

8.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（スポーツ、塾など）

児童館

放課後子ども教室

学童保育室

フゔミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

放課後の居場所【現状】

（％）

n=607

合計 自宅 祖父母宅
や友人・
知人宅

習い事
（スポー
ツ、塾な
ど）

児童館 放課後子
ども教室

学童保育
室

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

607 440 151 393 1 58 66 1 117 51
100.0 72.5 24.9 64.7 0.2 9.6 10.9 0.2 19.3 8.4
94 64 20 56 0 20 21 0 10 4

100.0 68.1 21.3 59.6 0.0 21.3 22.3 0.0 10.6 4.3
89 62 18 52 0 23 14 0 20 5

100.0 69.7 20.2 58.4 0.0 25.8 15.7 0.0 22.5 5.6
84 63 24 58 0 10 12 1 17 5

100.0 75.0 28.6 69.0 0.0 11.9 14.3 1.2 20.2 6.0
122 88 35 81 0 4 10 0 24 14

100.0 72.1 28.7 66.4 0.0 3.3 8.2 0.0 19.7 11.5
112 78 29 76 0 1 5 0 23 12

100.0 69.6 25.9 67.9 0.0 0.9 4.5 0.0 20.5 10.7
99 78 25 66 1 0 4 0 20 11

100.0 78.8 25.3 66.7 1.0 0.0 4.0 0.0 20.2 11.1
7 7 0 4 0 0 0 0 3 0

100.0 100.0 0.0 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0

問10(1) 現状の放課後過している場所

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答
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[週当たり希望日数（ＮＡ）] 

・学童保育室の日数は、「５日」が 74.2％となっています。 

 

［自宅］                 [祖父母宅や友人・知人宅]   

 

 

 

 

 

 

 

［習い事］                [児童館] 

 

 

 

 

 

 

 

[放課後子ども教室]            ［学童保育室］ 

 

 

 

 

 

 

 

[ファミリー・サポート・センター]      [その他]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 79 18.0
2 2日 93 21.1
3 3日 79 18.0
4 4日 55 12.5
5 5日 134 30.5
無回答 0 0.0
非該当 167
全体 440 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 82 54.3
2 2日 42 27.8
3 3日 10 6.6
4 4日 5 3.3
5 5日 12 7.9
無回答 0 0.0
非該当 456
全体 151 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 104 26.5
2 2日 127 32.3
3 3日 89 22.6
4 4日 47 12.0
5 5日 26 6.6
無回答 0 0.0
非該当 214
全体 393 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 0 0.0
2 2日 1 100.0
3 3日 0 0.0
4 4日 0 0.0
5 5日 0 0.0
無回答 0 0.0
非該当 606
全体 1 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 3 5.1
2 2日 37 62.7
3 3日 13 22.0
4 4日 4 6.8
5 5日 2 3.4
無回答 0 0.0
非該当 548
全体 59 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 0 0.0
2 2日 2 3.0
3 3日 6 9.1
4 4日 9 13.6
5 5日 49 74.2
無回答 0 0.0
非該当 541
全体 66 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 0 0.0
2 2日 0 0.0
3 3日 1 100.0
4 4日 0 0.0
5 5日 0 0.0
無回答 0 0.0
非該当 606
全体 1 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 52 44.4
2 2日 26 22.2
3 3日 18 15.4
4 4日 13 11.1
5 5日 8 6.8
無回答 0 0.0
非該当 490
全体 117 100.0
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［学童保育室の終了時間（ＮＡ）］ 

・終了時間は、「18 時」が 75.8％で最も多く、次いで「17 時」が 10.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10(2) 希望する放課後の居場所（ＭＡ） 

・「習い事」が 56.7％で最も多く、次いで「自宅」が 55.7％、「祖父母や友人・知人宅」が 23.4％

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.5

10.6

75.8

9.1

0.0

3.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

学童保育室の終了時間
（％）

n=66

55.7

23.4

56.7

8.2

14.2

8.6

1.0

22.9

22.1

0.0 20.0 40.0 60.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（スポーツ、塾など）

児童館

放課後子ども教室

学童保育室

フゔミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

放課後の居場所【希望】

（％）

n=607
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[週当たり日数（ＮＡ）] 

・52 人が回答した学童保育室の日数は、「５日」が 61.5％、「３日」が 21.2％となっています。 

 

［自宅数］                [祖父母宅や友人・知人宅]   

 

 

 

 

 

 

 

［習い事］                [児童館] 

 

 

 

 

 

 

 

[放課後子ども教室]            ［学童保育室］ 

 

 

 

 

 

 

合計 自宅 祖父母宅
や友人・
知人宅

習い事
（スポー
ツ、塾な
ど）

児童館 放課後子
ども教室

学童保育
室

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

607 338 142 344 50 86 52 6 139 134
100.0 55.7 23.4 56.7 8.2 14.2 8.6 1.0 22.9 22.1
94 43 18 43 7 21 17 1 11 24

100.0 45.7 19.1 45.7 7.4 22.3 18.1 1.1 11.7 25.5
89 46 15 50 5 22 9 0 20 20

100.0 51.7 16.9 56.2 5.6 24.7 10.1 0.0 22.5 22.5
84 50 21 50 17 17 9 2 23 13

100.0 59.5 25.0 59.5 20.2 20.2 10.7 2.4 27.4 15.5
122 70 34 73 9 9 8 0 30 28

100.0 57.4 27.9 59.8 7.4 7.4 6.6 0.0 24.6 23.0
112 62 28 70 6 7 3 1 31 23

100.0 55.4 25.0 62.5 5.4 6.3 2.7 0.9 27.7 20.5
99 63 26 56 5 10 5 2 21 25

100.0 63.6 26.3 56.6 5.1 10.1 5.1 2.0 21.2 25.3
7 4 0 2 1 0 1 0 3 1

100.0 57.1 0.0 28.6 14.3 0.0 14.3 0.0 42.9 14.3

問10(2)希望の放課後過している場所

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 77 22.8
2 2日 81 24.0
3 3日 63 18.6
4 4日 34 10.1
5 5日 83 24.6
無回答 0 0.0
非該当 269
全体 338 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 78 54.9
2 2日 39 27.5
3 3日 12 8.5
4 4日 4 2.8
5 5日 9 6.3
無回答 0 0.0
非該当 465
全体 142 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 67 19.5
2 2日 152 44.2
3 3日 90 26.2
4 4日 18 5.2
5 5日 17 4.9
無回答 0 0.0
非該当 263
全体 344 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 23 46.0
2 2日 20 40.0
3 3日 2 4.0
4 4日 4 8.0
5 5日 1 2.0
無回答 0 0.0
非該当 557
全体 50 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 18 20.9
2 2日 39 45.3
3 3日 19 22.1
4 4日 5 5.8
5 5日 5 5.8
無回答 0 0.0
非該当 521
全体 86 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 1 1.9
2 2日 2 3.8
3 3日 11 21.2
4 4日 6 11.5
5 5日 32 61.5
無回答 0 0.0
非該当 555
全体 52 100.0
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[ファミリー・サポート・センター]      [その他]   

 

 

 

 

 

 

 

 

［学童保育室の終了時間（ＮＡ）］ 

・終了時間は、「1８時」が 53.8％で最も多く、次いで「1９時」が 26.9％、「1７時」が 13.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 5 83.3
2 2日 0 0.0
3 3日 1 16.7
4 4日 0 0.0
5 5日 0 0.0
無回答 0 0.0
非該当 601
全体 6 100.0

No. カテゴリー名 ｎ %
1 1日 46 33.1
2 2日 47 33.8
3 3日 26 18.7
4 4日 8 5.8
5 5日 12 8.6
無回答 0 0.0
非該当 468
全体 139 100.0

0.0

13.5

53.8

26.9

0.0

5.8

0.0 20.0 40.0 60.0

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

学童保育室の終了時間
（％）

n=52
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問 11(1) 土曜日の学童保育室の利用希望（学童利用者・希望者限定）（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 41.3％で最も多く、次いで「高学年になっても利用したい」11.3％、

「低学年の間は利用したい」3.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[学童保育室の利用時間帯（ＮＡ）] 

・希望の利用時間帯は、９時～16 時が 9 割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.0

27.5

41.3

21.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

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

土曜日の学童保育室の利用希望
（％）

n=80

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

土曜日の利用したい時間帯
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問 11(2) 日曜・祝日の学童保育室の利用希望（学童利用者・希望者限定）（ＳＡ） 

・「利用する必要はない」が 53.8％で最も多く、次いで「高学年になっても利用したい」が 11.3％、

「低学年の間は利用したい」が 3.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [学童保育室の利用時間帯（ＮＡ）] 

・希望の利用時間帯は、９時～16 時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.8

11.3

53.8

31.3

0.0 20.0 40.0 60.0

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

日曜・祝日の学童保育室の利用希望
（％）

n=80

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

日曜・祝日の利用したい時間帯
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問 11(3) 長期休暇中の学童保育室の利用希望（学童利用者・希望者限定）（ＳＡ） 

・「高学年になっても利用したい」が 75.0％で最も多く、次いで「低学年の間は利用したい」が

10.0％、「利用する必要はない」が 1.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [学童保育室の利用希望時間帯（ＮＡ）] 

・希望の利用時間帯は、９時～16 時が９割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.0

75.0

1.3

13.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

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

長期休暇中の学童保育室の利用希望
（％）

n=80

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

長期休暇中の利用したい時間帯
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４ 子育て情報や子育てしやすいまちづくりについて 

 

問 12 地域の子育ての環境や支援の満足度（ＳＡ） 

・「３」が 44.8％で最も多く、次いで「２」が 19.8％、「４」が 17.5％となっており、全体で

は平均点が 2.82 となっています。 

・学年別にみると、それほど大きな差異はありませんが、６年生で最も高い 2.90 となっていま

す。 

・地区別では、北本中学校区で最も高い 2.96、東中学校区で最も低い 2.66 となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.2

19.8

44.8

17.5

2.6

5.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

１

２

３

４

５

無回答

地域の子育ての環境や支援の満足度
（％）

n=607

合計 1 2 3 4 5 無回答 平均
607 62 120 272 106 16 31
100.0 10.2 19.8 44.8 17.5 2.6 5.1 2.82
94 8 18 48 16 1 3

100.0 8.5 19.1 51.1 17.0 1.1 3.2 2.82
89 6 21 36 15 4 7

100.0 6.7 23.6 40.4 16.9 4.5 7.9 2.88
84 11 17 37 11 4 4

100.0 13.1 20.2 44.0 13.1 4.8 4.8 2.75
122 19 21 44 27 3 8
100.0 15.6 17.2 36.1 22.1 2.5 6.6 2.77
112 9 24 53 15 4 7
100.0 8.0 21.4 47.3 13.4 3.6 6.3 2.82
99 7 18 51 22 0 1

100.0 7.1 18.2 51.5 22.2 0.0 1.0 2.90
7 2 1 3 0 0 1

100.0 28.6 14.3 42.9 0.0 0.0 14.3 2.17
150 11 24 74 32 4 5
100.0 7.3 16.0 49.3 21.3 2.7 3.3 2.96
153 22 34 64 22 3 8
100.0 14.4 22.2 41.8 14.4 2.0 5.2 2.66
148 13 35 66 23 5 6
100.0 8.8 23.6 44.6 15.5 3.4 4.1 2.80
154 16 25 68 29 4 12
100.0 10.4 16.2 44.2 18.8 2.6 7.8 2.86
2 0 2 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00

問１ 住まい
の地区

北本中学校区

東中学校区

西中学校区

宮内中学校区

無回答

問12 地域における子育て環境等の満足度

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答
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問 13 子育てに感じること（ＳＡ） 

・「楽しいと感じることの方が多い」が 54.9％で最も多く、次いで「楽しいと感じることとつら

いと感じることが同じくらい」が 36.1％、「辛いと感じることの方が多い」が 4.0％となって

います。 

・前回（H21）調査と比較してもほぼ同様の結果となっています。 

・学年別にみると、「楽しいと感じることの方が多い」は６年生で 60.6％と最も多く、1 年生で

51.1％と最も尐なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 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

607 333 219 24 12 12 7
100.0 54.9 36.1 4.0 2.0 2.0 1.2
94 48 38 6 1 1 0

100.0 51.1 40.4 6.4 1.1 1.1 0.0
89 48 37 1 0 2 1

100.0 53.9 41.6 1.1 0.0 2.2 1.1
84 46 30 4 1 1 2

100.0 54.8 35.7 4.8 1.2 1.2 2.4
122 68 46 4 3 1 0

100.0 55.7 37.7 3.3 2.5 0.8 0.0
112 60 40 4 4 2 2

100.0 53.6 35.7 3.6 3.6 1.8 1.8
99 60 28 4 1 4 2

100.0 60.6 28.3 4.0 1.0 4.0 2.0
7 3 0 1 2 1 0

100.0 42.9 0.0 14.3 28.6 14.3 0.0

問13 子育てに感じること

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

54.9

36.1

4.0

2.0

2.0

1.2

54.7

34.8

3.2

1

3.4

2.9

0.0 20.0 40.0 60.0

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じること辛いといと

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

子育てに感じること

H25 H21

（％）

n=607 n=618
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問 14 子育て情報の入手先（ＭＡ） 

・「隣近所の人、知人、友人」が 84.0％で最も多く、次いで「親族」が 51.4％、「保育所、幼

稚園、学校」が 43.3％の順となっています。 

・学年別にみると、2 年生では「保育所、幼稚園、学校」の割合が 53.9％と他の学年に比べや

や高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51.4

84.0

1.2

43.3

3.6

22.9

3.3

26.9

5.6

17.8

1.5

1.8

1.6

1.2

0.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

親族

隣近所の人、知人、友人

子育てサークルの仲間

保育所、幼稚園、学校

ンターネット（市のＨＰ）

市の広報やパンフレット

市役所や市の機関（広報や市のHPを除く）

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌

ンターネット（市以外のＨＰ）

コミュニテゖー誌

その他

情報の入手先がわからない

情報の入手方法がわからない

無回答

子育てに関する情報の入手先
（％）

n=607
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合計 親族 隣近所の
人、知
人、友人

子育て
サークル
の仲間

保育所、
幼稚園、
学校

インター
ネット
（市のＨ
Ｐ）

市の広報
やパンフ
レット

市役所や
市の機関
（広報や
市のＨＰ
を除く）

テレビ、
ラジオ、
新聞

子育て雑
誌

607 312 510 7 263 22 139 20 163 34
100.0 51.4 84.0 1.2 43.3 3.6 22.9 3.3 26.9 5.6
94 50 76 0 47 5 22 2 21 4

100.0 53.2 80.9 0.0 50.0 5.3 23.4 2.1 22.3 4.3
89 40 75 3 48 4 30 4 17 5

100.0 44.9 84.3 3.4 53.9 4.5 33.7 4.5 19.1 5.6
84 45 72 1 39 3 18 4 24 3

100.0 53.6 85.7 1.2 46.4 3.6 21.4 4.8 28.6 3.6
122 66 105 2 50 6 23 6 33 6

100.0 54.1 86.1 1.6 41.0 4.9 18.9 4.9 27.0 4.9
112 60 91 0 41 2 22 2 34 9

100.0 53.6 81.3 0.0 36.6 1.8 19.6 1.8 30.4 8.0
99 50 86 1 37 2 22 2 32 7

100.0 50.5 86.9 1.0 37.4 2.0 22.2 2.0 32.3 7.1
7 1 5 0 1 0 2 0 2 0

100.0 14.3 71.4 0.0 14.3 0.0 28.6 0.0 28.6 0.0

合計 インター
ネット
（市以外
のＨＰ）

コミュニ
ティー誌

その他 情報の入
手先がわ
からない

情報の入
手方法が
わからな
い

無回答

607 108 9 11 10 7 4
100.0 17.8 1.5 1.8 1.6 1.2 0.7
94 23 0 1 0 0 1

100.0 24.5 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1
89 12 2 1 0 0 1

100.0 13.5 2.2 1.1 0.0 0.0 1.1
84 9 0 2 2 1 0

100.0 10.7 0.0 2.4 2.4 1.2 0.0
122 28 2 2 4 2 0

100.0 23.0 1.6 1.6 3.3 1.6 0.0
112 24 4 3 2 3 2

100.0 21.4 3.6 2.7 1.8 2.7 1.8
99 10 1 2 1 1 0

100.0 10.1 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0
7 2 0 0 1 0 0

100.0 28.6 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0

問14 子育てに関する情報の入手先

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

問14 子育てに関する情報の入手先
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問 15 食生活で気をつけていること（ＭＡ） 

・食生活でいつも気をつけていることは、「朝食をきちんと食べる」が 95.6％、「食事時間は決

まっている」が 79.7％、「親子で楽しみながら食べる」が 63.1％となっています。 

・ほとんど気を付けていないことは、「うす味の食事を心がけている」が 18.3％、「間食の時間

と量を決めている」が 17.3％と１割以上となっています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79.7

30.3

95.6

63.1

32.3

50.2

56.7

40.0

46.1

18.5

50.6

3.3

34.1

49.4

42.8

38.7

54.0

47.3

1.5

18.3

0.8

2.3

17.3

6.1

4.0

4.9

6.1

0.3

0.8

0.3

0.5

1.0

0.8

0.7

1.0

0.5

0% 50% 100%

ゕ 食事時間はほぼきまっている

 うす味の食事を心がけている

ウ 朝食をきちんと食べる

エ 親子で楽しみながら食べる

オ 間食の時間と量を決めている

カ 栄養のバランスやエネルギーを考えて食事をする

キ 毎食、野菜料理を食べる

ク 毎日、緑黄色野菜を食べる

ケ よくかんで食べる

食生活で気をつけていること

いつも ときどき ほとんどない 無回答
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問 16 子育てしやすいまちとなるために必要なこと（ＭＡ） 

・「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備」が 67.4％で最も多く、次いで「小児

救急医療体制の充実」が 66.2％、「交通事故や丌審者などから子どもを守る安全・安心の取組

の推進」が 51.9％の順となっています。 

・学年別にみると、1 年生と３年生では「小児救急医療体制の充実」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.2

23.9

37.1

4.1

6.9

38.7

26.0

8.9

7.4

67.4

18.5

31.0

1.6

7.2

2.6

10.4

51.9

21.3

6.8

0.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

小児救急医療体制の充実

保育所・学童保育室などの整備

児童館・児童センターなどの整備

子育てについて学ぶ機会の促進

男女が共に子育てに関わるための意識啓発

保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減

出産や医療に係る費用の負担軽減

子育ての不安や悩みの相談窓口の整備

発達などに関する専門相談体制の整備

道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備

子どもの創造性や感性をのばす教育機会の普及

いじめや差別をなくす教育の推進

出産や妊娠に関する学習機会の促進

親子が安心して集まって交流できる場などの整備

フゔミリー・サポート・センターの会員確保

特別支援が必要な子どもへの事業推進

交通事故や不審者などから子ども守る安全・安心の取組の推進

お祭りや子ども向けベントなどの充実

その他

無回答

子育てしやすいまちになるために重要なこと

（％）

n=607
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合計 小児救急
医療体制
の充実

保育所・
学童保育
室などの
整備

児童館・
児童セン
ターなど
の整備

子育てに
ついて学
ぶ機会の
促進

男女が共
に子育て
に関わる
ための意
識啓発

保育所や
幼稚園の
費用や教
育費の負
担軽減

出産や医
療に係る
費用の負
担軽減

子育ての
不安や悩
みの相談
窓口の整
備

発達など
に関する
専門相談
体制の整
備

道路や公
園など子
どもが安
心して暮
らせる環
境の整備

子どもの
創造性や
感性をの
ばす教育
機会の普
及

607 402 145 225 25 42 235 158 54 45 409 112
100.0 66.2 23.9 37.1 4.1 6.9 38.7 26.0 8.9 7.4 67.4 18.5
94 67 26 38 5 6 37 30 9 8 62 10

100.0 71.3 27.7 40.4 5.3 6.4 39.4 31.9 9.6 8.5 66.0 10.6
89 49 31 34 0 9 39 20 6 6 60 22

100.0 55.1 34.8 38.2 0.0 10.1 43.8 22.5 6.7 6.7 67.4 24.7
84 63 21 36 2 4 30 14 7 4 56 18

100.0 75.0 25.0 42.9 2.4 4.8 35.7 16.7 8.3 4.8 66.7 21.4
122 83 28 47 5 3 48 33 11 7 88 20
100.0 68.0 23.0 38.5 4.1 2.5 39.3 27.0 9.0 5.7 72.1 16.4
112 74 21 38 8 8 36 32 14 8 75 23
100.0 66.1 18.8 33.9 7.1 7.1 32.1 28.6 12.5 7.1 67.0 20.5
99 61 16 29 5 12 42 28 7 11 63 17

100.0 61.6 16.2 29.3 5.1 12.1 42.4 28.3 7.1 11.1 63.6 17.2
7 5 2 3 0 0 3 1 0 1 5 2

100.0 71.4 28.6 42.9 0.0 0.0 42.9 14.3 0.0 14.3 71.4 28.6

合計 いじめや
差別をな
くす教育
の推進

出産や妊
娠に関す
る学習機
会の促進

親子が安
心して集
まって交
流できる
場などの
整備

ファミ
リー・サ
ポート・
センター
の会員確
保

特別支援
が必要な
子どもへ
の事業推
進

交通事故
や不審者
などから
子ども守
る安全・
安心の取
組の推進

お祭りや
子ども向
けイベン
トなどの
充実

その他 無回答

607 188 10 44 16 63 315 129 41 1
100.0 31.0 1.6 7.2 2.6 10.4 51.9 21.3 6.8 0.2
94 28 1 6 6 13 47 17 7 0

100.0 29.8 1.1 6.4 6.4 13.8 50.0 18.1 7.4 0.0
89 30 0 8 2 14 44 23 5 0

100.0 33.7 0.0 9.0 2.2 15.7 49.4 25.8 5.6 0.0
84 19 0 8 2 7 42 19 3 0

100.0 22.6 0.0 9.5 2.4 8.3 50.0 22.6 3.6 0.0
122 38 1 10 2 8 63 26 10 1
100.0 31.1 0.8 8.2 1.6 6.6 51.6 21.3 8.2 0.8
112 39 3 8 1 11 59 22 9 0
100.0 34.8 2.7 7.1 0.9 9.8 52.7 19.6 8.0 0.0
99 31 5 4 3 9 56 20 6 0

100.0 31.3 5.1 4.0 3.0 9.1 56.6 20.2 6.1 0.0
7 3 0 0 0 1 4 2 1 0

100.0 42.9 0.0 0.0 0.0 14.3 57.1 28.6 14.3 0.0

問16 もっと子育てしやすい町にするために重要なこと

問16 もっと子育てしやすい町にするために重要なこと

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

全体

問２ 学年 １年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答
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問 17 行事や組織への参加について（ＭＡ） 

・母親は、「保護者会・ＰＴＡ」が 87.6％で最も多く、次いで「自治会活動」が 72.0％、「地

域のボランティア」が 28.0％となっています。 

・父親は、「自治会活動」が 48.5％、「保護者会・ＰＴＡ」が 17.4％、「地域のボランティア」

が 14.7％となっています。 

・前回（H21）調査と比べると、全体的に父親・母親共に参加割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87.6

28.0

72.0

16.4

8.5

17.4

14.7

48.5

7.7

44.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

保護者会・ＰＴＡ

地域のボランテゖゕ活動

自治会活動

地域で活動するサークル

無回答

参加している行事や組織(H25）

母親 父親

（％）

n=603 n=557

84.0

18.8

66.2

18.4

22.2

10.4

41.1

7.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

保護者会・ＰＴＡ

地域のボランテゖゕ活動

自治会活動

地域で活動するサークル

参加している行事や組織(H21）

母親 父親

（％）

n=618 n=618
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子育ての環境や支援に関して（ＦＡ） 

自由記述について、235 人から 345 件の意見があり、意見内容ごとの意見数や主な意見は次の

とおりです。 

 

意見内容 件数 

生活環境の整備 69 

 

・子供達が安心して遊べる公園や広場、児童館などが尐ないです。スポーツセンター、総合

公園、子供公園、野活などは住宅地から離れているので、平日に子供が行く事はほとんど

無いので、子供の為の施設とは言えないです。 

・平成２６年度中に完成予定とあった児童館が楽しみです。雤の日、暑い日、寒い日でも友

達と遊べる場所があると有り難いです。又、ぜひＤＳなどゲーム機の持ち込みを禁止して

ほしいです。運動やらトランプ、オセロ等々、ゲーム機以外の遊びで遊べたらと思います。

（健康的な遊び）指導員がいたら、なお有り難いです。宜しくお願い致します。 

・石戸小学校に通っているため、文化センターへは一人で行く事が出来ません。（まだ四年

生なので）本が大好きなので、図書館が近くにあったら良いのにといつも言っています。

文化センター内の図書館くらいの規模のものが、学区毎にあると良いなと思っておりま

す。 

教育・保育の充実 66 

 

・学童がもっと自由に使えてもっと利用しやすい料金や規定ならいいなと思います。学童に

入れて親から働くお母さん（父）のための学童なのに、祭りやキャンプ、それの準備の為

の親の集まりが夜まであると聞きました。学童に入れても余計に忙しくなるのでは、学童

に入れる気にはなりません。行きたい時に行ける学童（東京にはあるみたいです）になれ

ばいいなと思います。 

・学童保育の夏休みなど、長期休暇時のみの利用を可能にしてほしいです。 

・学童の指定管理導入は、指定管理が短く、コロコロ変わる可能性や悪い業者が入るかもし

れないなど、安心して子供を預けられない。子供を大事にしていないと思う。 

地域における子育て支援 62 

 

・丌登校や、学校に行きづらい子が安心できる場所が近くにあるといいなあと思います。 

・複雑な事情を抱える家庭の子どもや、特別な支援を要する子どもの支援に適切な人材を配

置してください。また、そのような家庭や子どもの支援には、統一した見地のもと、社会

のつながりがしっかりとれるような取り組みを期待します。 

・就学前、就学後ともに、学校側のフォーマルな場だけではなく、子どもや親同士がつなが

りあう場を育て、支援してください。子どもも育みも、そのような場や機会に参画するこ

とで、単なる受益者という側面だけではない、次の社会の担い手として育っていくはずで

す。そのためにはこの計画も含め、親の学習や施策に関心を促す機会が必要と考えます。 
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学校教育環境の整備 50 

 

・公立の小学校、中学校などの学校間の環境の差をなくしてほしい（設備、教員など）。 

・中学校学区制に反対です。その子に合った学校があるはずです。家が近い、遠いだけで学

校を決めてしまったら、将来まで変わってしまいます。ぜひ学区制を撤廃して、自由に選

べるようにしてもらいたいです。 

・学校の先生が若くなってきています。利点もたくさんありますが、人間力の足りなさは、

どうフォローしていくのかも気になっています。先生の口から「テメーラ」と言われてい

る（他校ですが）現状に言葉を無くしてしまいます。「こまかい親」と言われても、まず

は先生方に基本的なことは学んでほしいと願います。他の市よりはとても子育てしやすい

と感じておりますが、子供を大切に育てる社会が必要なのは変わらないと思いますので、

キメの細かな対応をしていただけるとありがたく思います。 

安全等の確保 49 

 

・通学路の安全確保を優先してやっていただきたいと思います。ヒヤッとする場面を何度も

目にしています。ガードレール、せめて、ポール等でグリーンゾーンをしっかり確保して

ほしいです。 

・学区内にある「東間通り」ですが、制限速度 30ｋを守っている車はほとんどいません。

子供の通りも多い道ですし、もっと厳しく取り締まってほしいと思います。（警察の方が

取り締まっているのを見た事がないので） 

・下校や友達と遊んだ帰り道、友達と別れて家まで数ｍの所で丌審者に会う事件に巻き込ま

れてしまうということがあります。私も迎えに行ったり、帰りの時間を決めたりしていま

すが、まだまだ丌安です。人通りを多くする事は難しいですが、街灯を多くして子供達の

丌安を尐しでも取り除くことができると助かります。細い道で暗い場所、周りに家が尐な

い道は本当にもっと街灯がほしいと感じます。 

健康の確保及び増進 28 

 

・夜間の急病時、対応する病院を探すのに苦労します。やっと見つけた病院が遠かったり、

知らない場所だったりと、連れて行くだけでまいってしまいます。病院を増やしてほしい

です。 

・産婦人科がないと（特に産科）、北本で産む事ができない。国策が必要だが、どうにかな

らないものか。 

・こども医療費とても助かっています。ただ、窓口負担が無くなり、いくらかかっているの

かわかりません。税金なのですから、「無料」という感覚に市民がなるのは良くないと思

います。「何円」かかっているのか利用者は知るべきです。 

職場と家庭の両立 13 

 

・子供が学校に行っている間だけ働ける、また休みの取りやすい職場があると良いです。 

・両親ともフルタイムで働きながらの学童保育の親の運営が厳しく、そのため預けることが

できなかった。また、放課後、こども教室もよいが、お迎えに行けない。仕事と育児のバ

ランスがもっとうまくとれるような施策を期待しています。 

・学校が半日や短縮になった時に、子供を預ける場所が欲しい。子供の就学時間に合わせて

パートをしているが、半日の時に仕事が休めずに困っている。夫が有休を取ってくれるこ

とも多いが、そうそう休めない。安全で安心して預けられる所が欲しい。 

その他 8 

 
・新駅に使う税金があれば、子育ての環境充実に当てるべきと考えます。 

・未来の希望である子供の為に、地球の為に良く考えて企画して欲しいです。 
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