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第１章 回答者属性（フェイス項目）の概要 （就学前、就学後）           

 

 

■あなたのお住まいの区または支所をお答えください。 

千種区

東区

北区

楠支所（北区）

西区

山田支所（西区）

中村区

中区

昭和区

瑞穂区

熱田区

中川区

富田支所（中川区）

港区

南陽支所（港区）

南区

守山区

志段味支所（守山区）

緑区

徳重支所（緑区）

名東区

天白区

  無回答

7.0

3.5

4.9

0.6

5.1

1.2

4.6

2.5

5.3

5.1

2.9

6.8

1.3

3.3

0.5

4.6

7.3

2.0

10.8

2.9

8.3

7.9

1.5

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

(N = 6,613)
 

お住まいの区 【就学前 問 86・就学後 問 59】（ F1 ） 

Ⅲ 子育て家庭調査 
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■あなたは現在お住まいの区に、何年居住していますか。（１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたの性別をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

５年未満 2,035 30.8％ 

５年以上１０年未満 1,825 27.6％ 

１０年以上２０年未満 1,715 25.9％ 

２０年以上３０年未満 342 5.2％ 

３０年以上 624 9.4％ 

無回答 72 1.1％ 

全体 6,613 100.0％ 

 回答数 構成比 

男性   852  12.9％ 

女性 5,672  85.8％ 

その他   10   0.2％ 

無回答  79   1.2％ 

全体 6,613 100.0％ 

お住まいの区での居住年数 【就学前 問 87・就学後 問 60】（ F2 ） 

性別 【就学前 問 88・就学後 問 61】（ F3 ） 

５年未満

30.8%

５年以上１０年未満

27.6%

１０年以上２０年未満

25.9%

２０年以上３０年未満

5.2%

３０年以上

9.4%
無回答

1.1%

(N = 6,613)

男性

12.9%

女性

85.8%

その他

0.2%

無回答

1.2%

(N = 6,613)
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■あて名のお子さんから見た続柄をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたの年齢をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あなたの配偶者の年齢をお答えください。 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

父親   857  13.0％ 

母親   5,660  85.6％ 

祖父     0   0.0％ 

祖母     4   0.1％ 

その他     8   0.1％ 

無回答    84   1.3％ 

全体 6,613 100.0％ 

 回答数 構成比 

２０歳未満     1   0.0％ 

２０～２９歳   410   6.2％ 

３０～３９歳 3,131  47.3％ 

４０～４９歳 2,541  38.4％ 

５０歳以上   405   6.1％ 

無回答   125   1.9％ 

全体 6,613 100.0％ 

 回答数 構成比 

２０歳未満     0   0.0％ 

２０～２９歳   258   4.2％ 

３０～３９歳 2,565  41.6％ 

４０～４９歳 2,522  40.9％ 

５０歳以上   655  10.6％ 

無回答   167   2.7％ 

全体 6,167 100.0％ 

お子さんから見た続柄 【就学前 問 89・就学後 問 62】（ F4 ） 

年齢 【就学前 問 90・就学後 問 63】（ F5 ） 

 

配偶者の年齢 【就学前 問 91・就学後 問 64】（ F6 ） 

20歳未満

0.0%
20～29歳

6.2%

30～39歳

47.3%

40～49歳

38.4%

50歳以上

6.1%

無回答

1.9%

(N = 6,613)

20歳未満

0.0%
20～29歳

4.2%

30～39歳

41.6%

40～49歳

40.9%

50歳以上

10.6%

無回答

2.7%

(N = 6,167)

父親

13.0%

母親

85.6%

祖父

0.0%

祖母

0.1%

その他

0.1%
無回答

1.3%

(N = 6,613)
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■あて名のお子さんの生まれた年と月をお答えください。 

 

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

7歳

8歳

9歳

10歳

11歳

12歳

13歳

14歳

15歳

16歳

17歳

無回答

2.7

9.8

9.6

9.4

10.4

10.6

3.2

5.1

5.3

4.1

3.1

3.7

3.9

3.3

3.5

3.0

2.9

2.4

4.0

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

(N = 6,613)

 

 

 

 

お子さんの生年月日 【就学前 問 92・就学後 問 65】（ F7 ） 
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■あて名のお子さんに１７歳以下のきょうだいは何人いますか。（あて名のお子さ 

ん含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あて名のお子さんと同居されているのは、合計何人ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

１人 3,045 46.0％ 

２人 2,331 35.2％ 

３人   862 13.0％ 

４人以上   146  2.2％ 

無回答   229  3.5％ 

全体 6,613 100.0％ 

 回答数 構成比 

２人以下  276  4.2％ 

３人 1,724 26.1％ 

４人 2,922 44.2％ 

５人 1,111 16.8％ 

６人以上   398  6.0％ 

無回答   182  2.8％ 

全体 6,613 100.0％ 

１７歳以下のきょうだいの人数 【就学前 問 93・就学後 問 66】（ F8 ） 

お子さんと同居されている方 【就学前 問 94・就学後 問 67】（ F9 ） 

1人

46.0%

2人

35.2%

3人

13.0%

4人以上

2.2%
無回答

3.5%

(N = 6,613)

2人以下

4.2%

3人

26.1%

4人

44.2%

5人

16.8%

6人以上

6.0%

無回答

2.8%

(N = 6,613)
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■現在、あて名のお子さんと同居されている方をお答えください。（複数回答） 

父親

父親（単身赴任中）

母親

母親（単身赴任中）

きょうだい

祖父（父方）

祖母（父方）

祖父（母方）

祖母（母方）

その他の人（叔父、叔母など）

  無回答

88.6

4.0

95.6

0.1

69.0

2.3

3.3

2.6

3.9

1.5

2.4

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

(N = 6,613)

 

 

 

【同居しているきょうだいの人数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

１人 365 8.0％ 

２人 2,722 59.6％ 

３人 1,019 22.3％ 

４人以上   182  4.0％ 

無回答    277  6.1％ 

全体 4,565 100.0％ 

お子さんの同居人数 【就学前 問 95・就学後 問 68】（ F10 ） 

1人

8.0%

2人

59.6%

3人

22.3%

4人以上

4.0%

無回答

6.1%

(N = 4,565)
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■あて名のお子さんの保護者のかたの年収についてお答えください。 

 

（１）父親 

0円

100万円未満

（0円を除く）

100万円～
200万円未満

200万円～
300万円未満

300万円～
400万円未満

400万円～

500万円未満

500万円～

600万円未満

600万円～
700万円未満

700万円～
800万円未満

800万円～
900万円未満

900万円～

1,000万円未満

1,000万円以上
2,000万円未満

2,000万円以上

父親または母親はいない

無回答

0.6

0.6

1.1

3.2

8.5

14.6

13.8

12.9

10.7

7.4

5.2

10.6

1.3

2.7

6.9

0.4

0.4

1.0

4.3

11.7

18.9

17.4

14.3

8.8

5.5

4.0

6.8

1.5

1.8

3.3

0.5

1.0

1.3

3.1

9.2

16.2

15.9

14.6

11.5

7.2

4.3

9.2

0.8

1.6

3.7

0.4

0.4

1.2

2.5

7.3

13.2

12.9

13.0

12.8

8.5

5.6

12.1

1.5

3.5

5.1

1.4

0.3

1.1

3.6

6.0

10.7

9.0

9.9

12.0

10.4

8.7

16.4

1.7

3.9

5.0

1.0

1.3

1.0

2.3

5.1

8.9

8.4

11.2

8.1

8.7

8.4

17.8

1.8

6.6

9.4

0% 5% 10% 15% 20% 25%

全 体（N＝6,613) 3歳未満の親（N＝1,462 ) 3歳以上の親（N＝1,989 )

小学生の親（N＝1,651 ) 中学生の親（N＝665 ) 高校生の親（N＝393 )

 

 

保護者の年収 【就学前 問 97・就学後 問 70】（ F11 ） 
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（２）母親 

0円

100万円未満
（0円を除く）

100万円～
200万円未満

200万円～
300万円未満

300万円～
400万円未満

400万円～
500万円未満

500万円～

600万円未満

600万円～

700万円未満

700万円～
800万円未満

800万円～
900万円未満

900万円～
1,000万円未満

1,000万円以上
2,000万円未満

2,000万円以上

父親または母親はいない

無回答

21.1

19.8

14.9

9.7

9.7

8.0

4.4

2.3

1.5

0.9

0.4

0.8

0.1

0.2

6.1

27.7

11.5

11.8

12.7

14.7

9.8

4.2

2.1

1.2

0.8

0.3

0.7

0.1

0.0

2.7

25.0

17.4

13.9

10.0

9.9

9.5

5.4

2.4

1.1

0.9

0.3

0.5

0.1

0.1

3.6

17.5

26.1

17.3

8.6

7.9

6.6

4.7

2.7

1.9

0.7

0.4

1.3

0.2

0.2

3.9

13.8

30.5

20.8

7.1

7.1

5.8

3.0

2.3

1.8

0.9

1.2

0.8

0.2

0.2

4.8

15.0

25.7

19.6

8.9

6.3

5.6

2.8

3.6

2.3

2.3

0.3

0.8

0.5

1.5

4.8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

全 体（N＝6,613) 3歳未満の親（N＝1,462 ) 3歳以上の親（N＝1,989 )

小学生の親（N＝1,651 ) 中学生の親（N＝665 ) 高校生の親（N＝393 )

 

 

※（３）その他の保護者は、回答がなかったため割愛。 
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■あて名のお子さんが属する世帯全員の年収の合計額についてお答えください。 

0円

100万円未満

（0円を除く）

100万円～
200万円未満

200万円～
300万円未満

300万円～
400万円未満

400万円～

500万円未満

500万円～

600万円未満

600万円～
700万円未満

700万円～
800万円未満

800万円～
900万円未満

900万円～

1,000万円未満

1,000万円以上
2,000万円未満

2,000万円以上

無回答

0.3

0.6

1.4

2.0

3.7

8.2

8.6

10.0

11.0

10.4

8.4

22.3

2.3

10.8

0.1

0.4

1.1

2.0

5.5

9.6

10.2

11.1

12.3

10.4

9.2

19.7

2.2

6.3

0.3

0.8

1.0

1.6

3.7

9.2

10.0

11.3

12.4

10.9

8.2

21.3

1.8

7.7

0.2

0.4

1.7

2.3

2.8

7.3

8.7

10.0

10.4

11.6

8.0

23.9

2.9

9.8

1.2

0.9

2.0

3.0

2.6

8.0

5.6

8.6

9.2

10.4

10.1

26.6

2.9

9.2

0.5

1.3

2.6

3.1

4.9

7.2

5.1

6.9

8.1

9.4

7.6

30.8

2.5

10.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

全 体（N＝6,613) 3歳未満の親（N＝1,462 )

3歳以上の親（N＝1,989 ) 小学生の親（N＝1,651 )

中学生の親（N＝665 ) 高校生の親（N＝393 )

 

保護者の世帯年収 【就学前 問 98・就学後 問 71】（ F12 ） 
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■あなたのお住まいの近くに親族はお住まいですか。（複数回答） 

自分の親

配偶者の親

自分のきょうだい

配偶者のきょうだい

その他の親族

近くに親族はいない

  無回答

39.6

32.8

20.8

14.2

8.8

32.1

2.5

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

(N = 6,613)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近くに住む親族 【就学前 問 96・就学後 問 69】（ F13 ） 
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第２章 共通の質問（就学前、就学後）                                                                                                            

 

 

■子育てを通じて良かったと感じたことについてあてはまるものを選んでください。 

（３つまで） 

◇ 全体では、「子どもといることで幸せを感じる」が 80.3％と最も多い。次いで、「子

どもの成長をみると充実感がある」61.6％、「子どもとともに自分も成長できた」

43.6％である。 

 

子どもといることで
幸せを感じる

子どもの成長をみると

充実感がある

子どもとともに

自分も成長できた

家族の絆が強まった

視野が広がった

友だちが増えた

自分が育ててもらったことを
感謝できるようになった

特にない

その他

  無回答

80.3

61.6

43.6

23.6

23.3

10.0

37.4

0.3

0.7

1.4

88.2

65.3

34.0

28.7

18.6

4.4

43.7

0.3

0.5

1.0

82.5

62.5

40.9

24.7

23.8

7.9

37.5

0.3

0.8

1.2

78.0 

59.2 

48.9 

22.2 

25.3 

14.1 

34.1 

0.2 

0.5 

1.3 

70.8

59.8

54.6

18.8

24.5

15.3

33.4

0.2

0.9

1.4

71.5

60.6

55.5

17.0

27.7

12.2

32.1

0.5

0.8

1.5

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）

  

 

 

子育てを通じて良かったと感じたことについて 【問１】 
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【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あて名のお子さんを育てている間に、どんなことに悩んだり、不安に感じたり、困 

ったりしましたか。（３つまで） 

◇ 全体では、「子どものしつけ・生活習慣のこと」が 50.0％と最も多く、次いで「子

育て・家事と仕事との両立のこと」が 33.0％である。 

◇ 「中学生の親」と「高校生の親」では、「子どもの成績や勉強のこと」が高くなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
全 体 

平成 30年 令和 5年 変化量 

子どもといることで幸せを感じる 76.4 80.3 3.9 

子どもの成長をみると充実感を感じる 54.0 61.6 7.6 

家族の絆が強まった   26.8 23.6 ▲ 3.2 

友だちが増えた 15.2 10.0 ▲ 5.2 

子育ての悩みや不安について 【問２】 
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子どものしつけ・生活習慣のこと

子どもの発育・発達のこと

子どもの病気・健康のこと

子どもの成績や勉強のこと

子どもの友人関係のこと

住居が子育てに十分な広さが

ないこと

近所に子どもを安心して遊ばせる
場所がないこと

治安が悪くなり、子どもが犯罪の

被害にあうかもしれないこと

自分が病気や出産で子どもの世話が
できないときのこと

家庭内で子育て・家事の協力が

得られないこと

子育てをしている親同士の仲間が身
近にいない（または仲間に入る

ことができない）こと

子育てに関する情報が
不足していること

子育て中に自分のやりたいことがで
きなくなるなどのストレスを感じたこと

子育て・家事と仕事との両立のこと

経済的なこと

その他

悩んだり困ったりしたことは特にない

  無回答

50.0

29.9

30.0

16.7

13.6

6.3

4.5

11.9

8.8

7.0

4.3

1.6

21.7

33.0

19.0

2.5

2.1

1.3

41.2

35.8

35.4

1.7

2.1

9.8

5.5

9.4

12.4

5.7

7.6

2.6

27.1

38.2

22.1

2.2

2.8

1.0

57.5

32.8

30.1

4.6

5.6

6.4

4.3

12.7

10.6

7.2

5.1

1.9

27.0

36.5

17.9

2.2

1.5

1.4

52.3

26.3

26.5

26.3

21.7

4.4

4.6

14.2

5.8

7.4

2.2

1.0

17.3

31.7

17.6

2.3

2.1

1.0

47.8

23.0

25.0

46.9

32.0

5.3

3.3

9.6

5.4

6.8

1.4

1.2

11.4

22.4

16.2

2.9

2.9

0.9

42.2

25.2

32.1

39.7

29.3

3.6

2.8

9.9

4.6

7.4

3.1

0.0

12.2

20.6

26.2

4.6

1.3

1.3

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）
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【前回調査との数値比較】 

 

 
子どものしつけ・生活習慣のこと 

平成 25年 平成 30年

 変化量 

22.0 23.8    1.8 

 

24.0 27.8   3.8 

19.6 20.3    0.7 

19.5 18.5 ▲ 1.0 

19.9 13.6 ▲ 6.3病気・健康

のこと 

 子どもの発育・発達のこと 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 57.3 

 

50.0 

 

▲ 7.3 

 

 23.8 29.9 6.1 

 3歳未満の親 52.6 41.2 ▲11.4  31.0 35.8 4.8 

3歳以上の親 64.6 57.5 ▲ 7.1  24.5 32.8 8.3 

小学生の親 58.1 52.3 ▲ 5.8  20.3 26.3 6.0 

中学生の親 46.6 47.8 1.2  18.5 23.0 4.5 

高校生の親 47.0 42.2 ▲ 4.8  13.6 25.2 11.6 

 

  
子どもの病気・健康のこと 

 治安が悪くなり、子どもが犯罪の 

被害にあうかもしれないこと 

 

 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 27.4 

 

30.0 

 

 2.6 

 

 17.7 11.9 ▲ 5.8 

 3歳未満の親 32.6 35.4 2.8  13.4 9.4 ▲ 4.0 

3歳以上の親 26.1 30.1 4.0  18.0 12.7 ▲ 5.3 

小学生の親 23.9 26.5 2.6  22.3 14.2 ▲ 8.1 

中学生の親 26.2 25.0 ▲ 1.2  17.8 9.6 ▲ 8.2 

高校生の親 30.2 32.1 1.9  13.6 9.9 ▲ 3.7 

 

『子育ての悩みや不安（就学前・就学後 問 2）と世帯の暮らし向き（就学前 問 71、就

学後 問 32）』 

◎ 子育て中の悩みについて、世帯の暮らし向きの意識に関わらず回答の割合が 1番高

いのは「子どものしつけ・生活習慣のこと」である。 

 

子どものしつけ・生活習慣のこと

子どもの発育・発達のこと

子どもの病気・健康のこと

子どもの成績や勉強のこと

子育て・家事と仕事との両立のこと

46.3

25.7

34.6

18.7

26.6

51.4

30.2

29.8

17.9

37.1

53.5

30.9

31.9

16.1

33.2

46.5

29.8

27.8

17.3

31.7

41.1

26.9

24.6

15.7

29.6

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

大変ゆとりがある(N=214) ややゆとりがある(N=1,243) 普通(N=3,055)

やや苦しい(N=1,459) 苦しい(N=594)
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■子育てに関する悩みや不安などを相談する相手や場所がありますか。（１つ） 

◇ 全体では、「ある」と答えた割合が 87.9％、「ない」が 7.7％である。また、「子育

てに関する悩みや不安はない」と答えた割合は 2.8％である。 

◇ 「3 歳以上の親」は、他の年代の子どもをもつ親と比べ、「ある」と答えた割合が

90.1％と最も高い。一方、「高校生の親」は「ある」と答えた割合が 80.9％と最も

低い。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

87.9

89.6

90.1

86.6

87.8

80.9

7.7

6.1

6.6

7.9

8.4

13.7

2.8

2.7

1.8

3.8

2.7

3.1

1.6

1.6

1.5

1.7

1.1

2.3

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

ある ない 子育てに関する悩みや不安はない 無回答

 

 

悩みや不安を相談する相手の有無について 【問３】 
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■これまで、子育てに関する悩みや不安などを誰に相談してきましたか。（複数回答） 

◇ 全体では、「配偶者」が 82.9％と最も多く、次いで「自分の親」が 75.5％である。 

◇ 「小学生の親」と「中学生の親」は、「子どもを通じた友人」に相談する割合が過

半数を占めている。 

 

悩みや不安の相談相手について 【問４】 

配偶者

自分の親

配偶者の親

自分のきょうだい

配偶者のきょうだい

その他の親戚

近所の人

学校時代や職場の友人

保育所・幼稚園・学校

などの先生

医師・病院

子育てサークルなどで知り

合った人

公的機関の相談員

（保健センター・児童相談所・

子どもの権利相談室なご

もっかなど）

子どもを通じた友人

その他

  無回答

82.9

75.5

26.9

31.6

7.3

5.5

9.0

45.6

37.9

17.9

9.2

11.9

36.7

3.6

0.1

87.2

81.5

30.8

31.0

8.6

7.5

4.4

46.4

29.8

22.7

11.7

16.5

16.9

4.7

0.1

85.5

77.0

29.8

32.2

7.6

6.1

8.3

44.4

47.8

18.3

9.0

13.4

32.6

3.8

0.1

81.3

72.3

24.5

31.6

7.4

4.3

12.6

48.0

38.6

15.6

8.2

9.0

50.7

2.5

0.0

77.6

70.5

20.4

29.3

6.2

3.9

12.0

44.7

29.6

15.4

8.6

8.4

52.7

2.7

0.0

70.1

68.6

18.2

33.0

4.1

4.1

12.9

43.7

25.5

16.4

7.9

8.5

46.2

4.7

0.0

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

全 体（N＝5,814） 3歳未満の親（N＝1,310） 3歳以上の親（N＝1,793）

小学生の親（N＝1,429） 中学生の親（N＝584） 高校生の親（N＝318）
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【前回調査との数値比較】 

 

 
配偶者  自分の親 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 83.3 82.9 ▲ 0.4  74.1 75.5 1.4 

3歳未満の親 88.3 87.2 ▲ 1.1  80.8 81.5 0.7 

3歳以上の親 85.3 85.5 0.2  77.4 77.0 ▲ 0.4 

小学生の親 81.8 81.3 ▲ 0.5  69.8 72.3 2.5 

中学生の親 74.4 77.6 3.2  66.5 70.5 4.0 

高校生の親 74.3 70.1 ▲ 4.2  60.9 68.6 7.7 

 

 
近所の人 

 子育てサークルなどで 

知り合った人 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 16.6 9.0 ▲ 7.6  20.3 9.2 ▲11.1 

3歳未満の親 11.5 4.4 ▲ 7.1  24.8 11.7 ▲13.1 

3歳以上の親 16.5 8.3 ▲ 8.2  21.9 9.0 ▲12.9 

小学生の親 20.0 12.6 ▲ 7.4  16.9 8.2 ▲ 8.7 

中学生の親 20.3 12.0 ▲ 8.3  17.1 8.6 ▲ 8.5 

高校生の親 18.6 12.9 ▲ 5.7  14.5 7.9 ▲ 6.6 
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■あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。 

（１つ） 

◇ 全体では、「母親」が 69.4％と最も多く、次いで「父母ともに」が 27.0％、「父親」

が 1.5％となっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ親も、「母親」が最も多く、6割以上となっている。 

 

父親

母親

父母ともに

きょうだい

祖父母

その他の人

無回答

1.5

69.4

27.0

0.1

0.3

0.1

1.7

0.9

71.1

26.1

0.0

0.1

0.1

1.7

1.0

69.1

28.4

0.0

0.2

0.2

1.2

1.4 

68.4 

27.3 

0.1 

0.7 

0.0 

2.1 

3.0

70.2

25.4

0.2

0.2

0.0

1.1

3.3

69.0

25.4

0.0

0.5

0.3

1.5

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）

 

 

 

お子さんの育つ環境について 【問５】 
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【前回調査との数値比較】 

 

 
父親 

 
母親 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 1.7 1.5 ▲ 0.2 

 

 78.9 69.4 ▲ 9.5 

3歳未満の親 1.1 0.9 ▲ 0.2  79.1 71.1 ▲ 8.0 

3歳以上の親 1.1 1.0 ▲ 0.1  80.7 69.1 ▲11.6 

小学生の親 2.0 1.4 ▲ 0.6  77.2 68.4 ▲ 8.8 

中学生の親 3.7 3.0 ▲ 0.7  79.0 70.2 ▲ 8.8 

高校生の親 1.8 3.3 1.5  77.5 69.0 ▲ 8.5 

 

 
父母ともに 

平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 14.9 27.0 12.1 

 3歳未満の親 15.5 26.1 10.6 

3歳以上の親 14.4 28.4 14.0 

小学生の親 15.6 27.3 11.7 

中学生の親 13.0 25.4 12.4 

高校生の親 17.2 25.4 8.2 
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■子育てについて、あなたのお住まいの地域にあてはまるものを選んでください。 

（複数回答） 

◇ 全体では、「同じくらいの年齢の子どもを育てている友だちがいる」が 60.6％と最

も多く、次いで「年齢の違う子が一緒になって遊ぶことができると感じる」が 32.3％、

「子育てについて気軽に相談できる人がいる」が 27.1％となっている。 

◇ 「同じくらいの年齢の子どもを育てている友だちがいる」では、就学後の親の割合

がいずれも 7割以上である。 

同じくらいの年齢の子どもを
育てている友だちがいる

年齢の違う子が一緒になって
遊ぶことができると感じる

子育てについて気軽に
相談できる人がいる

困った時に気軽に子どもを
預かってくれる知人がいる

子どもが参加できる行事が
たくさん行われている

地域の人が子育てを温かく
見守ってくれていると感じる

その他

  無回答

60.6

32.3

27.1

12.4

17.0

26.7

6.7

10.4

42.4

22.0

25.0

6.8

14.6

28.5

9.2

14.2

55.6

33.3

24.7

10.1

14.7

27.8

7.3

12.3

73.9

44.0

32.3

17.7

23.1

26.7

4.5

5.5

76.5

27.4

27.8

16.7

15.6

26.2

4.7

7.5

70.7

22.4

27.0

14.5

15.3

19.8

5.3

10.4

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の子育ての状況について 【問６】 
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【前回調査との数値比較】 

 

 

同じくらいの年齢の子どもを育てている

友だちがいる 

 子育てについて気軽に 

相談できる人がいる 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 67.2 60.6 ▲ 6.6  35.5 27.1 ▲ 8.4 

 3歳未満の親 54.7 42.4 ▲12.3  29.7 25.0 ▲ 4.7 

3歳以上の親 65.7 55.6 ▲10.1  35.5 24.7 ▲10.8 

小学生の親 75.9 73.9 ▲ 2.0  41.4 32.3 ▲ 9.1 

中学生の親 78.3 76.5 ▲ 1.8  35.2 27.8 ▲ 7.4 

高校生の親 72.2 70.7 ▲ 1.5  32.0 27.0 ▲ 5.0 

 

 

困った時に気軽に子どもを 

預かってくれる知人がいる 

 地域の人が子育てを温かく見守って 

くれていると感じる 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 19.4 12.4 ▲ 7.0  31.5 26.7 ▲ 4.8 

3歳未満の親 10.1 6.8 ▲ 3.3  30.2 28.5 ▲ 1.7 

3歳以上の親 19.0 10.1 ▲ 8.9  29.9 27.8 ▲ 2.1 

小学生の親 26.8 17.7 ▲ 9.1  35.9 26.7 ▲ 9.2 

中学生の親 21.5 16.7 ▲ 4.8  33.1 26.2 ▲ 6.9 

高校生の親 23.7 14.5 ▲ 9.2  28.7 19.8 ▲ 8.9 
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■子育てするうえで、知りたい情報は何ですか。（３つまで） 

◇ 全体では、「子どもの教育等（※）」が 54.4％と最も多く、次いで「子どもが病気や

ケガをしたときや、休日等に受診できる医療機関」が 43.4％、「子どもの習い事や

塾」が 40.2％、「子どもと一緒に参加できるイベント」が 38.6％となっている。 

◇ 「子どもと一緒に参加できるイベント」を見ると、「3 歳以上の親」が 47.7％と最

も割合が高い。 

 

 

子どもの教育等（※）

子育てについて相談できる機関やサービス

（758キッズステーション、保健センターなど）

子どもの発育や健康について相談できる機関や

サービス（児童相談所、地域療育センターなど）

子どもが病気やケガをしたときや、

休日等に受診できる医療機関

子どもの習い事や塾

子育てをする仲間づくりのサークル

子どもの遊び場や公園

子どもと一緒に参加できるイベント

その他

  無回答

54.4

12.7

17.2

43.4

40.2

5.6

36.5

38.6

2.0

2.3

56.8

17.6

18.7

48.4

28.2

8.5

44.0

42.0

1.7

2.1

42.3

12.6

17.1

45.5

41.5

6.5

44.5

47.7

1.4

2.1

55.4

9.8

16.4

38.8

50.5

3.3

34.6

37.4

2.2

2.1

76.4

10.4

15.3

40.3

41.2

3.2

14.7

19.5

3.0

2.0

72.8

12.7

19.6

40.5

29.0

4.8

15.5

19.6

2.8

2.0

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）

 

 

 

子育てに必要な情報について 【問７】 

※ 就学前：幼稚園や保育所など、子どもの教育・保育、子育て支援の事業 
  就学後：子どもの進学先（高校や大学など） 
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■あなたは、｢なごや子どもの権利条例｣を知っていますか。（１つ） 

◇ 全体では、「条例があることを知らない」が 52.6％と最も多く、次いで「条例があ

ることは知っているが、内容はあまり知らない」が 27.4％、「条例があることは知

っているが、内容はまったく知らない」が 16.5％、「内容についてもよく知ってい

る」が 3.2％である。 

◇ 子どもが就学前の親の過半数は、条例があることを認知していない。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

3.2

2.7

4.2

3.1

2.1

2.0

27.4

20.9

25.7

31.6

32.3

31.0

16.5

16.4

15.8

17.2

17.6

19.6

52.6

59.9

54.2

47.8

47.2

47.3

0.3

0.1

0.3

0.8

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

内容についてもよく知っている 条例があることは知っているが、内容はあまり知らない

条例があることは知っているが、内容はまったく知らない 条例があることを知らない

無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

条例があることは知っているが、 

内容はあまり知らない 

 
条例があることを知らない 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 15.9 27.4 11.5  70.3 52.6 

 

▲17.7 

 3歳未満の親 11.7 20.9 9.2  77.5 59.9 ▲17.6 

3歳以上の親 12.1 25.7 13.6  76.5 54.2 ▲22.3 

小学生の親 19.7 31.6 11.9  63.2 47.8 ▲15.4 

中学生の親 23.7 32.3 8.6  58.9 47.2 ▲11.7 

高校生の親 25.7 31.0 5.3  55.3 47.3 ▲ 8.0 

 

なごや子どもの権利条例について 【就学前 問８・就学後 問９】 
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■あなたは、｢なごや子どもの権利条例｣で決められている次の権利が守られていると 

思いますか。（各１つ） 

◇ 全体で、「守られている」と「どちらかといえば守られている」の割合の合計が最

も高いのは、「のびのびと豊かに育つ権利」（80.3％）である。 

◇ 「守られていない」と「どちらかといえば守られていない」の割合の合計は、いず

れの年代の子どもをもつ親も、「主体的に参加する権利」が最も高い。 

 

 

 

ア．あんぜんに安心して生きる権利 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

20.2

20.9

20.9

21.8

17.3

17.3

56.7

57.2

56.7

56.1

58.8

56.2

16.4

15.3

16.6

16.2

16.8

17.6

4.8

5.2

4.2

3.9

6.0

7.9

1.9

1.4

1.6

1.9

1.1

1.0

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

守られている どちらかといえば守られている どちらかといえば守られていない 守られていない 無回答

 

 

 

イ．一人一人が尊重される権利 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

19.1

21.9

20.8

19.3

13.8

12.2

60.6

62.0

60.6

60.6

62.4

61.1

14.6

11.4

14.0

15.0

17.7

18.3

3.6

3.1

3.0

3.2

4.7

7.1

2.1

1.6

1.6

2.0

1.4

1.3

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

守られている どちらかといえば守られている どちらかといえば守られていない 守られていない 無回答

 

 

なごや子どもの権利条例で権利が守られているかについて 

【就学前 問９・就学後 問 10】 
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ウ．のびのびと豊かに育つ権利 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

24.0

24.8

25.3

25.6

20.2

15.8

56.3

58.1

56.1

56.0

56.7

59.3

14.3

12.4

14.0

13.6

18.3

16.8

3.4

3.2

3.0

3.0

3.8

6.6

2.0

1.5

1.6

1.8

1.1

1.5

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

守られている どちらかといえば守られている どちらかといえば守られていない 守られていない 無回答

 

 

 

エ．主体的に参加する権利 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

14.7

16.6

15.1

14.9

12.9

10.7

56.3

56.1

56.2

58.9

55.2

58.3

22.1

20.2

22.5

20.8

25.4

23.9

4.6

5.3

4.3

3.4

5.1

5.6

2.3

1.8

1.9

1.9

1.4

1.5

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

守られている どちらかといえば守られている どちらかといえば守られていない 守られていない 無回答
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■名古屋市の子ども・子育て支援への取り組みについてあてはまるものを選んでくだ 

さい。（各１つ） 

 

（１）期待の有無 

◇ 子どもが就学前・就学後の親がともに「期待する」の割合が最も高いのは、「医療

費助成や子育てにかかる各種サービスの費用の軽減など、経済的な支援の充実」で

ある。 

◇ 子どもが就学前の親が「期待しない」の割合が最も高いのは、「労働時間の短縮、

育児休業や介護休暇制度など家庭生活と両立する職場環境の整備」である。子ども

が就学後の親は「男女でともに子育てに参加することについての意識啓発」である。  

 

 

＜就学前＞ 

N=

ア．労働時間の短縮、育児休業や介護
休暇制度など家庭生活と両立する職場
環境の整備

3,596

イ．多様な保育サービスの充実や、放課
後児童に対する施策の充実

3,596

ウ．安心して出産や子育てができる医療
サービスの充実

3,596

エ．授乳やおむつ替えの場所など、子ど
もとともに外出がしやすいまちの整備

3,596

オ．子育てについて相談できる機関や
サービスの充実

3,596

カ．住宅や遊び場・公園の整備など、子
育てしやすいまちづくり

3,596

キ．すべての子どもの可能性を引き出
し、未来をつくる力を生み出す学びの実
現

3,596

ク．遊び・スポーツ・文化活動など、豊か
な人間性をつくる学校外活動の充実

3,596

ケ．医療費助成や子育てにかかる各種
サービスの費用の軽減など、経済的な支
援の充実

3,596

コ．男女でともに子育てに参加することに
ついての意識啓発

3,596

サ．一人ひとりが大切にされ、安全に活
動でき、安心して育つ場、学ぶ場の環境
整備

3,596

シ．各種子ども・子育て支援施策の周
知・広報

3,596

74.6

82.4

83.8

85.1

65.5

87.9

77.3

75.0

89.1

68.0

84.1

70.0

15.2

12.2

12.2

11.5

27.9

8.5

17.1

19.8

6.3

22.4

12.4

25.3

9.5

4.6

3.1

2.6

5.7

3.0

4.9

4.4

4.0

8.6

2.9

4.2

0.6

0.7

0.8

0.9

0.8

0.6

0.7

0.8

0.6

0.9

0.6

0.6

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

名古屋市の子育て支援の取り組みについて 【就学前 問 10・就学後 問 11】 
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＜就学後＞ 

N=
ア．労働時間の短縮、育児休業や介護
休暇制度など家庭生活と両立する職場
環境の整備

3,017

イ．多様な保育サービスの充実や、放課
後児童に対する施策の充実

3,017

ウ．安心して出産や子育てができる医療
サービスの充実

3,017

エ．子育てについて相談できる機関や
サービスの充実

3,017

オ．住宅や遊び場・公園の整備など、子
育てしやすいまちづくり

3,017

カ．すべての子どもの可能性を引き出
し、未来をつくる力を生み出す学びの実
現

3,017

キ．遊び・スポーツ・文化活動など、豊か
な人間性をつくる学校外活動の充実

3,017

ク．医療費助成や子育てにかかる各種
サービスの費用の軽減など、経済的な支
援の充実

3,017

ケ．男女でともに子育てに参加すること
についての意識啓発

3,017

コ．一人ひとりが大切にされ、安全に活
動でき、安心して育つ場、学ぶ場の環境
整備

3,017

サ．各種子ども・子育て支援施策の周
知・広報

3,017

64.9

67.1

76.8

58.7

78.6

74.3

72.3

86.6

58.2

78.6

62.1

23.5

25.2

17.6

32.9

15.2

18.0

21.0

9.1

30.1

16.3

32.2

10.6

6.7

4.4

7.4

5.1

6.7

5.8

3.3

10.7

4.1

4.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

0.9

0.9

1.0

0.9

0.9

0.9

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答
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（２）現状の満足度 

◇ 子どもが就学前・就学後の親がともに「満足する」の割合が最も高いのは、「安心

して出産や子育てができる医療サービスの充実」である。 

◇ 子どもが就学前・就学後の親がともに「満足しない」の割合が最も高いのは、「労

働時間の短縮、育児休業や介護休暇制度など家庭生活と両立する職場環境の整備」

である。 

 

＜就学前＞ 

N=

ア．労働時間の短縮、育児休業や介護
休暇制度など家庭生活と両立する職場
環境の整備

3,596

イ．多様な保育サービスの充実や、放課
後児童に対する施策の充実

3,596

ウ．安心して出産や子育てができる医療
サービスの充実

3,596

エ．授乳やおむつ替えの場所など、子ど
もとともに外出がしやすいまちの整備

3,596

オ．子育てについて相談できる機関や
サービスの充実

3,596

カ．住宅や遊び場・公園の整備など、子
育てしやすいまちづくり

3,596

キ．すべての子どもの可能性を引き出
し、未来をつくる力を生み出す学びの実
現

3,596

ク．遊び・スポーツ・文化活動など、豊か
な人間性をつくる学校外活動の充実

3,596

ケ．医療費助成や子育てにかかる各種
サービスの費用の軽減など、経済的な支
援の充実

3,596

コ．男女でともに子育てに参加することに
ついての意識啓発

3,596

サ．一人ひとりが大切にされ、安全に活
動でき、安心して育つ場、学ぶ場の環境
整備

3,596

シ．各種子ども・子育て支援施策の周
知・広報

3,596

10.7

12.3

37.4

27.7

20.9

25.2

5.2

6.3

31.2

8.6

12.1

12.8

42.2

51.0

42.5

42.6

60.0

40.2

64.1

68.4

30.5

50.9

65.6

61.3

46.3

35.8

19.4

29.0

18.0

33.9

29.8

24.5

37.5

39.5

21.6

25.3

0.8

0.9

0.8

0.7

1.1

0.8

0.9

0.8

0.8

0.9

0.7

0.6

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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＜就学後＞ 

N=
ア．労働時間の短縮、育児休業や介護
休暇制度など家庭生活と両立する職場
環境の整備

3,017

イ．多様な保育サービスの充実や、放課
後児童に対する施策の充実

3,017

ウ．安心して出産や子育てができる医療
サービスの充実

3,017

エ．子育てについて相談できる機関や
サービスの充実

3,017

オ．住宅や遊び場・公園の整備など、子
育てしやすいまちづくり

3,017

カ．すべての子どもの可能性を引き出
し、未来をつくる力を生み出す学びの実
現

3,017

キ．遊び・スポーツ・文化活動など、豊か
な人間性をつくる学校外活動の充実

3,017

ク．医療費助成や子育てにかかる各種
サービスの費用の軽減など、経済的な支
援の充実

3,017

ケ．男女でともに子育てに参加すること
についての意識啓発

3,017

コ．一人ひとりが大切にされ、安全に活
動でき、安心して育つ場、学ぶ場の環境
整備

3,017

サ．各種子ども・子育て支援施策の周
知・広報

3,017

10.0

20.6

37.9

17.6

24.6

6.0

11.2

36.3

7.4

12.6

11.5

51.1

50.2

46.7

65.3

45.3

56.6

55.2

34.4

55.6

62.9

66.3

38.0

28.2

14.3

15.8

29.1

36.2

32.6

28.4

36.1

23.6

21.4

0.9

1.0

1.1

1.4

1.0

1.1

1.0

0.9

1.0

0.9

0.8

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【労働時間の短縮、育児休業や介護休暇制度など家庭生活と両立する職場環境の整備】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 70.2％、「満足する」の割合は 10.3％である。 

◇ 就学前の親は、「期待する」が 7割台、「満足しない」が 4割台と、いずれも就学後

の親よりも高くなっている。 

 

（１） 期待するかどうか 
 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

70.2

77.9

73.0

68.7

58.5

61.1

19.0

12.9

16.7

21.3

27.7

24.4

10.0

8.8

9.8

8.9

12.9

14.2

0.8

0.4

0.6

1.0

0.9

0.3

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 

（２） 現状に満足しているかどうか 
 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

10.3

11.5

10.2

10.8

9.2

8.4

46.3

41.0

43.1

49.8

52.0

55.7

42.5

46.9

46.0

38.4

38.3

35.4

0.9

0.6

0.7

1.0

0.5

0.5

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答

 

 



173 

【多様な保育サービスの充実や、放課後児童に対する施策の充実】 
◇ 全体では、「期待する」の割合は 75.4％、「満足する」の割合は 16.1％である。 

◇ 就学前の親は、「期待する」が 8割台、「満足しない」が 3割半ばと、いずれも就学

後の親よりも高くなっている。 

 

（１） 期待するかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

75.4

83.7

82.0

71.2

60.6

58.8

18.1

11.7

12.4

22.0

29.6

32.8

5.6

4.0

5.0

5.8

8.9

7.9

0.8

0.5

0.7

1.0

0.9

0.5

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 
（２） 現状に満足しているかどうか 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

16.1

10.5

13.3

22.9

19.1

16.0

50.6

53.1

49.9

44.6

56.8

62.6

32.4

35.8

36.0

31.3

23.6

20.9

0.9

0.6

0.8

1.2

0.5

0.5

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【安心して出産や子育てができる医療サービスの充実】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 80.6％、「満足する」の割合は 37.6％である。 

◇ 「満足しない」の割合は、「3歳未満の親」が 20.8％と最も高い。 

 
（１） 期待するかどうか 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

80.6

87.0

82.2

78.0

75.6

75.1

14.7

10.1

13.4

17.3

17.6

17.8

3.7

2.4

3.6

3.8

5.4

6.4

1.0

0.5

0.8

1.0

1.4

0.8

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 
（２） 現状に満足しているかどうか 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

37.6

38.4

37.0

39.4

36.8

33.8

44.4

40.4

44.0

45.5

46.9

51.9

17.0

20.8

18.1

13.9

15.5

13.2

1.0

0.5

0.9

1.2

0.8

1.0

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【授乳やおむつ替えの場所など、子どもとともに外出がしやすいまちの整備】 

（就学前のみ） 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 85.1％、「満足する」の割合は 27.7％である。 

 
（１）期待するかどうか 

 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

85.1

88.7

83.0

11.5

8.7

13.3

2.6

2.1

2.9

0.9

0.5

0.9

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 
 
（２）現状に満足しているかどうか 

 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

27.7

26.2

28.5

42.6

40.5

44.5

29.0

32.8

26.3

0.7

0.5

0.7

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【子育てについて相談できる機関やサービスの充実】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 62.4％、「満足する」の割合は 19.4％である。 

◇ 「満足しない」の割合は、「3歳以上の親」が 18.2％と最も高い。 

 
（１）期待するかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

62.4

69.7

62.9

58.5

58.6

62.3

30.2

24.9

29.9

34.1

31.6

28.8

6.5

4.8

6.4

6.2

9.2

8.4

0.9

0.6

0.8

1.2

0.6

0.5

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 

 
（２）現状に満足しているかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

19.4

25.0

18.0

18.6

16.2

15.8

62.4

56.9

62.5

64.4

65.6

68.4

17.0

17.4

18.2

15.4

17.3

15.3

1.2

0.7

1.2

1.6

0.9

0.5

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【住宅や遊び場・公園の整備など、子育てしやすいまちづくり】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 83.7％、「満足する」の割合は 24.9％である。 

◇ 子どもの年代が上がるにつれて、「期待しない」の割合が高くなっている。 

 

（１） 期待するかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

83.7

89.8

86.7

82.8

74.3

69.5

11.6

7.2

9.3

12.2

18.0

22.9

4.0

2.7

3.4

3.9

6.8

6.9

0.8

0.3

0.7

1.1

0.9

0.8

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 

 

（２） 現状に満足しているかどうか 
 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

24.9

25.6

25.0

25.8

25.4

20.9

42.5

39.7

40.9

42.9

46.8

51.1

31.7

34.2

33.3

30.2

27.1

27.2

0.9

0.5

0.8

1.1

0.8

0.8

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【すべての子どもの可能性を引き出し、未来をつくる力を生み出す学びの実現】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 76.0％、「満足する」の割合は 5.6％である。 

◇ 「期待する」の割合は、いずれの年代の子どもをもつ親も 7 割以上となっている。 

 

（１）期待するかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

76.0

78.5

76.9

76.3

71.3

71.8

17.5

16.8

17.1

17.4

19.4

18.1

5.7

4.5

5.1

5.5

8.4

9.7

0.8

0.3

0.8

0.9

0.9

0.5

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 

 

（２）現状に満足しているかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

5.6

5.3

5.2

6.6

5.9

4.6

60.7

67.2

62.4

56.4

53.4

60.6

32.7

26.8

31.5

35.9

39.8

33.8

1.0

0.6

0.8

1.2

0.9

1.0

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答

 

 



179 

【遊び・スポーツ・文化活動など、豊かな人間性をつくる学校外活動の充実】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 73.8％、「満足する」の割合は 8.5％である。 

◇ 「満足しない」の割合は、「中学生の親」が 38.8％と最も高い。 

 
（１） 期待するかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

73.8

76.3

74.7

75.3

68.4

66.9

20.4

19.2

20.0

19.1

22.9

24.7

5.1

4.0

4.6

4.8

7.7

7.9

0.8

0.6

0.7

0.7

1.1

0.5

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 

 
（２） 現状に満足しているかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

8.5

5.7

6.6

12.4

10.5

9.2

62.4

73.2

65.6

55.7

49.9

58.8

28.2

20.5

27.0

31.0

38.8

31.3

0.9

0.6

0.8

1.0

0.8

0.8

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【医療費助成や子育てにかかる各種サービスの費用の軽減など、経済的な支援の充実】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 87.9％、「満足する」の割合は 33.5％である。 

◇ 「満足しない」の割合は、「3歳未満の親」が 40.6％と最も高い。 

 

（１） 期待するかどうか 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

87.9

90.2

88.8

87.9

84.4

85.0

7.6

5.7

6.5

8.2

10.8

9.4

3.7

3.8

4.1

3.0

3.8

5.1

0.8

0.4

0.7

0.9

1.1

0.5

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 

 
（２） 現状に満足しているかどうか 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

33.5

29.8

32.3

35.8

36.8

41.2

32.3

29.1

31.8

34.0

34.0

33.1

33.3

40.6

35.1

29.1

28.6

25.2

0.9

0.5

0.8

1.0

0.6

0.5

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【男女でともに子育てに参加することについての意識啓発】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 63.6％、「満足する」の割合は 8.1％である。 

◇ 「満足しない」の割合は、いずれの年代の子どもをもつ親も 3割半ばから 4割弱と

高くなっている。 

 

 

（１）期待するかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

63.6

70.8

66.9

60.1

53.4

58.8

25.9

20.0

23.7

29.0

34.1

29.0

9.6

8.6

8.4

10.1

11.6

11.7

0.9

0.5

1.0

0.9

0.9

0.5

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 

 

（２）現状に満足しているかどうか 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

8.1

9.6

8.1

8.1

6.0

5.9

53.0

50.6

51.2

54.6

57.6

58.3

38.0

39.3

39.8

36.4

35.5

35.4

0.9

0.5

0.9

0.9

0.9

0.5

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【一人ひとりが大切にされ、安全に活動でき、安心して育つ場、学ぶ場の環境整備】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 81.6％、「満足する」の割合は 12.3％である。 

◇ 「満足しない」の割合は、いずれの年代の子どもをもつ親も 2 割台となっている。 

 

（１） 期待するかどうか 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

81.6

85.8

83.4

81.2

75.0

75.6

14.2

11.8

12.7

14.2

19.7

17.0

3.5

2.3

3.3

3.7

4.5

6.9

0.7

0.2

0.7

0.9

0.8

0.5

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 

（２） 現状に満足しているかどうか 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

12.3

12.5

11.8

14.4

10.8

9.4

64.4

66.9

65.4

62.4

63.6

63.4

22.5

20.2

22.1

22.2

25.1

26.5

0.8

0.3

0.7

1.0

0.5

0.8

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【各種子ども・子育て支援施策の周知・広報】 

◇ 全体では、「期待する」の割合は 66.4％、「満足する」の割合は 12.2％である。 

◇ 「期待しない」の割合は、いずれの年代の子どもをもつ親も 1割未満となっている。 

 

（１） 期待するかどうか 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

66.4

71.8

69.4

64.3

58.0

61.3

28.4

24.4

25.5

31.0

34.4

32.3

4.5

3.4

4.5

3.9

6.8

5.9

0.7

0.3

0.6

0.9

0.8

0.5

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

期待する どちらでもない 期待しない 無回答

 

 

（２） 現状に満足しているかどうか 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

12.2

14.9

11.2

12.8

9.6

10.4

63.6

58.9

63.6

64.8

70.5

65.6

23.5

25.8

24.6

21.5

19.4

23.4

0.7

0.4

0.6

0.8

0.5

0.5

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

満足する どちらでもない 満足しない 無回答
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【前回調査との数値比較】 

＜満足しない＞ 

 

 

ア．労働時間の短縮、育児休業や 

介護休暇制度など家庭生活と両立する 

職場環境の整備 

 

 
オ．子育てについて相談できる機関や 

サービスの充実 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 32.6 42.5 9.9 

 

 14.1 

 

17.0 2.9 

 3歳未満の親 33.8 46.9 13.1  13.6 17.4 3.8 

3歳以上の親 34.2 46.0 11.8  15.5 18.2 2.7 

小学生の親 31.3 38.4 7.1  11.8 15.4 3.6 

中学生の親 30.3 38.3 8.0  13.3 17.3 4.0 

高校生の親 28.9 35.4 6.5  18.4 15.3 ▲ 3.1 

 

 

ク．遊び・スポーツ・文化活動など、 

豊かな人間性をつくる学校外活動の充実 

平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 23.1 

 

28.2 5.1 

3歳未満の親 14.8 20.5 5.7 

3歳以上の親 22.0 27.0 5.0 

小学生の親 28.3 31.0 2.7 

中学生の親 27.8 38.8 11.0 

高校生の親 29.8 31.3 1.5 

 

＜「満足している」割合と「期待する」割合の関係＞ 

  

施 策 項 目 満足する 期待する 

労働時間の短縮、育児休業や介護休暇制度など家庭生活と両立する 

職場環境の整備 
10.3 70.2 

多様な保育サービスの充実や、放課後児童に対する施策の充実 16.1 75.4 

安心して出産や子育てができる医療サービスの充実 37.6 80.6 

授乳やおむつ替えの場所など、子どもとともに外出がしやすいまちの

整備（就学前のみ） 
27.7 85.1 

子育てについて相談できる機関やサービスの充実 19.4 62.4 

住宅や遊び場・公園の整備など、子育てしやすいまちづくり 24.9 83.7 

すべての子どもの可能性を引き出し、未来をつくる力を生み出す学び

の実現 
5.6 76.0 

遊び・スポーツ・文化活動など、豊かな人間性をつくる学校外活動の

充実 
8.5 73.8 

医療費助成や子育てにかかる各種サービスの費用の軽減など、経済的

な支援の充実 
33.5 87.9 

男女でともに子育てに参加することについての意識啓発 8.1 63.6 

一人ひとりが大切にされ、安全に活動でき、安心して育つ場、学ぶ場

の環境整備 
12.3 81.6 

各種子ども・子育て支援施策の周知・広報 12.2 66.4 

（％） 
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■父親の就労状況について、あてはまるものを選んでください。（１つ） 

◇ 全体では、父親の就労状況では「就労している」が 93.7％である。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ父親も、9割弱から 9割半ばが就労している。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

93.7

95.6

95.8

93.5

91.1

86.5

0.5

1.5

0.6

0.1

0.2

0.8

0.3

0.8

0.9

1.5

1.3

0.1

0.1

0.1

0.3

4.8

2.4

2.9

5.4

6.9

12.2

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

就労している 就労しているが育休・介護休業中 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

 

父親の就労状況について 【就学前 問 11・就学後 問 12】 
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■父親の就労形態について、あてはまるものを選んでください。（１つ） 

◇ 全体では、「正社員・正規職員」が 84.6％と最も多く、次いで「自営業・自由業」

が 6.8％、「経営者・役員」が 5.7％となっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ親も、7 割以上が「正社員・正規職員」として就労し

ている。 

 

正社員・正規職員

経営者・役員

自営業・自由業

自営業の家族従業者

パート・アルバイト

派遣・契約社員

在宅ワーク・内職

その他

無回答

84.6

5.7

6.8

0.6

0.6

0.8

0.1

0.4

0.4

86.1

5.0

5.4

0.6

0.8

1.0

0.1

0.6

0.4

86.6

4.0

6.6

0.7

0.6

0.5

0.1

0.6

0.3

84.3

6.1

6.9

0.5

0.5

0.8

0.0

0.1

0.6

81.5

7.6

8.9

0.2

0.7

0.8

0.2

0.0

0.2

78.5

9.7

7.6

0.6

0.9

1.5

0.0

0.6

0.6

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

全 体（N＝6,234） 3歳未満の親（N＝1,420） 3歳以上の親（N＝1,916）

小学生の親（N＝1,545） 中学生の親（N＝607） 高校生の親（N＝340）

 

父親の就労形態について 【就学前 問 12・就学後 問 13】 
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■父親の平均的な１週間の就労日数を数字で記入してください。 

◇ 全体では、週に「5日」が 73.1％と最も多く、週に「6日」が 21.8％、週に「7日」

が 2.4％となっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ父親も、週に「5日」が最も多く、「高校生の親」を除

き 7割以上となっている。 

N=

全体 6,234

3歳未満の親 1,420

3歳以上の親 1,916

小学生の親 1,545

中学生の親 607

高校生の親 340

1.3

0.8

0.8

1.5

1.2

4.4

1.4

1.5

1.1

1.7

1.1
3.0

73.1

74.2

74.5

72.3

71.5

69.7

21.8

21.0

21.2

22.5

23.2

21.2

2.4

2.5

2.4

2.1
3.1

1.8

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

4日以下 5日 6日 7日 無回答

 

 

 

■父親の平均的な１日の就労時間と、平均的な家を出る時間と帰宅時間について記入

してください。 

 

【勤務体制】 

◇ 全体では、就労時間が「決まっている」と回答した人が 82.5％、「決まっていない」

と回答した人が 16.5％である。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ父親も、「決まっている」と回答した人の割合は 8 割

台となっている。 

 

N=

全体 6,234

3歳未満の親 1,420

3歳以上の親 1,916

小学生の親 1,545

中学生の親 607

高校生の親 340

82.5

81.6

83.7

82.8

80.9

85.9

16.5

17.7

15.7

15.9

18.5

12.4

0.9

0.6

0.7

1.2

0.7

1.8

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

決まっている 決まっていない 無回答

 

父親の就労日数について 【就学前 問 13・就学後 問 14】 

父親の勤務形態について 【就学前 問 14・就学後 問 15】 
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【就労時間】 

◇ 始業時刻の全体では、「8 時」が 51.4％と最も多く、次いで「9 時」が 30.2％であ

る。また、終業時刻の全体は、「17 時」が 25.5％と最も多く、次いで「18 時」が

20.9％である。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ父親も、始業時刻の割合は「8 時」が過半数を占めて

いる。 

 

 

＜始業時刻＞ 

 

N=

全体 5,145

3歳未満の親 1,159

3歳以上の親 1,603

小学生の親 1,280

中学生の親 491

高校生の親 292

3.2

3.0

2.5

3.4

4.1

4.5

8.0

7.5

8.0

8.6

9.0

5.8

51.4

50.3

51.1

51.6

50.3

57.9

30.2

32.7

31.0

29.6

29.3

24.7

5.6

5.8

5.8

5.3

5.7

3.4

1.7

0.7

1.6

1.6

1.6

3.8

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

7時より前 7時 8時 9時 10時以降 無回答

 

 

＜終業時刻＞ 

 

N=

全体 5,145

3歳未満の親 1,159

3歳以上の親 1,603

小学生の親 1,280

中学生の親 491

高校生の親 292

8.2

7.6

7.5

8.8

9.8

9.6

25.5

24.6

26.5

24.8

22.2

31.8

20.9

21.1

20.0

21.0

25.7

18.5

16.8

16.9

17.5

18.2

13.4

14.4

12.7

15.8

12.4

11.3

11.6

11.3

13.7

12.7

14.1

13.9

15.1

10.3

2.2

1.3

2.1

2.0

2.2

4.1

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

17時より前 17時 18時 19時 20時 21時以降 無回答
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【家を出る時間】 

◇ 全体では、「7 時」が 38.0％と最も多く、次いで「8 時」が 32.8％、「7 時より前」

が 17.8％である。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ父親も「7時」と「8時」の割合の合計は、7割前後と

なっている。 

 

N=

全体 5,145

3歳未満の親 1,159

3歳以上の親 1,603

小学生の親 1,280

中学生の親 491

高校生の親 292

17.8

15.8

17.2

17.9

20.8

21.6

38.0

39.3

36.6

38.2

38.3

40.8

32.8

32.6

35.2

33.9

29.9

26.4

5.9

7.0

6.5

4.1

6.3

5.1

2.8

3.0

2.4
3.0

2.4

2.1

2.7

2.2

2.1

2.9

2.2

4.1

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

7時より前 7時 8時 9時 10時以降 無回答

 

 

【帰宅時間】 

◇ 全体では、「19 時」が 22.4％と最も多く、次いで「20 時」が 20.0％、「21 時」が

14.6％となっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ父親も「19時」と「20時」の割合の合計は、4割弱か

ら 4割半ばとなっており、最も多い時間帯である。 

 

 

N=

全体 5,145

3歳未満の親 1,159

3歳以上の親 1,603

小学生の親 1,280

中学生の親 491

高校生の親 292

10.3

7.2

7.2

13.7

16.1

14.0

2.0

1.9

2.1

2.3

1.4

2.4

13.2

14.6

13.8

11.0

11.6

13.7

22.4

23.7

22.5

22.8

24.4

17.8

20.0

21.7

20.5

19.4

14.7

22.6

14.6

15.4

15.5

12.9

13.2

13.4

8.6

8.1

8.3

9.1

10.2

9.9

4.3

2.8

5.4

4.9

4.7

3.1

1.7

2.1

2.1

1.2

1.0

0.7

2.9

2.5

2.6

2.8

2.6

2.4

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

17時より前 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 0時以降 無回答
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＜就労していない父親＞ 

 

■父親は、今後、就労の希望がありますか。（１つ） 

◇ 全体では、「就労の希望はない」が 32.3％と最も多い。 

◇ 「すぐにでも、若しくは 1年以内に就労したい」を見ると、「小学生の親」が 35.3％

と最も割合が高い。 

 

N=

全体 62

3歳未満の親 7

3歳以上の親 15

小学生の親 17

中学生の親 12

高校生の親 5

32.3

57.1

13.3

23.5

41.7

60.0

27.4

28.6

26.7

35.3

8.3

20.0

3.2

13.3

29.0

14.3

33.3

29.4

41.7

20.0

8.1

13.3

11.8

8.3

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

就労の希望はない すぐにでも、若しくは１年以内に就労したい

１年より先で、一番下の子どもが（）歳くらいになったら、就労したい 時期は決まっていないが、就労したい

無回答

 

 

 

 

■父親が今後就労する場合、どのような就労を希望しますか。（１つ） 

◇ 「正社員・正規職員」が 51.4％と最も多く、次いで「自営業・自由業」が 16.2％

である。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ父親も、「正社員・正規職員」の割合が最も高い。 

 

N=

全体 37

3歳未満の親 3

3歳以上の親 11

小学生の親 11

中学生の親 6

高校生の親 2

51.4

66.7

54.5

54.5

33.3

50.0

5.4

9.1

16.7

16.2

18.2

18.2

16.7

50.0

10.8

33.3

9.1

16.7

5.4

9.1

9.1

5.4

18.2

5.4

16.7

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

正社員・正規職員 経営者・役員 自営業・自由業 自営業の家族従業者 パート・アルバイト

派遣・契約社員 在宅ワーク・内職 その他 無回答

 

 

父親の今後の就労の希望について 【就学前 問 15・就学後 問 16】 

父親の今後の希望する就労形態について 【就学前 問 16・就学後 問 17】 
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■父親が現在働いていない理由は何ですか。（１つ） 

◇ 全体では、「その他」を除き「自分に病気や障害があるから」が 32.3％と最も多い。 

◇ 「高校生の親」を除き、いずれの年代の子どもをもつ父親も「自分に病気や障害が

あるから」と回答した人が最も多い。 

 

自分の知識、能力にあう仕事がないなど
希望する就労先がない（見つからない）から

保育所に入所できない(あて名のお子さんの
きょうだいが学童保育所に入所できない)から

時間的な制約があるなど子育てしながら
働くことのできる適当な仕事がないから

家族の考え方（親族の理解が得られる）等、
就労する環境が整っていないから

子どもがある程度の年齢になるまでは
子育てに専念したいから

子育てが大変で就労する余裕がないから

親など親族の介護の必要があるから

自分に病気や障害があるから

その他

無回答

8.1

0.0

4.8

1.6

4.8

1.6

1.6

32.3

33.9

11.3

0.0

0.0

14.3

0.0

14.3

0.0

0.0

28.6

42.9

0.0

13.3

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

26.7

13.3

11.8

0.0

0.0

0.0

5.9

5.9

5.9

29.4

23.5

17.6

0.0

0.0

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

50.0

33.3

8.3

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

60.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体（N＝62） 3歳未満の親（N＝7） 3歳以上の親（N＝15）

小学生の親（N＝17） 中学生の親（N＝12） 高校生の親（N＝5）

 

 

 

父親の就労していない理由について 【就学前 問 17・就学後 問 18】 
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■母親の就労状況について、あてはまるものを選んでください。（１つ） 

◇ 全体では、母親の就労状況では「就労している」が 65.0％である。 

◇ 「就労している」の割合は、「3歳未満の親」が 43.9％と最も低くなっている。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

65.0

43.9

62.6

75.7

79.5

78.9

10.3

29.9

9.4

2.0

0.2

0.3

22.8

25.5

26.5

20.5

17.6

16.8

1.3

0.6

1.3

1.3

1.8

2.0

0.7

0.1

0.3

0.5

0.9

2.0

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

就労している 就労しているが育休・介護休業中 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

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
就労している 

平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 58.7 65.0 

 

6.3 

3歳未満の親 39.9 43.9 4.0 

3歳以上の親 54.7 62.6 7.9 

小学生の親 70.7 75.7 5.0 

中学生の親 75.6 79.5 3.9 

高校生の親 81.7 78.9 ▲ 2.8 

母親の就労状況について  【就学前 問 18・就学後 問 19】 
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■母親の就労形態にあてはまるものを選んでください。（１つ） 

 

◇ 全体では、「正社員・正規職員」が 48.1％と最も多く、次いで「パート・アルバイ

ト」が 37.6％、「派遣・契約社員」が 4.6％、「自営業・自由業」が 3.4％となって

いる。 

◇ 就学前の母親は「正社員・正規職員」の割合が高く、就学後の母親は「パート・ア

ルバイト」の割合が高い。 

 

正社員・正規職員

経営者・役員

自営業・自由業

自営業の家族従業者

パート・アルバイト

派遣・契約社員

在宅ワーク・内職

その他

無回答

48.1

1.8

3.4

2.4

37.6

4.6

1.1

0.6

0.4

71.1

0.9

2.4

1.3

18.2

4.4

0.6

0.6

0.5

53.1

1.3

3.4

2.6

32.9

4.7

1.1

0.4

0.5

37.1

2.1

3.9

2.9

46.8

4.6

1.4

0.7

0.5

27.7

3.4

4.2

2.6

54.5

5.7

0.9

0.8

0.2

31.2

2.6

1.6

3.2

55.0

4.2

1.3

0.6

0.3

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

全 体（N＝4,977） 3歳未満の親（N＝1,079） 3歳以上の親（N＝1,432）

小学生の親（N＝1,283） 中学生の親（N＝530） 高校生の親（N＝311）

 

 

 

母親の就労形態について 【就学前 問 19・就学後 問 20】 
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■母親の平均的な１週間の就労日数を数字で記入してください。 

◇ 全体では、週に「5 日」が 62.4％、週に「4 日」が 14.8％であり、週に「3 日」が

11.0％となっている。 

◇ 週に「5 日」と回答した割合は、就学後の母親よりも就学前の母親の方が高くなっ

ている。 

 

N=

全体 4,977

3歳未満の親 1,079

3歳以上の親 1,432

小学生の親 1,283

中学生の親 530

高校生の親 311

4.0

2.3

2.9

4.9

5.7

7.0

11.0

4.9

9.7

14.3

17.5

14.5

14.8

9.0

12.6

19.0

20.4

19.3

62.4

75.9

67.3

53.9

47.5

50.5

5.6

5.0

5.9

5.5

7.0

5.8

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

1.6

2.4

1.0

1.7

1.1

2.3

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

2日以下 3日 4日 5日 6日 7日 無回答

 

 

 

 

■母親の平均的な１日の就労時間と、平均的な家を出る時間と帰宅時間について記入 

してください。 

 

【勤務体制】 

◇ 全体では、就労時間が「決まっている」と回答した人が 87.3％、「決まっていない」

と回答した人が 12.1％である。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ母親も、その割合は同等である。 

N=

全体 4,977

3歳未満の親 1,079

3歳以上の親 1,432

小学生の親 1,283

中学生の親 530

高校生の親 311

87.3

87.1

88.4

87.8

86.0

87.1

12.1

11.9

11.3

11.7

13.6

12.5

0.6

1.0

0.3

0.5

0.4

0.3

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

決まっている 決まっていない 無回答

 

 

 

 

 

母親の就労日数について 【就学前 問 20・就学後 問 21】 

母親の勤務形態について 【就学前 問 21・就学後 問 22】 
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【就労時間】 

◇ 始業時刻の全体では、「9 時」が 52.4％と最も多く、次いで「8 時」が 32.6％であ

る。また、終業時刻の全体は、「17時より前」が 56.4％と最も多く、次いで「17時」

が 28.3％である。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ母親も、終業時刻が「17 時より前」と「17 時」の合

計割合が 8割以上を占めている。 

 

 

＜始業時刻＞ 

 

N=

全体 4,346

3歳未満の親 940

3歳以上の親 1,266

小学生の親 1,126

中学生の親 456

高校生の親 271

0.7

0.5

0.6

0.4

1.8

1.1

1.8
2.9

1.6

1.3

2.0

1.1

32.6

35.2

30.1

31.7

31.8

37.6

52.4

51.6

54.8

55.9

46.5

42.1

12.1

9.6

12.6

10.4

17.3

18.1

0.4

0.2

0.4

0.3

0.7

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

7時より前 7時 8時 9時 10時以降 無回答

 

 

 

 

＜終業時刻＞ 

 

N=

全体 4,346

3歳未満の親 940

3歳以上の親 1,266

小学生の親 1,126

中学生の親 456

高校生の親 271

56.4

49.5

61.4

59.1

58.3

50.9

28.3

31.6

26.9

26.6

24.6

29.2

9.8

12.2

8.4

9.6

9.0

11.4

3.2

4.7

1.7
2.8

4.2

4.1

0.9

1.1

0.2

0.9

2.4

2.2

0.9

0.5

0.9

0.6

0.9
2.2

0.5

0.4

0.5

0.4

0.7

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

17時より前 17時 18時 19時 20時 21時以降 無回答
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【家を出る時間】 

◇ 全体では、「8時」が 54.5％と最も多く、次いで「7時」が 18.4％、「9時」が 17.6％、

「10時以降」が 3.9％となっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ母親も「8時」の割合が過半数を占めている。 

 

N=

全体 4,346

3歳未満の親 940

3歳以上の親 1,266

小学生の親 1,126

中学生の親 456

高校生の親 271

2.0
3.3

1.4

1.3
2.9

1.8

18.4

28.1

19.4

13.1

11.8

15.9

54.5

51.5

55.2

58.3

52.4

50.9

17.6

11.3

17.8

20.1

22.8

18.1

3.9

3.2

2.4
3.6

7.0

10.0

3.6

2.7

3.8

3.5

3.1

3.3

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

7時より前 7時 8時 9時 10時以降 無回答

 

 

 

【帰宅時間】 

◇ 全体では、「17 時より前」が 32.6％と最も多く、次いで「18 時」が 26.7％となっ

ている。 

◇ 「小学生の親」と「中学生の親」は、「17時より前」が 4割台と高くなっている。 

 

N=

全体 4,346

3歳未満の親 940

3歳以上の親 1,266

小学生の親 1,126

中学生の親 456

高校生の親 271

32.6

19.3

27.0

43.1

45.4

39.1

21.3

26.4

28.4

15.3

14.0

13.7

26.7

29.6

29.3

24.2

20.2

22.1

11.4

15.3

9.6

10.7

10.5

14.8

2.7

4.7

1.3

2.1
3.7

1.8

1.6

2.1

0.7

1.2

2.4

5.5

3.7

2.7

3.7

3.6

3.7

3.0

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

17時より前 17時 18時 19時 20時 21時以降 無回答
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＜就労していない母親＞ 

 

■母親は、今後、就労の希望がありますか。（１つ） 

◇ 就労希望は全体の 8割以上である。 

◇ 「すぐにでも、若しくは１年以内に就労したい」の割合は、「小学生の親」が 22.2％

と最も高くなっている。 

 

N=

全体 1,593

3歳未満の親 382

3歳以上の親 552

小学生の親 360

中学生の親 129

高校生の親 74

17.1

13.4

11.8

19.2

32.6

35.1

18.4

14.4

19.2

22.2

17.1

18.9

24.3

36.9

29.3

16.4

5.4

4.1

39.4

35.1

39.1

40.6

42.6

41.9

0.8

0.3

0.5

1.7

2.3

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

就労の希望はない すぐにでも、若しくは１年以内に就労したい

１年より先で、一番下の子どもが（）歳くらいになったら、就労したい 時期は決まっていないが、就労したい

無回答

 

 

【子どもの年齢】 

◇ 全体では、1年より先の就労を希望する場合の子どもの年齢は、「6歳以上」の割合

が 39.0％と最も高く、次いで「3歳」が 29.5％となっている。 

◇ 「6歳以上」の割合は、「3歳未満の親」では、18.4％であるのに対し、「3歳以上の

親」では 37.0％と 15ポイント以上の差がみられた。 

 

N=

全体 387

3歳未満の親 141

3歳以上の親 162

小学生の親 59

中学生の親 7

高校生の親 3

10.1

12.8

11.1

1.7
14.3

29.5

45.4

26.5

8.5

15.5

17.7

17.9

3.4

14.3

33.3

3.4

2.8

4.3

3.4

39.0

18.4

37.0

83.1

71.4

66.7

2.6

2.8

3.1

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

3歳未満 3歳 4歳 5歳 6歳以上 無回答

 

 

 

 

 

 

 

母親の今後の就労の希望について 【就学前 問 22・就学後 問 23】 
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■母親が今後就労する場合、どのような就労を希望しますか。（１つ） 

◇ 全体では、「パート・アルバイト」が 68.2％であり、次いで「正社員」が 9.2％で

ある。 

◇ 子どもの年代が上がるにつれて、「正社員・正規職員」の割合は低くなっている。 

 

N=

全体 1,308

3歳未満の親 330

3歳以上の親 484

小学生の親 285

中学生の親 84

高校生の親 48

9.2

10.0

9.5

8.8

8.3

4.2

0.2

0.2

0.4

1.2

3.9

5.8

3.1

4.6

2.4

0.7

0.9

0.6

0.4

1.2

68.2

65.2

69.8

69.8

65.5

79.2

3.3

4.5

2.9

2.1
4.8

2.1

6.0

6.4

6.0

4.9

4.8

6.3

1.0

0.6

0.4

1.4
3.6

7.6

6.7

7.4

7.7

8.3

8.3

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

正社員・正規職員 経営者・役員 自営業・自由業 自営業の家族従業者 パート・アルバイト

派遣・契約社員 在宅ワーク・内職 その他 無回答

 

 

【就労日数】 

 

＜パート・アルバイト＞ 

◇ 全体では、「3 日」が 46.1％と最も多く、次いで「4 日」が 30.9％、「5 日以上」が

17.8％となっている。 

◇ 「小学生の親」では、「3 日」の割合が 54.3％となっており、他の年代の子をもつ

母親に比べて最も高い。 

 

N=

全体 892

3歳未満の親 215

3歳以上の親 338

小学生の親 199

中学生の親 55

高校生の親 38

3.0

0.5
2.7

3.0

5.5

5.3

46.1

43.7

43.2

54.3

49.1

50.0

30.9

30.7

35.8

27.1

21.8

26.3

17.8

24.2

16.6

13.6

18.2

15.8

2.1

0.9

1.8

2.0

5.5

2.6

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

2日以下 3日 4日 5日以上 無回答

 

母親の今後の希望する就労形態について 【就学前 問 23・就学後 問 24】 
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＜派遣・契約社員＞ 

◇ 全体では、「5 日以上」が 48.8％、「4 日」が 20.9％と最も多く、次いで「3 日」が

23.3％となっている。 

◇ 「3歳未満の親」では、「5日以上」の割合が 73.3％となっており、他の年代の子を

もつ母親に比べて最も高い。 

 

N=

全体 43

3歳未満の親 15

3歳以上の親 14

小学生の親 6

中学生の親 4

高校生の親 1

4.7

14.3

23.3

42.9

50.0

100.0

20.9

20.0

7.1

16.7

75.0

48.8

73.3

35.7

33.3

25.0

2.3

6.7

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

2日以下 3日 4日 5日以上 無回答

 

 

 

【就労時間】 

 

＜パート・アルバイト＞ 

◇ 全体では、「4時間以上 6時間未満」が 72.8％と最も多く、次いで「6時間以上」が

20.5％、「4時間未満」が 4.5％となっている。 

◇ 「3歳未満の親」では、「6時間以上」の割合が 29.3％となっており、他の年代の子

をもつ母親に比べて最も高い。 

 

 

N=

全体 892

3歳未満の親 215

3歳以上の親 338

小学生の親 199

中学生の親 55

高校生の親 38

4.5

3.3

4.7

4.0

5.5

5.3

72.8

66.5

74.9

76.4

72.7

71.1

20.5

29.3

18.6

17.6

16.4

18.4

2.2

0.9

1.8

2.0

5.5

5.3

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上 無回答
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＜派遣・契約社員＞ 

◇ 全体では、「6時間以上 8時間未満」が 41.9％と最も多く、次いで「4時間以上 6時

間未満」が 39.5％、「8時間以上」が 14.0％となっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ母親も「4 時間未満」を希望する人は 1 割未満となっ

ている。 

 

 

N=

全体 43

3歳未満の親 15

3歳以上の親 14

小学生の親 6

中学生の親 4

高校生の親 1

2.3

7.1

39.5

33.3

50.0

16.7

25.0

100.0

41.9

46.7

28.6

50.0

75.0

14.0

13.3

14.3

33.3

2.3

6.7

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上 無回答
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■母親が現在働いていない理由は何ですか。（１つ） 

◇ 「子どもがある程度の年齢になるまでは子育てに専念したいから」が 37.5％と最も

多く、次いで「時間的な制約があるなど子育てしながら働くことのできる適当な仕

事がないから」が 19.8％、「子育てが大変で就労する余裕がないから」が 14.1％と

なっている。 

◇ 子どもの年代が上がるにつれて、「親など親族の介護の必要があるから」の割合が

高くなっている。 

自分の知識、能力にあう仕事がないなど
希望する就労先がない（見つからない）から

保育所に入所できない(あて名のお子さんの
きょうだいが学童保育所に入所できない)から

時間的な制約があるなど子育てしながら
働くことのできる適当な仕事がないから

家族の考え方（親族の理解が得られる）等、
就労する環境が整っていないから

子どもがある程度の年齢になるまでは
子育てに専念したいから

子育てが大変で就労する余裕がないから

親など親族の介護の必要があるから

自分に病気や障害があるから

その他

無回答

3.5

3.4

19.8

3.1

37.5

14.1

1.8

3.6

9.4

3.8

1.3

5.0

11.0

2.1

52.6

15.7

0.5

1.3

7.3

3.1

1.3

4.7

23.9

3.1

35.5

16.7

0.5

2.0

8.2

4.2

4.4

1.7

23.3

3.6

34.2

11.1

1.4

6.1

11.4

2.8

12.4

0.0

14.0

3.1

27.9

10.1

5.4

10.1

12.4

4.7

9.5

0.0

20.3

5.4

18.9

8.1

12.2

6.8

14.9

4.1

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

全 体（N＝1,593） 3歳未満の親（N＝382） 3歳以上の親（N＝552）

小学生の親（N＝360） 中学生の親（N＝129） 高校生の親（N＝74）

 

母親の就労していない理由について 【就学前 問 24・就学後 問 25】 
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【前回調査との数値比較】 

 

 
就労していない理由 

平成 30年 令和 5年 変化量 

保育所に入所できない（あて名のお子さんのきょう

だいが学童保育所に入所できない）から 
 5.4  3.4 ▲ 2.0 

時間的な制約があるなど働きながら子育てできる適

当な仕事がないから 
19.1 19.8 0.7 

子どもがある程度の年齢になるまでは子育てに専念

したいから 
45.2 37.5 ▲ 7.7 

子育てが大変で就労する余裕がないから 11.0 14.1 3.1 
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『母親の現在働いていない理由（就学前 問 24、就学後 問 25）と世帯の暮らし向き 

（就学前 問 71、就学後問 32）』 

◎ 就労希望があるが就労していない理由は、世帯の暮らし向きの意識に関わらず、「子

どもがある程度の年齢になるまでは子育てに専念したい」が最も多い。 

 

自分の知識、能力にあう仕事がないなど希望

する就労先がない（見つからない）から

保育所に入所できない(あて名のお子さんの
きょうだいが学童保育所に入所できない)から

時間的な制約があるなど子育てしながら
働くことのできる適当な仕事がないから

家族の考え方（親族の理解が得られる）等、

就労する環境が整っていないから

子どもがある程度の年齢になるまでは
子育てに専念したいから

子育てが大変で就労する余裕がないから

親など親族の介護の必要があるから

自分に病気や障害があるから

その他

無回答

7.8

0.0

9.4

1.6

51.6

7.8

1.6

3.1

15.6

1.6

2.7

2.0

14.9

2.4

45.1

14.9

1.0

2.7

9.5

4.7

2.6

3.2

19.9

3.1

42.4

13.6

2.1

1.9

7.6

3.6

5.6

5.0

25.2

3.1

24.2

15.8

2.2

4.3

10.6

4.0

2.3

5.4

22.3

5.4

16.9

15.4

0.8

14.6

13.1

3.8

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

大変ゆとりがある(N=64) ややゆとりがある(N=295) 普通(N=774)

やや苦しい(N=332) 苦しい(N=130)
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■母親は、出産前後（それぞれ１年以内）に仕事をやめたり、転職をしましたか。 

（１つ） 

◇ 全体では、「転職をせず継続的に働いた」が 44.1％と最も多く、次いで、「仕事をや

めた」が 28.5％、「就職したことがない、または、出産 1 年前にすでに働いていな

かった」が 19.5％となっている。 

◇ 「3歳未満の親」では、「転職をせず継続的に働いた」の割合が最も高く、61.6％と

なっている。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

19.5

13.9

16.8

22.0

25.0

32.1

44.1

61.6

49.4

36.2

26.8

20.1

5.7

4.6

6.7

6.5

4.5

3.8

28.5

17.9

25.4

32.7

42.1

41.7

2.3

2.0

1.7

2.5

1.7

2.3

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

就職したことがない、または、出産１年前にすでに働いていなかった 転職をせず継続的に働いた

転職をして継続的に働いた 仕事をやめた

無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 
転職をせず継続的に働いた  仕事をやめた 

平成 30年 令和 5年  変化量  平成 30年 令和 5年  変化量 

全体 30.8 44.1 13.3  43.7 28.5 ▲15.2 

3歳未満の親 41.8 61.6 19.8  36.5 17.9 ▲18.6 

3歳以上の親 33.4 49.4 16.0  42.9 25.4 ▲17.5 

小学生の親 25.6 36.2 10.6  47.2 32.7 ▲14.5 

中学生の親 17.3 26.8 9.5  50.4 42.1 ▲ 8.3 

高校生の親 18.3 20.1 1.8  53.0 41.7 ▲11.3 

 

出産にともなう母親の退職や転職について 【就学前 問 25・就学後 問 26】 
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『出産にともなう母親の離転職（就学前 問 25、就学後 問 26）と世帯の暮らし向き 

（就学前 問 71、就学後 問 32）』 

◎ 出産前後の母親の離転職について、家庭の経済状況が「やや苦しい」「苦しい」と

回答した母親の方が、「仕事をやめた」割合が高い。 

 

 

N=

大変ゆとりがある 214

ややゆとりがある 1,243

普通 3,055

やや苦しい 1,459

苦しい 594

23.8

18.3

20.3

18.2

20.4

50.5

51.3

45.2

39.4

32.5

3.3

5.1

4.9

6.9

8.6

20.6

23.3

27.7

32.9

36.4

1.9

1.9

2.0

2.5

2.2

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

就職したことがない、または、出産１年前にすでに働いていなかった 転職をせず継続的に働いた

転職をして継続的に働いた 仕事をやめた

無回答
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■母親は仕事と家庭の両立を支援する教育・保育事業（幼稚園や保育所など）や周囲の

環境などが整っていたら、出産前後にしていた仕事を続けましたか。（１つ） 

◇ 全体では、「いずれにしても続ける希望はなかった」が 33.7％と最も多く、次いで

「職場において育児休業制度などの仕事と家庭の両立支援制度が整い、働き続けや

すい環境が整っていれば、続けていた」が 20.2％、「教育・保育事業と職場の両立

支援環境がどちらも整っていれば、続けていた」が 13.8％となっている。 

◇ 「教育・保育事業と職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、続けていた」で

は、いずれの年代の子どもをもつ親も 1割台となっている。 

 

教育・保育事業が確実に利用できる
見込みがあれば、続けていた

職場において育児休業制度などの仕事と
家庭の両立支援制度が整い、働き続け

やすい環境が整っていれば、続けていた

教育・保育事業と職場の両立支援環境が
どちらも整っていれば、続けていた

家族の考え方（親族の理解が得られる）など
仕事をする環境が整っていれば、続けていた

職場の理解が得られれば、続けていた

いずれにしても続ける希望はなかった

その他

 無回答

9.1

20.2

13.8

5.2

6.8

33.7

7.4

3.9

8.8

21.0

13.7

2.4

7.3

33.4

10.6

2.7

9.1

22.3

13.0

4.8

9.1

30.6

8.3

2.8

7.6

20.8

16.5

5.6

5.7

31.6

6.8

5.4

10.3

17.1

12.6

6.5

4.2

41.0

6.1

2.3

13.4

12.8

11.7

7.8

3.9

40.2

3.9

6.1

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

全 体（N＝2,260） 3歳未満の親（N＝329） 3歳以上の親（N＝640）

小学生の親（N＝648） 中学生の親（N＝310） 高校生の親（N＝179）

 

 

教育・保育環境と仕事の継続について 【就学前 問 26・就学後 問 27】 
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■あなたの家庭では、仕事と生活のバランス（ワーク・ライフ・バランス）はとれて 

いると感じていますか。（１つ） 

 

＜父 親＞ 

◇ 全体では、「仕事が中心となっており、もう少し家庭生活の比重が高まるとよい」

が 46.3％と最も多く、次いで「仕事が中心となっているが、今のままでよい」が

21.8％、「仕事と家庭生活（育児含む）のバランスがとれている」が 20.8％となっ

ている。 

 

仕事と家庭生活（育児含む）のバランス
がとれている

仕事が中心となっており、
もう少し家庭生活の比重が高まるとよい

仕事が中心となっているが、今のままでよい

育児が中心となっており、
もう少し仕事の比重が高まるとよい

育児が中心となっているが、今のままでよい

その他

無回答

20.8

46.3

21.8

1.1

1.2

1.4

7.4

19.8

53.3

19.0

1.4

1.5

0.9

4.1

18.9

51.3

20.6

0.9

1.2

2.0

5.2

22.8

43.8

21.4

1.3

1.3

1.1

8.3

22.1

34.0

31.0

0.3

0.6

1.7

10.4

21.1

30.5

29.3

0.8

1.0

1.8

15.5

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）

 

仕事と生活のバランスについて 【問 30】 
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【前回調査との数値比較】 

 

   ＜父 親＞ 

  

仕事が中心となっており、もう少し家庭生活
の比重が高まるとよい 

平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 42.9 46.3 3.4 

3歳未満の親 47.8 53.3 5.5 

3歳以上の親 48.8 51.3 2.5 

小学生の親 39.0 43.8 4.8 

中学生の親 32.4 34.0 1.6 

高校生の親 25.1 30.5 5.4 
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＜母 親＞ 

◇ 全体では、「育児が中心となっているが、今のままでよい」が 30.2％と最も多く、

次いで「仕事と家庭生活（育児含む）のバランスがとれている」が 26.3％となって

いる。 

◇ 「仕事と家庭生活（育児含む）のバランスがとれている」の割合は、就学前の親が

2割台、就学後の親が 3割台となっている。 

 

仕事と家庭生活（育児含む）のバランス
がとれている

仕事が中心となっており、
もう少し家庭生活の比重が高まるとよい

仕事が中心となっているが、今のままでよい

育児が中心となっており、
もう少し仕事の比重が高まるとよい

育児が中心となっているが、今のままでよい

その他

無回答

26.3

14.9

2.7

19.5

30.2

3.3

3.0

20.4

10.2

2.5

19.4

41.2

4.7

1.6

23.8

16.1

2.3

21.4

30.3

4.0

2.1

31.0

16.4

2.5

20.3

24.5

2.1

3.3

32.8

14.9

3.3

17.4

25.7

2.3

3.6

31.8

16.5

4.6

12.5

26.7

2.5

5.3

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）
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【前回調査との数値比較】 

   ＜母 親＞ 

  

育児が中心となっており、 
もう少し仕事の比重が高まるとよい 

平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 13.7 19.5 5.8 

3歳未満の親 14.1 19.4 5.3 

3歳以上の親 13.5 21.4 7.9 

小学生の親 15.6 20.3 4.7 

中学生の親 10.9 17.4 6.5 

高校生の親 7.1 12.5 5.4 
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『仕事と生活のバランス（就学前・就学後 問 30）と世帯の暮らし向き（就学前 問 71、

就学後 問 31）』 

◎ 仕事と生活のバランスについて、家庭の経済状況が「大変ゆとりがある」または

「ややゆとりがある」と回答した人は、「仕事と家庭生活（育児含む）のバランス

が取れている」と回答する割合が高い。 

◎ 家庭の経済状況が「やや苦しい」「苦しい」と回答した人は、「育児が中心となっ

ており、仕事の比重が高まるとよい」と回答する割合が高い。 

 

 

仕事と家庭生活（育児含む）のバランスが
とれている

仕事が中心となっており、
もう少し家庭生活の比重が高まるとよい

仕事が中心となっているが、今のままでよい

育児が中心となっており、
もう少し仕事の比重が高まるとよい

育児が中心となっているが、今のままでよい

その他

無回答

29.0

12.1

4.2

14.5

34.6

2.8

2.8

29.2

15.0

2.2

15.9

32.6

2.5

2.7

27.5

14.3

2.4

17.4

33.0

2.8

2.6

24.3

15.6

3.8

24.3

25.8

3.2

3.1

19.9

17.3

2.7

28.1

21.0

7.2

3.7

0% 10% 20% 30% 40%

大変ゆとりがある(N=214) ややゆとりがある(N=1,243) 普通(N=3,055)

やや苦しい(N=1,459) 苦しい(N=594)
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『仕事と生活のバランス（就学前・就学後 問 30）と子どもの人数が理想より少ない 

理由（就学前 問 85、就学後 問 49）』 

◎ 理想の子どもの数より実際の子どもの数が少ない理由として、「仕事と子育ての両

立が難しいから」と回答した人について、父親の場合、ワーク・ライフ・バラン

スで「育児が中心となっており、もう少し仕事の比重が高まるとよい」が高く、

母親の場合、「仕事が中心となっており、もう少し家庭生活の比重が高まるとよい」

の割合が高い。 

 

＜父親＞ 

住宅が狭いから

経済的に余裕がないから

仕事と子育ての両立が
難しいから

子育ての身体的・精神的な
負担が大きいから

自分自身の生活を
楽しみたいから

子どもをとりまく環境に
不安があるから

保育所など子育てを
手伝ってくれる事業が

十分に整備されていないから

自分または配偶者の
健康上の理由から

自分または配偶者の
年齢上の理由から

妊娠しなかった

今後、出産の予定がある
（出産を希望している）

その他

無回答

14.1

49.1

27.1

30.8

4.8

4.5

3.5

7.3

20.7

10.6

22.0

7.2

1.3

15.4

54.6

35.8

40.5

6.4

5.9

6.8

5.7

19.8

9.1

19.9

6.9

1.0

12.1

48.9

23.7

31.1

7.9

5.1

4.8

7.1

22.6

12.4

17.5

8.3

2.3

16.7

47.2

41.7

33.3

5.6

0.0

8.3

25.0

25.0

13.9

13.9

2.8

0.0

6.7

44.4

24.4

31.1

8.9

6.7

2.2

13.3

13.3

8.9

20.0

0.0

11.1

16.3

58.1

39.5

39.5

9.3

9.3

9.3

14.0

30.2

4.7

4.7

14.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

仕事と家庭生活（育児含む）のバランスがとれている(N=682) 仕事が中心となっており、もう少し家庭生活の比重が高まるとよい(N=1,674)

仕事が中心となっているが、今のままでよい(N=687) 育児が中心となっており、もう少し仕事の比重が高まるとよい(N=36)

育児が中心となっているが、今のままでよい(N=45) その他(N=43)
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＜母親＞ 

住宅が狭いから

経済的に余裕がないから

仕事と子育ての両立が

難しいから

子育ての身体的・精神的な

負担が大きいから

自分自身の生活を

楽しみたいから

子どもをとりまく環境に

不安があるから

保育所など子育てを

手伝ってくれる事業が

十分に整備されていないから

自分または配偶者の

健康上の理由から

自分または配偶者の

年齢上の理由から

妊娠しなかった

今後、出産の予定がある

（出産を希望している）

その他

無回答

14.6

50.1

28.2

32.1

6.2

3.8

3.3

6.5

17.7

12.3

17.6

7.9

1.5

12.2

54.0

50.5

35.5

6.1

4.4

6.8

6.7

21.3

10.0

10.9

10.2

2.4

11.4

52.3

35.2

29.5

3.4

1.1

6.8

8.0

14.8

9.1

17.0

13.6

4.5

15.9

62.8

37.8

43.8

7.2

7.6

8.8

6.3

22.0

7.9

12.6

7.2

0.6

13.1

43.8

17.8

32.3

6.2

5.2

4.0

7.8

21.5

10.7

27.5

8.5

1.6

11.3

60.9

37.6

45.1

3.0

9.0

7.5

5.3

16.5

6.0

22.6

14.3

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

仕事と家庭生活（育児含む）のバランスがとれている(N=820) 仕事が中心となっており、もう少し家庭生活の比重が高まるとよい(N=541)

仕事が中心となっているが、今のままでよい(N=88) 育児が中心となっており、もう少し仕事の比重が高まるとよい(N=685)

育児が中心となっているが、今のままでよい(N=1.045) その他(N=133)

 



214 

 

■現在、家事・子育てをどのように分担していますか。父親と母親の分担の割合を、 

全体で１００％になるように数字で記入してください。 

◇ 全体では、父親は「20～40％未満」が 42.6％と最も多く、母親は「80～100％未満」

が 43.0％、祖父母等の援助は「0％」が 57.2％とそれぞれ最も多い。 

◇ 子どもの年代が高い親ほど、母親が 80％以上と回答した割合が高くなっている。 

 

（１） 父親の割合 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

8.3

4.7

6.6

8.7

12.5

20.9

32.8

31.6

32.8

32.6

37.0

33.3

42.6

48.8

44.4

41.9

35.5

30.3

12.9

12.6

13.5

13.0

10.8

11.7

1.2

0.9

1.1

1.5

1.4

1.0

0.4

0.3

0.2

0.5

1.1

0.8

0.1

0.1

0.1

0.3

0.5

1.7

1.2

1.4

1.7

1.5

1.5

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

0% 20％未満 20～40％未満 40～60％未満 60～80％未満 80～100％未満 100% 無回答

 

（２） 母親の割合 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

0.3

0.1

0.1

0.2

0.6

1.8

0.3

0.2

0.4

0.5

0.6

1.8

1.2

1.7

2.3

2.3

2.0

13.3

14.7

14.6

12.7

10.7

9.4

34.9

41.2

35.1

35.2

27.2

20.9

43.0

39.5

43.5

42.8

48.0

50.1

4.6

1.9
3.2

4.5

9.2

14.2

1.7

1.2

1.4

1.7

1.5

1.5

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

0% 20％未満 20～40％未満 40～60％未満 60～80％未満 80～100％未満 100% 無回答

 
（３）祖父母等の援助の割合 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

57.2

52.1

53.8

58.1

68.4

74.3

28.7

33.0

32.5

27.7

19.1

15.3

9.4

10.8

9.9

9.4

7.7

4.1

2.1

2.4

1.6

1.9

2.4
3.3

0.6

0.5

0.4

0.8

0.9

0.8

0.2

0.1

0.3

0.4

0.3

0.1

1.8

1.2

1.5

1.7

1.5

2.0

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

0% 20％未満 20～40％未満 40～60％未満 60～80％未満 80～100％未満 100% 無回答

 
 

 

家事・子育ての分担について 【就学前 問 32・就学後 問 31】 
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■この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガ等の際に、最も多く利用している教

育・保育の事業を利用しようとして、できなかったことはありますか。（１つ） 

 

◇ 全体では、この 1年間の中でお子さんが病気やケガで、教育・保育の事業を利用し

ようとしてできなかったことが「あった」割合は 41.4％である。 

◇ 「3歳以上の親」では、「あった」が 49.4％であり、「3歳未満の親」よりも 18.7ポ

イント高い。 

 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

41.4

30.7

49.4

56.7

67.3

49.6

1.9

2.0

1.1

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

あった なかった 無回答

 

 

 

■この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガ等で学校を休まなければならなかっ

たことはありますか。（１つ） 

 

◇ この 1年間に子どもが病気やケガ等で学校を休んだことが「あった」割合は 70.9％

である。 

 

N=

小学生の親 1,651 70.9 27.4 1.8

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

あった なかった 無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんが病気やケガ等のときについて 【就学前 問 44】 

病気やケガで学校を休まなければならなかったことについて  【就学後 問 56】 
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■教育・保育の事業を利用しようとして、できなかった場合に、どのように対応しま 

したか。（就学後：学校を休まなければならなかった場合の対応）（複数回答） 

◇ 全体では、「母親が休んだ」が 76.4％と最も多く、次いで「父親が休んだ」が 30.1％、

「（同居者を含む）親族・知人に看護してもらった」が 19.6％である。 

◇ 「小学生の親」では、「父親または母親のうち、就労していないかたが看護した」

の割合が 22.6％と高くなっている。 

 

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に
看護してもらった

父親または母親のうち、
就労していないかたが看護した

病児・病後児デイケア事業を
利用した

ベビーシッターを利用した

のびのび子育てサポート事業を
利用した

仕方なく子どもだけで
留守番させた

その他

  無回答

30.1

76.4

19.6

17.9

4.4

0.3

0.1

2.7

4.5

0.8

43.4

88.4

28.5

8.0

8.7

0.2

0.2

0.0

3.3

0.4

35.2

79.3

23.6

17.2

5.9

0.5

0.1

0.8

5.2

0.8

20.6

69.1

12.6

22.6

1.5

0.3

0.0

5.3

4.6

0.8

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

全 体（N＝2,660） 3歳未満の親（N＝449） 3歳以上の親（N＝982） 小学生の親（N＝1,170）

 

教育・保育の事業が利用できなかった場合の対応について 

【就学前 問 45・就学後 問 57】 
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【日数】 

N=

父親が休んだ 801

母親が休んだ 2032

親族・知人に看護してもらった 522

就労していない方が看護した 477

病児・病後児デイケアを利用 118

ベビーシッターを利用 9

のびのび子育てサポート事業を利用 2

子どもだけで留守番させた 71

その他 121

26.8

9.4

18.2

5.5

17.8

33.3

50.0

45.1

10.7

17.1

11.7

22.8

9.2

16.1

22.2

18.3

9.9

15.9

12.5

15.3

11.9

20.3

22.2

50.0

14.1

7.4

2.9

4.0

4.2

4.4

5.1

2.8

3.3

17.2

16.4

16.7

15.7

12.7

22.2

5.6

19.8

4.4

10.0

4.2

10.9

5.9

5.6

3.3

13.2

32.6

14.0

34.8

18.6

2.8

21.5

2.5

3.3

4.6

7.5

3.4

5.6

24.0

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答

 

 

 

 

 

■教育・保育の事業を利用しようとして、できないときに｢できれば病児・病後児のた 

めの保育施設を利用したい｣と思いますか。（就学後：学校を休まなければならない 

ときに、保育事業等を利用したいか。）（１つ） 

◇ 全体では、「利用を希望しない」が 49.7％と最も多く、次いで「父親、母親が休め

ないときは利用したい」が 40.1％となっている。 

◇ 子どもの年代が上がるにつれて、「利用を希望しない」の割合が高くなっている。 

 

N=

全体 2,497

3歳未満の親 984

3歳以上の親 986

小学生の親 452

49.7

43.7

52.5

56.6

40.1

45.1

38.0

35.2

6.0

7.4

4.9

4.9

1.2

1.4

1.2

0.7

2.9

2.3

3.3

2.7

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

利用を希望しない 父親、母親が休めないときは利用したい できれば病気のときはすべて利用したい その他 無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病気やケガでの病児・病後児の保育施設の利用について  

【就学前 問 46・就学後 問 58】 
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■あなたの世帯の現在の暮らし向きについてあてはまるものを選んでください。 

（１つ） 

◇ 全体では、「普通」が 46.2％と最も多く、次いで「やや苦しい」が 22.1％、「やや

ゆとりがある」が 18.8％となっている。 

◇ 「苦しい」の割合は、「高校生の親」が 14.8％と最も高い。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

3.2

3.3

3.0

3.2

3.2

4.6

18.8

17.1

18.1

20.6

20.9

17.3

46.2

48.6

49.1

45.2

44.2

38.2

22.1

22.3

21.8

21.6

22.0

24.9

9.0

8.3

7.6

9.1

9.3

14.8

0.7

0.5

0.4

0.2

0.5

0.3

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

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通 やや苦しい 苦しい 無回答

 

 

『世帯年収（就学前・就学後 F12）と世帯の暮らし向き（就学前 問 71、就学後 問 32）』 

◎ 家庭の収入別に家庭の経済状況についての回答割合を見た場合、「やや苦しい」「苦

しい」と回答した割合が高いのは、「100 万円未満（0 円除く）」が 78.6％と最も多

く、次いで「100万円～200万円未満」の 70.7％となっている。 

N=

0円 23

100万円未満
（0円を除く）

42

100万円～200万円未満 92

200万円～300万円未満 133

300万円～400万円未満 247

400万円～500万円未満 543

500万円～600万円未満 569

600万円～700万円未満 658

700万円～800万円未満 726

800万円～900万円未満 691

900万円～1,000万円未満 555

1,000万円以上 1,623

2.4

0.8

0.9

0.7

0.9

1.4

1.4

2.9

8.6

2.4

6.5

4.5

2.8

5.7

7.2

9.0

12.9

18.5

24.9

38.1

34.8

16.7

22.8

30.1

35.6

37.4

46.9

50.0

54.5

55.7

54.2

42.0

39.1

42.9

33.7

36.8

34.4

39.2

33.7

31.6

23.4

17.7

13.5

9.1

4.3

0.8

0.2

0.5

0.3

0.4

0.5

0.3

21.7

35.7

37.0

28.6

25.5

16.6

11.4

8.1

7.4

6.2

4.0

1.9

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

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通 やや苦しい 苦しい 無回答

 

子育ての経済的負担について（世帯の暮らし向き） 【就学前 問 71・就学後 問 32】 
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■あなたの世帯では、過去１年間の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする「食 

べもの」が買えないことがありましたか。（１つ） 

◇ 全体では、「まれにあった」が 5.3％、「ときどきあった」が 2.6％となっている。 

◇ 「高校生の親」では、食料を買えないことがあった割合が 1割を超えている。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

0.8

0.5

1.1

0.4

1.2

1.8

2.6

2.6

2.5

2.1
3.0

3.6

5.3

4.6

5.3

5.5

5.7

6.1

90.7

92.1

90.8

91.9

89.5

87.8

0.6

0.2

0.4

0.1

0.6

0.8

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

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

 

 

 

 

■あなたの世帯では、過去１年間の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする「衣 

服」が買えないことがありましたか。（１つ） 

◇ 全体では、「まれにあった」が 8.2％、「ときどきあった」が 2.9％となっている。 

◇ 子どもの年代が上がるにつれて、衣料を買えないことがあった割合は高くなってい

る。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

1.8

1.4

1.8

1.8

1.8
4.3

2.9

2.6

3.1

2.6

3.0

3.8

8.2

7.3

7.4

8.8

10.2

10.4

86.4

88.4

87.2

86.7

84.7

81.2

0.6

0.3

0.5

0.1

0.3

0.3

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

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

 

 

 

 

 

 

子育ての経済的負担について（食料）【就学前 問 72・就学後 問 33】 

子育ての経済的負担について （衣料）【就学前 問 73・就学後 問 34】 



220 

『世帯の暮らし向き（就学前 問 71、就学後 問 32）と食べものが買えなかった経験 

（就学前 問 72、就学後 問 33）』 

◎ 家庭の経済状況について「苦しい」と回答した人は、約 50％がこの 1年間で「家

族が必要とする食べもの」が買えないことがあったと回答している。 

 

N=

大変ゆとりがある 214

ややゆとりがある 1,243

普通 3,055

やや苦しい 1,459

苦しい 594

0.5

0.1

0.1

0.4

7.2

0.3

0.6

4.5

13.8

0.6

1.5

9.8

26.1

99.1

99.0

97.7

85.3

52.5

0.5

0.1

0.2

0.1

0.3

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

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

 

 

『世帯の暮らし向き（就学前 問 71、就学後 問 32）と衣料が買えなかった経験 

（就学前 問 73、就学後 問 34）』 

◎ 家庭の経済状況について「苦しい」と回答した人は、約 60％がこの 1年間で「家

族が必要とする衣料」が買えないことがあったと回答している。 

 

N=

大変ゆとりがある 214

ややゆとりがある 1,243

普通 3,055

やや苦しい 1,459

苦しい 594

0.5

0.2

0.2

1.4

15.3

0.5

0.4

0.7

5.3

15.0

0.8

2.7

18.0

31.6

98.6

98.6

96.3

75.1

37.5

0.5

0.1

0.3

0.5

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

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答

 



221 

 

■これまでに、子育てに経済的な負担を感じたことがありますか。（１つ） 

◇ 全体では、「ときどきあった」が 28.1％と最も多く、次いで「どちらともいえない」

が 21.3％、「あまり感じない」が 17.7％となっている。 

◇ 「高校生の親」では、経済的な負担を感じたことがある割合が過半数を占めている。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

16.0

17.9

14.8

14.5

17.4

19.1

28.1

26.0

25.2

30.6

30.7

37.9

21.3

19.8

24.9

19.6

20.6

19.3

17.7

18.1

17.8

19.1

16.8

13.7

14.3

15.7

14.7

14.4

12.2

9.2

1.5

2.0

1.9

1.0

0.9

0.8

1.1

0.6

0.7

0.7

1.4

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

よくあった ときどきあった どちらともいえない あまり感じない 感じない わからない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

  
よくあった＋ときどきあった 

平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 39.4 44.1 4.7 

3歳未満の親 34.6 43.9 9.3 

3歳以上の親 38.1 40.0 1.9 

小学生の親 41.2 45.1 3.9 

中学生の親 45.6 48.1 2.5 

高校生の親 56.2 57.0 0.8 

 

子育ての経済的負担について【就学前 問 74・就学後 問 35】 
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■特に負担を感じる費用は何ですか。（３つまで） 

◇ 全体では、「食費」が 50.3％と最も多く、次いで「住宅費（家賃・ローン）」が 46.4％、

「光熱水費」が 46.0％となっている。 

◇ 中学生・高校生の親では、「学習塾の費用」を負担に感じている割合が最も高い。 

衣服費

食費

光熱水費

住宅費（家賃・ローン）

学校に関する費用
（学費）

学習塾の費用

習い事の費用

幼稚園・保育所費用

クラブ活動費用(※)

本代、おもちゃ代（※）

レジャー費用

（旅行など）

医療費

その他

  無回答

7.8

50.3

46.0

46.4

11.2

17.7

26.7

20.5

0.1

2.2

6.7

2.8

10.1

2.8

10.9

56.4

54.0

51.7

2.8

1.4

10.7

32.7

0.0

3.7

5.6

2.5

14.8

1.9

9.7

52.6

48.7

47.7

3.8

3.5

27.0

32.3

0.3

4.6

7.9

1.9

9.8

2.4

5.6

47.2

43.5

45.4

10.9

20.7

42.3

9.9

7.9

3.8

10.1

3.2

5.6

48.1

39.1

38.4

22.8

54.1

21.9

5.3

5.0

2.5

6.9

3.4

4.5

38.8

34.4

37.5

42.0

50.0

19.6

4.9

4.0

4.0

6.3

2.7

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

全 体（N＝2,914） 3歳未満の親（N＝642） 3歳以上の親（N＝796）

小学生の親（N＝745） 中学生の親（N＝320） 高校生の親（N＝224）

 

※「クラブ活動費用」、「本代、おもちゃ代」は就学前保護者調査のみ 

子育ての経済的負担について （特に負担を感じる費用）【就学前 問 75・就学後 問 36】 
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【前回調査との数値比較】 

 

 
食 費  光熱水費 

平成 30年 令和 5年  変化量  平成 30年 令和 5年  変化量 

全 体 36.1 50.3 14.2  17.1 46.0 28.9 

3歳未満の親 39.7 56.4 16.7  23.5 54.0 30.5 

3歳以上の親 34.6 52.6 18.0  14.8 48.7 33.9 

小学生の親 37.7 47.2 9.5  17.9 43.5 25.6 

中学生の親 37.1 48.1 11.0  13.7 39.1 25.4 

高校生の親 26.3 38.8 12.5  10.5 34.4 23.9 

 

 
学習塾の費用  習い事の費用 

平成 30年 令和 5年  変化量  平成 30年 令和 5年  変化量 

全 体 18.2 17.7 ▲ 0.5  28.3 26.7 ▲ 1.6 

3歳未満の親 2.3 1.4 ▲ 0.9  12.9 10.7 ▲ 2.2 

3歳以上の親 4.5 3.5 ▲ 1.0  28.0 27.0 ▲ 1.0 

小学生の親 23.7 20.7 ▲ 3.0  44.4 42.3 ▲ 2.1 

中学生の親 51.2 54.1 2.9  25.8 21.9 ▲ 3.9 

高校生の親 50.0 50.0 0.0  17.4 19.6 2.2 

 

 
幼稚園・保育所費用   

平成 30年 令和 5年 変化量     

全 体 34.7 20.5 ▲ 14.2     

3歳未満の親 41.7 32.7 ▲ 9.0     

3歳以上の親 58.9 32.3 ▲ 26.6     

小学生の親 22.2 9.9 ▲ 12.3     

中学生の親 5.1 5.3 0.2     

高校生の親 5.8 4.9 ▲ 0.9     
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【かかる費用（月額）】 

 

＜衣服費＞ 

 

◇ 全体では、「1万円以上 2万円未満」が 31.1％と最も多く、次いで「1万円未満」が

19.7％、「2万円以上 3万円未満」が 17.5％となっている。 

N=

全体 228

3歳未満の親 70

3歳以上の親 77

小学生の親 42

中学生の親 18

高校生の親 10

19.7

20.0

23.4

14.3

22.2

31.1

37.1

31.2

21.4

33.3

50.0

17.5

17.1

19.5

19.0

11.1

10.0

11.0

8.5

10.4

14.3

5.6

30.0

20.6

17.1

15.6

31.0

27.8

10.0

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上 無回答

 

 

 

＜食費＞ 

 

◇ 全体では、「8万円以上」が 27.9％と最も多く、次いで「5万円以上 6万円未満」が

17.0％、「6万円以上 7万円未満」が 12.7％となっている。 

 

N=

全体 1,468

3歳未満の親 362

3歳以上の親 419

小学生の親 353

中学生の親 154

高校生の親 87

10.7

18.5

12.0

4.8

5.8

8.0

6.8

10.2

5.7

5.7

3.9

3.4

17.0

19.9

21.5

14.7

12.3

4.6

12.7

12.7

12.2

15.9

12.3

6.9

8.6

6.9

8.6

12.2

3.2

13.8

27.9

15.5

24.1

31.5

42.1

51.7

16.4

16.3

16.0

15.3

20.1

11.5

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

4万円未満 4万円以上5万円未満 5万円以上6万円未満 6万円以上7万円未満

7万円以上8万円未満 8万円以上 無回答
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＜光熱水費＞ 

 

◇ 全体では、「3万円以上 4万円未満」が 27.0％と最も多く、次いで「2万円以上 3万

円未満」が 21.1％、「5万円以上」が 16.2％となっている。 

N=

全体 1,341

3歳未満の親 347

3歳以上の親 388

小学生の親 324

中学生の親 126

高校生の親 77

0.4

0.3

0.5

0.3

0.8

1.3

6.0

6.6

7.7

5.2

5.6

21.1

26.5

21.1

19.4

19.0

14.3

27.0

31.4

26.0

26.2

21.4

29.9

13.3

8.9

13.4

16.4

14.3

15.6

16.2

12.2

14.7

17.0

19.1

27.3

16.0

14.1

16.5

15.4

19.8

11.7

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答

 

 

 

＜住宅費（家賃・ローン）＞ 

 

◇ 全体では、「10 万円以上 12 万円未満」が 25.3％と最も多く、次いで「8 万円以上

10万円未満」が 20.6％、「6万円以上 8万円未満」が 13.4％となっている。 

 

N=

全体 1,354

3歳未満の親 332

3歳以上の親 380

小学生の親 338

中学生の親 123

高校生の親 84

4.3

3.3

4.3

3.9

6.4

6.0

13.4

13.6

13.2

12.1

17.1

16.7

20.6

17.2

20.3

22.5

20.3

21.4

25.3

27.1

28.2

24.0

21.1

21.4

11.9

12.0

12.9

13.9

11.4

6.0

9.6

10.8

9.2

10.4

7.3

9.5

14.9

16.0

12.1

13.3

16.3

19.0

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

6万円未満 6万円以上8万円未満 8万円以上10万円未満 10万円以上12万円未満

12万円以上14万円未満 14万円以上 無回答
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＜学校に関する費用（学費）＞ 

 

◇ 全体では、「7万円以上」が 25.8％と最も多く、次いで「3万円未満」が 21.2％、「5

万円以上 6万円未満」が 14.1％となっている。 

 

N=

全体 326

3歳未満の親 18

3歳以上の親 30

小学生の親 81

中学生の親 73

高校生の親 94

21.2

27.8

30.0

37.0

15.0

6.4

6.7

11.1

16.7

6.2

6.8

5.3

6.4

5.6

3.3

2.5

4.1

10.6

14.1

16.7

6.7

9.9

19.2

17.0

4.3

3.3

1.2

2.7

9.6

25.8

16.8

16.6

28.4

24.7

30.8

21.5

22.2

23.3

14.8

27.4

20.2

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

3万円未満 3万円以上4万円未満 4万円以上5万円未満 5万円以上6万円未満

6万円以上7万円未満 7万円以上 無回答

 

 

 

＜学習塾の費用＞ 

 

◇ 全体では、「5万円以上」が 36.7％と最も多く、次いで「3万円以上 4万円未満」が

18.6％、「2万円以上 3万円未満」が 11.8％となっている。 

 

N=

全体 515

3歳未満の親 9

3歳以上の親 28

小学生の親 154

中学生の親 173

高校生の親 112

0.8

3.6

1.3

0.6

5.8

44.4

14.3

7.8

2.9

3.6

11.8

21.4

11.7

14.5

7.1

18.6

11.1

7.1

21.4

20.8

16.1

9.5

7.1

10.4

8.1

12.5

36.7

22.2

21.4

32.3

38.1

44.7

16.7

22.2

25.0

14.9

15.0

16.1

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答
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＜習い事の費用＞ 

 

◇ 全体では、「5万円以上」が 20.6％と最も多く、次いで「3万円以上 4万円未満」が

18.0％、「1万円以上 2万円未満」が 17.5％となっている。 

 

N=

全体 778

3歳未満の親 69

3歳以上の親 215

小学生の親 315

中学生の親 70

高校生の親 44

6.2

10.1

10.2

4.4

2.9

4.5

17.5

24.6

23.7

12.4

18.6

13.6

17.4

20.3

19.1

16.5

7.1

20.5

18.0

10.1

15.8

18.7

24.3

18.2

7.1

7.2

3.7

9.8

8.6

2.3

20.6

8.6

16.3

25.3

25.6

20.5

13.4

18.8

11.2

12.7

12.9

20.5

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答

 

 

 

＜幼稚園・保育所費用＞ 

 

◇ 全体では、「5万円以上」が 34.2％と最も多く、次いで「3万円以上 4万円未満」が

18.7％、「4万円以上 5万円未満」が 13.4％となっている。 

 

 

 

 

※クラブ活動費用（就学前のみ）は回答がなかったため割愛。 

 

 

 

N=

全体 599

3歳未満の親 210

3歳以上の親 257

小学生の親 76

中学生の親 17

高校生の親 11

3.2

0.5

5.4

1.3

8.5

4.3

12.8

9.2

11.4

9.5

12.8

11.8

11.8

18.7

18.1

17.9

19.7

23.5

45.5

13.4

16.7

12.5

10.5

17.6

34.2

39.5

29.3

39.4

23.6

45.5

10.7

11.4

9.3

7.9

23.5

9.1

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答
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＜本代・おもちゃ代＞（就学前のみ） 

 

◇ 全体では、「1万円以上 2万円未満」が 31.7％と最も多く、次いで「1万円未満」が

28.6％、「2万円以上 3万円未満」が 9.5％となっている。 

 

N=

全体 63

3歳未満の親 24

3歳以上の親 37

28.6

33.3

27.0

31.7

25.0

37.8

9.5

20.8

2.7

7.9

4.2

10.8

22.2

16.7

21.6

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上 無回答

 

 

 

＜レジャー費用（旅行など）＞ 

 

◇ 全体では、「3万円以上 4万円未満」が 21.0％と最も多く、次いで「2万円以上 3万

円未満」が 17.4％、「5万円以上」が 15.9％となっている。 

 

N=

全体 195

3歳未満の親 36

3歳以上の親 63

小学生の親 59

中学生の親 16

高校生の親 9

2.1

1.6

1.7

6.3

11.1

10.8

5.6

19.0

10.2

6.3

17.4

16.7

17.5

18.6

25.0

11.1

21.0

22.2

20.6

25.4

18.8

4.1

8.3

4.8

3.4

15.9

5.6

22.2

6.8

18.9

22.2

28.7

41.7

14.3

33.9

25.0

55.6

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答
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＜医療費＞ 

 

◇ 全体では、「1万円以上 2万円未満」が 30.1％と最も多く、次いで「5万円以上」が

14.5％、「1万円未満」が 10.8％となっている。 

 

N=

全体 83

3歳未満の親 16

3歳以上の親 15

小学生の親 28

中学生の親 8

高校生の親 9

10.8

13.3

14.3

12.5

22.2

30.1

37.5

6.7

39.3

12.5

33.3

9.6

6.3

13.3

7.1

12.5

22.2

9.6

18.8

3.6

25.0

22.2

3.6

6.7

7.1

14.5

25.1

20.1

14.3

21.7

12.5

40.0

14.3

37.5

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答

 

 

 

＜その他＞ 

 

◇ 全体では、「5万円以上」が 25.9％と最も多く、次いで「2万円以上 3万円未満」が

13.5％、「1万円以上 2万円未満」が 12.8％となっている。 

 

N=

全体 297

3歳未満の親 96

3歳以上の親 78

小学生の親 76

中学生の親 22

高校生の親 14

10.8

16.7

12.8

5.3

4.5

12.8

19.8

14.1

9.2

4.5

13.5

13.5

9.0

17.1

18.2

14.3

8.8

8.3

7.7

3.9

13.6

14.3

6.7

4.2

5.1

10.5

9.1

14.3

25.9

22.0

20.4

34.1

22.6

35.7

21.5

15.6

30.8

19.7

27.3

21.4

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答
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■子育てへの物価高騰による経済的な影響はありますか。（１つ） 

 

◇ 全体では、「経済的な負担が大きくなった」の割合が 47.4％、次いで「どちらかと

いえば、経済的な負担が大きくなった」が 42.4％である。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ親も、経済的負担が大きくなったと回答した割合は 9

割前後となっている。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

47.4

50.4

47.7

47.5

44.7

44.5

42.4

41.3

41.9

43.2

43.6

44.0

8.9

7.0

9.5

8.8

10.7

11.2

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

1.1

1.1

0.9

0.3

0.9

0.3

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

経済的な負担が大きくなった どちらかといえば、経済的な負担が大きくなった

影響を受けていない どちらかといえば、経済的な負担が小さくなった

経済的な負担が小さくなった 無回答

 

 

『物価高騰による影響（就学前 問 76、就学後 問 37）と世帯の暮らし向き（就学前 問

71、就学後 問 32）』 

◎ 家庭の経済状況について「苦しい」と回答した人は、「経済的な負担が大きくなっ

た」と回答した割合が高い。 

N=

大変ゆとりがある 214

ややゆとりがある 1,243

普通 3,055

やや苦しい 1,459

苦しい 594

17.8

24.9

41.0

68.9

87.2

36.4

56.1

50.3

29.3

10.4

45.3

18.1

7.9

1.4

0.8

0.2

0.1

0.1

0.1

0.5

0.6

0.7

0.3

1.5

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

経済的な負担が大きくなった どちらかといえば、経済的な負担が大きくなった

影響を受けていない どちらかといえば、経済的な負担が小さくなった

経済的な負担が小さくなった 無回答

 

子育ての経済的負担について（物価高騰による影響）【就学前 問 76・就学後 問 37】 
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■現在、あなたは、あて名のお子さんが「同じ年齢のお子さんに比べて発達が遅れて

いる」と思いますか。（１つ） 

◇ 全体では、「発達に遅れがあると感じている」「遅れているとは思わないが、発達に

気になるところがある」と感じている割合の合計は 26.6％となっている。 

◇ 就学前の親では、「遅れているとは思わないが、発達に気になるところがある」が 2

割を超えている。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

7.8

5.9

10.3

7.8

5.7

6.1

18.8

20.2

20.6

18.5

13.5

15.3

72.7

73.5

68.9

73.1

80.2

78.4

0.7

0.3

0.3

0.6

0.6

0.3

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

発達に遅れがあると感じている 遅れているとは思わないが、発達に気になるところがある

発達に遅れや気になるところがあるとは感じていない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 
発達に遅れがあると感じている  遅れているとは思わないが、 

発達に気になるところがある 

平成 30年 令和 5年  変化量  平成 30年 令和 5年  変化量 

全 体 6.1 7.8 1.7  17.2 18.8 1.6 

3歳未満の親 6.3 5.9 ▲ 0.4  18.8 20.2 1.4 

3歳以上の親 6.1 10.3 4.2  17.5 20.6 3.1 

小学生の親 6.4 7.8 1.4  18.6 18.5 ▲ 0.1 

中学生の親 6.0 5.7 ▲ 0.3  12.1 13.5 1.4 

高校生の親 4.1 6.1 2.0  8.6 15.3 6.7 

 

 

発達に遅れや気になるところが 
あるとは感じていない 

 
 

平成 30年 令和 5年  変化量     

全 体 75.3 72.7 ▲ 2.6     

3歳未満の親 73.8 73.5 ▲ 0.3     

3歳以上の親 75.6 68.9 ▲ 6.7     

小学生の親 74.2 73.1 ▲ 1.1     

中学生の親 80.6 80.2 ▲ 0.4     

高校生の親 86.1 78.4 ▲ 7.7     

 

お子さんの発達について【就学前 問 77・就学後 問 40】 
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■あて名のお子さんが小学校に入学するまでの間に、あなたがお子さんの発達に不安

を感じたことはありましたか。（１つ） 

◇ 全体では、「発達に遅れや気になるところがあるとは感じたことはなかった」が

64.7％と最も多く、次いで「遅れているとは思わなかったが、発達に気になるとこ

ろがあると感じたことがあった」が 22.6％となっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ親も、「発達に遅れがあると感じたことがあった」の

割合が 1割を超えている。 

 

N=

全体 3,017

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

12.1

12.4

10.1

14.0

22.6

23.7

23.0

20.4

64.7

63.4

66.5

65.4

0.7

0.5

0.5

0.3

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

発達に遅れがあると感じたことがあった

遅れているとは思わなかったが、発達に気になるところがあると感じたことがあった

発達に遅れや気になるところがあるとは感じたことはなかった

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんの就学前の発達不安について 【就学後 問 41】 
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■これまでに、専門機関などからあて名のお子さんの発達の遅れや偏りについて指摘

を受けたことがありますか。（複数回答） 

◇ 全体では、「指摘を受けたことはない」を除くと「保健センター」が 8.6％と最も多

く、次いで「地域療育センター・児童発達支援センター」が 5.9％となっている。 

◇ 「指摘を受けたことはない」を見ると、いずれの年代の子どもをもつ親も 7割以上

となっている。 

 

保健センター

地域療育センター・

児童発達支援センター

幼稚園

保育所

学校（※）

病院・診療所

その他

指摘を受けたことはない

  無回答

8.6

5.9

1.7

3.2

1.6

5.6

0.6

80.0

2.3

6.7

1.1

0.2

0.5

3.8

0.3

87.6

1.7

12.0

6.9

1.4

4.5

4.7

0.7

78.1

2.2

7.9

8.3

2.8

4.1

3.5

6.6

0.8

77.8

2.0

7.2

5.7

2.3

2.6

3.9

7.4

0.5

80.0

1.4

8.1

7.9

3.6

3.3

5.1

9.7

0.8

75.3

1.8

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）

 

※「学校」は就学後保護者調査のみ 

 

お子さんの発達について指摘を受けた機関について【就学前 問 78・就学後 問 42】 
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■あて名のお子さんは現在、子どもの発達を支援する事業を利用していますか。（就学

後：あて名のお子さんは小学校に入学するまでに、子どもの発達を支援する事業を

利用したことがありますか。）（複数回答） 

◇ 「無回答」を除くと、全体では「地域療育センター」の割合が 6.4％と最も高く、

次いで「保育所の統合保育や発達支援」が 2.2％となっている。 

◇ 「3歳未満の親」では、「保育所の統合保育や発達支援」が 1.4％と最も高い。 

 

 

地域療育センター

児童発達支援センター

児童発達支援事業所

いこいの家

幼稚園の特別支援教育

保育所の統合保育や
発達支援

  無回答

6.4

2.0

1.5

0.5

0.4

2.2

90.4

1.1

0.6

0.1

0.3

0.2

1.4

96.9

6.3

1.8

2.2

0.8

0.3

2.8

89.7

9.7

3.1

2.5

0.7

0.7

2.4

86.7

9.0

2.0

0.9

0.2

0.5

1.5

88.9

6.9

3.6

0.3

0.5

0.3

2.3

89.1

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）

 

 

 

 

お子さんの発達支援事業の利用について【就学前 問 79・就学後 問 43】 
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■あて名のお子さんは現在、生活をする上で何らかの医療的なケアが必要ですか。 

（複数回答） 

◇ 「無回答」「その他」を除くと全体では、「医療的ケアは必要ない」の割合が 68.5％

と最も高く、次いで「ネブライザー吸引」が 0.7％となっている。 

◇ 「医療的ケアは必要ない」を見ると、いずれの年代の子どもをもつ親も 6～7 割台

となっている。 

 

 

医療的ケアは必要ない

経管栄養

導尿

酸素吸入

インシュリン注射

ネブライザー吸引

たん吸引

その他

  無回答

68.5

0.2

0.0

0.1

0.0

0.7

0.1

2.1

28.6

69.0

0.3

0.0

0.1

0.0

0.3

0.1

1.2

29.4

66.1

0.2

0.0

0.2

0.0

1.1

0.1

1.4

31.3

71.7

0.2

0.1

0.1

0.1

0.8

0.1

2.5

24.8

72.2

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

0.0

2.3

25.3

69.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

5.1

25.4

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989）

小学生の親（N＝1,651） 中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）

 

 

お子さんの医療的なケアの必要性について 【就学前 問 80・就学後 問 44】 
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■今の日本の社会は、自分と意見や立場が異なる人を認める寛容な社会だと思います

か。（１つ） 

◇ 全体では、「あまり寛容な社会ではないと思う」が 44.8％と最も多く、次いで「あ

る程度寛容な社会だと思う」が 26.2％、「寛容な社会ではないと思う」が 25.3％と

なっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ親も、約 7割が寛容な社会ではないと思っている。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

1.7

1.4

1.3

2.3

1.4

1.8

26.2

25.6

25.4

26.7

28.4

27.7

44.8

43.8

44.6

45.2

45.7

48.3

25.3

27.8

26.8

23.9

23.3

21.1

0.9

0.8

1.0

1.0

0.2

0.8

1.1

0.6

0.9

0.8

1.1

0.3

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

寛容な社会だと思う ある程度寛容な社会だと思う あまり寛容な社会ではないと思う 寛容な社会ではないと思う

その他 無回答

 

今の日本社会の寛容性について（意見・立場）【就学前 問 81・就学後 問 45】 
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■今の日本の社会は、他人の過ちや欠点を許せる寛容な社会だと思いますか。（１つ） 

◇ 全体では、「あまり寛容な社会ではないと思う」が 49.1％と最も多く、次いで「寛

容な社会ではないと思う」が 30.1％、「ある程度寛容な社会だと思う」が 17.9％と

なっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ親も、約 8割が寛容な社会ではないと思っている。 

 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

1.0

0.9

0.9

1.3

0.8

1.5

17.9

17.6

17.0

18.0

19.2

19.1

49.1

46.6

49.5

50.3

51.4

52.7

30.1

33.7

30.9

29.1

26.9

25.4

0.7

0.7

0.9

0.5

0.3

0.8

1.2

0.6

0.8

0.8

1.4

0.5

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

寛容な社会だと思う ある程度寛容な社会だと思う あまり寛容な社会ではないと思う 寛容な社会ではないと思う

その他 無回答

 

今の日本社会の寛容性について（過ち・欠点）【就学前 問 82・就学後 問 46】 
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■少子化対策として、あなたが特に必要だと思う支援は何ですか。（５つまで） 

◇ 全体では、「子育て世帯への手当・補助金の拡充」の割合が 56.1％と最も高く、次

いで「賃金の増加や正規雇用など安定して働くための支援」が 53.2％、「大学・専

門学校等の高等教育費の負担軽減」が 49.3％となっている。 

◇ 「賃金の増加や正規雇用など安定して働くための支援」を見ると、いずれの年代の

子どもをもつ親も過半数を占めている。 

少子化対策として特に必要だと思う支援【就学前 問 83・就学後 問 47】 
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＜年齢別＞ 

 

賃金の増加や正規雇用など
安定して働くための支援

新居への引っ越しや結婚式の費用など、
結婚するときの経済的負担の軽減

妊娠・出産にかかる手当・補助金の拡充

不妊治療への経済的負担の軽減

子育て世帯への手当・補助金の拡充

幼稚園や保育所にかかる費用の負担軽減

小学校・中学校・高校の教育費の負担軽減

大学・専門学校等の高等教育費の負担軽減

残業時間の縮減やテレワーク勤務など、
時間的・場所的に柔軟な働き方の推進

育児休業など、仕事と子育ての

両立支援制度の取得促進

出産・育児休業からの復帰支援

男女でともに子育てに取り組むための、
性別によらない家事・子育てへの

主体的な参加促進

若者同士の交流機会や

コミュニケーションスキル講座など、
出会い・交流の支援

不妊治療に取り組みやすい、
社会や職場の理解の促進

子育て世帯の公営住宅の優先入居や

リフォーム費用の補助など、住宅の支援

夜間保育、休日保育、一時保育など、
多様な保育サービスの拡充

トワイライトスクール・ルームや
学童保育など、小学生が放課後に

安心・安全に過ごせる場所の充実

その他

特に必要ない

  無回答

53.2

4.9

31.1

21.7

56.1

26.6

41.4

49.3

25.9

17.9

10.0

20.0

4.2

9.6

6.6

16.1

31.9

7.4

0.3

2.7

50.2

8.0

45.3

24.2

65.9

40.2

33.7

40.8

27.4

20.2

9.8

18.1

3.5

10.2

5.7

16.4

27.2

6.8

0.1

2.4

50.7

4.6

33.8

21.7

59.4

27.7

36.9

42.5

28.4

19.3

10.9

20.7

3.2

10.3

7.1

15.1

35.7

6.7

0.4

3.2

56.2

3.8

23.0

22.0

52.5

19.3

48.3

54.2

27.3

17.0

9.7

22.0

4.4

9.4

7.3

16.6

35.0

8.2

0.3

1.9

56.8

4.2

20.5

18.6

44.8

19.2

50.8

63.9

21.2

15.3

9.6

17.4

6.6

7.7

6.5

17.9

27.5

8.3

0.6

1.4

59.5

3.1

23.7

19.6

43.0

20.1

46.3

68.7

16.5

13.5

7.1

21.1

6.9

8.7

6.6

18.8

25.7

8.1

0.3

1.8

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

全 体（N＝6,613） 3歳未満の親（N＝1,462） 3歳以上の親（N＝1,989） 小学生の親（N＝1,651）

中学生の親（N＝665） 高校生の親（N＝393）
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『少子化対策に必要な支援（就学前 問 83、就学後 問 47）と子どもの人数（就学前 問

84、就学後 問 48）』 

◎ 子どもの人数を「3 人」「4 人以上」と回答した方は、少子化対策に必要な支援で

「子育て世帯への手当・補助金の拡充」と回答した割合が高い。 
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賃金の増加や正規雇用など

安定して働くための支援

新居への引っ越しや結婚式の費用など、

結婚するときの経済的負担の軽減

妊娠・出産にかかる手当・補助金の拡充

不妊治療への経済的負担の軽減

子育て世帯への手当・補助金の拡充

幼稚園や保育所にかかる費用の負担軽減

小学校・中学校・高校の教育費の負担軽減

大学・専門学校等の高等教育費の負担軽減

残業時間の縮減やテレワーク勤務など、

時間的・場所的に柔軟な働き方の推進

育児休業など、仕事と子育ての

両立支援制度の取得促進

出産・育児休業からの復帰支援

男女でともに子育てに取り組むための、

性別によらない家事・子育てへの

主体的な参加促進

若者同士の交流機会や

コミュニケーションスキル講座など、

出会い・交流の支援

不妊治療に取り組みやすい、

社会や職場の理解の促進

子育て世帯の公営住宅の優先入居や

リフォーム費用の補助など、住宅の支援

夜間保育、休日保育、一時保育など、

多様な保育サービスの拡充

トワイライトスクール・ルームや

学童保育など、小学生が放課後に

安心・安全に過ごせる場所の充実

その他

特に必要ない

  無回答

53.7

7.0

40.3

27.1

56.7

30.4

32.9

41.2

27.4

20.3

10.1

19.9

3.4

12.3

6.0

19.5

28.5

7.3

0.4

2.4

54.2

3.9

28.6

21.4

53.4

25.4

41.2

50.3

27.3

18.5

10.2

20.4

4.7

9.8

6.4

15.7

35.1

7.5

0.2

2.4

53.0

4.5

25.7

16.6

61.6

24.7

52.3

58.2

22.5

13.6

9.2

19.9

4.7

6.0

7.6

13.6

31.2

7.2

0.5

1.8

43.2

6.8

26.6

12.2

64.9

27.9

56.3

60.4

14.9

13.5

9.0

18.0

1.4

6.3

11.7

14.0

21.2

9.9

0.5

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1人（N＝1,746） 2人（N＝3,353） 3人（N＝1,202） 4人以上（N＝222）
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『少子化対策に必要な支援（就学前 問 83、就学後 問 47）と子どもの人数が理想より少

ない理由（就学前 問 85、就学後 問 49）』 

◎ 子どもの人数が理想より少ない理由で、「経済的に余裕がないから」と回答した方

は、少子化対策に必要な支援で「子育て世帯への手当・補助金の拡充」と回答し

た割合が高い。 
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賃金の増加や正規雇用など
安定して働くための支援

新居への引っ越しや結婚式の費用など、
結婚するときの経済的負担の軽減

妊娠・出産にかかる手当・補助金の拡充

不妊治療への経済的負担の軽減

子育て世帯への手当・補助金の拡充

幼稚園や保育所にかかる費用の負担軽減

小学校・中学校・高校の教育費の負担軽減

大学・専門学校等の高等教育費の負担軽減

残業時間の縮減やテレワーク勤務など、
時間的・場所的に柔軟な働き方の推進

育児休業など、仕事と子育ての
両立支援制度の取得促進

出産・育児休業からの復帰支援

男女でともに子育てに取り組むための、
性別によらない家事・子育てへの

主体的な参加促進

若者同士の交流機会や

コミュニケーションスキル講座など、
出会い・交流の支援

不妊治療に取り組みやすい、
社会や職場の理解の促進

子育て世帯の公営住宅の優先入居や
リフォーム費用の補助など、住宅の支援

夜間保育、休日保育、一時保育など、

多様な保育サービスの拡充

トワイライトスクール・ルームや
学童保育など、小学生が放課後に
安心・安全に過ごせる場所の充実

その他

特に必要ない

  無回答

58.7

5.6

34.3

19.0

62.6

30.0

44.4

55.5

25.0

17.6

8.6

18.0

3.7

7.7

8.4

14.7

32.2

8.1

0.1

2.3

56.2

3.9

31.0

18.5

57.1

25.7

34.9

45.3

38.3

24.4

11.7

23.1

3.7

9.1

5.2

20.0

40.5

8.9

0.2

1.7

54.9

5.0

33.6

22.5

56.1

26.8

37.0

46.3

32.2

21.3

11.0

24.7

4.8

9.7

6.6

18.6

34.0

9.1

0.4

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

経済的に余裕がないから（N＝1,763）

仕事と子育ての両立が難しいから（N＝1,051）

子育ての身体的・精神的な負担が大きいから（N＝1,202）
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■あなたには何人のお子さんがいますか。また、理想としては、子どもは何人いるの

が望ましいと考えていますか。（各１つ） 

◇ 全体では、実際の子どもの人数は、「2 人」が 50.7％、次いで「1 人」が 26.4％と

なっており、理想とする子どもの人数は、「2人」が 44.9％、次いで「3人」が 40.0％

となっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ親も、実際の子どもの人数を 3人以上と回答した割合

より、理想とする子どもの人数を 3人以上と回答した割合の方が高い。 

 

（１）お子さんの人数 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

26.4

50.1

25.2

15.9

15.8

17.0

50.7

37.0

53.8

57.4

50.5

54.5

18.2

9.7

16.8

22.0

26.6

24.2

3.4

2.1
3.0

4.2

5.6

3.6

1.4

1.2

1.2

0.5

1.5

0.8

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

１人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

 

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
お子さんの人数 

平成 30年 令和 5年 変化量 

１人 24.9 26.4 1.5 

２人 52.4 50.7 ▲ 1.7 

３人 17.9 18.2 0.3 

４人以上 3.6 3.4 ▲ 0.2 

お子さんの人数について【就学前 問 84・就学後 問 48】 
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（２） 理想とする人数 

N=

全体 6,613

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

2.9

3.3

2.1
2.8

5.3

4.6

44.9

49.9

45.2

43.6

40.9

39.9

40.0

36.5

41.1

41.1

40.6

41.5

7.2

6.4

7.2

8.0

8.0

6.6

5.0

3.9

4.4

4.5

5.3

7.4

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

１人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
理想とする人数 

平成 30年 令和 5年 変化量 

１人 2.4 2.9 0.5 

２人 44.9 44.9 0.0 

３人 42.6 40.0 ▲ 2.6 

４人以上 6.8 7.2 0.4 
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■お子さんの人数が理想とする人数より少ない理由は何ですか。（３つまで） 

◇ 全体では、「経済的に余裕がないから」が 52.0％と最も多く、次いで「子育ての身

体的・精神的な負担が大きいから」が 35.5％、「仕事と子育ての両立が難しいから」

が 31.0％となっている。 

◇ 「3歳未満の親」では、「今後、出産の予定がある（出産を希望している）」が 40.1％

と高くなっている。 
 

住宅が狭いから

経済的に余裕がないから

仕事と子育ての両立が難し
いから

子育ての身体的・精神的な
負担が大きいから

自分自身の生活を楽しみた
いから

子どもをとりまく環境に不安
があるから

保育所など子育てを手伝っ
てくれる事業が十分に整備さ

れていないから

自分または配偶者の健康上
の理由から

自分または配偶者の年齢上
の理由から

妊娠しなかった

今後、出産の予定がある（出
産を希望している）

その他

  無回答

14.0

52.0

31.0

35.5

6.3

5.2

5.6

6.8

20.3

10.1

18.6

8.6

1.6

14.0

47.2

28.9

30.8

4.1

5.4

7.4

4.8

11.0

4.3

40.1

6.5

1.8

14.6

51.8

34.0

39.9

8.1

4.9

5.5

7.1

20.1

9.0

16.5

8.3

1.1

13.3

56.9

33.5

37.7

7.2

5.1

4.6

8.0

28.7

13.7

4.2

8.9

1.4

13.2

51.3

22.2

29.9

6.8

5.6

3.8

9.0

31.2

20.9

0.4

13.7

1.7

11.7

60.7

23.9

30.7

3.7

5.5

3.1

9.2

22.1

22.1

0.6

10.4

1.8

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

全 体（N＝3,389） 3歳未満の親（N＝1,000） 3歳以上の親（N＝1,072）

小学生の親（N＝722） 中学生の親（N＝234） 高校生の親（N＝163）

 

お子さんの人数が理想とする人数より少ない理由について 

【就学前 問 85・就学後 問 49】 
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【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
経済的に余裕がないから  仕事と子育ての両立が難しいから 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 46.6 52.0 5.4  24.9 31.0 6.1 

3歳未満の親 39.8 47.2 7.4  22.4 28.9 6.5 

3歳以上の親 50.9 51.8 0.9  29.3 34.0 4.7 

小学生の親 50.1 56.9 6.8  25.8 33.5 7.7 

中学生の親 45.3 51.3 6.0  20.8 22.2 1.4 

高校生の親 49.6 60.7 11.1  17.6 23.9 6.3 

  

子育ての身体的・精神的な負担が 
大きいから 

平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 27.7 35.5 7.8 

3歳未満の親 24.2 30.8 6.6 

3歳以上の親 31.7 39.9 8.2 

小学生の親 27.8 37.7 9.9 

中学生の親 22.5 29.9 7.4 

高校生の親 27.7 30.7 3.0 
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『子どもの人数が理想より少ない理由（就学前 問 85、就学後 問 49）と世帯の暮らし向

き（就学前 問 71、就学後問 32）』 

◎ 家庭の経済状況を「苦しい」と回答した者は、子どもの人数が理想より少ない理

由に、「経済的に余裕がないから」と回答した割合が高い。 

 

住宅が狭いから

経済的に余裕がないから

仕事と子育ての両立が難しいから

子育ての身体的・精神的な負担が大きいから

自分自身の生活を楽しみたいから

子どもをとりまく環境に不安があるから

保育所など子育てを手伝ってくれる事業が

十分に整備されていないから

自分または配偶者の健康上の理由から

自分または配偶者の年齢上の理由から

妊娠しなかった

今後、出産の予定がある

（出産を希望している）

その他

無回答

7.2

5.2

24.7

25.8

11.3

5.2

4.1

7.2

22.7

17.5

28.9

11.3

2.1

9.7

25.5

32.3

36.9

7.9

5.4

4.4

7.4

23.9

12.2

20.4

8.7

1.4

11.2

45.9

28.9

34.4

6.9

4.2

4.6

6.2

21.8

11.5

22.0

8.7

1.9

19.4

77.8

34.1

37.5

4.2

6.0

7.4

7.5

16.7

7.0

12.7

7.9

1.1

25.8

86.6

32.8

36.1

3.0

7.7

8.7

7.0

14.0

4.0

9.0

9.0

1.0

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

大変ゆとりがある（N＝97） ややゆとりがある（N＝632） 普通（N＝1,562）

やや苦しい（N＝789） 苦しい（N＝299）
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第３章 お子さんの年齢別に行った質問（就学前）                                                   

 

 

 ■あて名のお子さんについて、育児休業を取得しましたか。（１つ） 

◇ 全体では、「母親が取得した」が 49.0％と最も高く、次いで「育児休業を利用しな

かった」が 34.4％、「母親と父親の両方が取得した」が 8.9％となっている。 

◇ 「育児休業を利用しなかった」割合は、「3歳以上の親」は「3歳未満の親」よりも

10ポイント以上高くなった。 

 

母親が取得した

父親が取得した

母親と父親の両方が取得した

育児休業を利用しなかった

母親も父親も就労していなかった

無回答

49.0

4.1

8.9

34.4

0.9

2.8

51.6

4.9

14.1

27.2

0.5

1.8

47.9

3.5

5.2

39.5

1.0

2.8

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

全 体（N=3,596） 3歳未満の親（N=1,462） 3歳以上の親（N=1,989）

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
育児休業を取得したか 

平成 30年 令和 5年 変化量 

母親が取得した 38.5 49.0 10.5 

父親が取得した  1.2 4.1 2.9 

母親と父親の両方が取得した  1.3 8.9 7.6 

育児休業を利用しなかった 51.1 34.4 ▲16.7 

母親も父親も就労していなかった  1.0 0.9 ▲ 0.1 

 育児休業の取得について  【就学前 問 27】 
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■育児休業からの復帰時（現在取得中のかたは復帰予定時）のお子さんの年齢を、 

数字で記入してください。 

◇ 母親では、「1歳以上 2歳未満」が 56.9％と最も高い。 

◇ 父親では、「1歳未満」が 80.2％と最も高い。 

 

N=

母親 2,082

父親 465

23.0

80.2

56.9

11.2

11.6

0.6

5.0

0.4

3.4

7.5

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

1歳未満 1歳以上2歳未満 2歳以上3歳未満 3歳以上 無回答

 

 

■一日のうち、家事（育児含む）に要する時間はどれくらいですか。（１つ） 

 

＜平 日＞ 

◇ 母親では、「5時間以上」が 59.6％と最も高い。 

◇ 父親では、「1 時間未満」が 33.5％と最も高く、次いで「1 時間以上 2 時間未満」

が 22.7％となっている。 

 

N=

母親 3,596

父親 3,596

0.4

16.5

0.8

33.5

4.8

22.7

9.0

11.0

12.4

4.9

11.9

2.6

59.6

2.4

1.2

6.4

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

なし １時間未満 １時間以上２時間未満 ２時間以上３時間未満 ３時間以上４時間未満

４時間以上５時間未満 ５時間以上 無回答

 

 

＜休 日＞ 

◇ 母親では、「5時間以上」が 70.7％と最も高い。 

◇ 父親では、「5時間以上」が 34.6％と最も高い。 

 

 

 育児休業取得後の復帰について  【就学前 問 28】 

 家事時間について  【就学前 問 29】 

見出し（コメント）とグラフがペ

ージをまたがないように 

N=

母親 3,596

父親 3,596
0.3

4.4

0.9

11.4

3.4

13.9

7.1

13.8

7.2

8.8

6.7

6.1

70.7

34.6

3.6

7.0

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

なし １時間未満 １時間以上２時間未満 ２時間以上３時間未満 ３時間以上４時間未満

４時間以上５時間未満 ５時間以上 無回答
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■ワーク・ライフ・バランスで悩みに感じていることはありますか。（３つまで） 

 

＜父 親＞ 

◇ 全体では、「仕事が忙しくて、子どもと接する時間が少ない」が 45.8％と最も高い。 

◇ 3歳未満・3歳以上の父親ともに、全ての項目で同等になっている。 

 

仕事が忙しくて、家事等、
家のことに手がまわらない

仕事が忙しくて、子どもと接する

時間が少ない

精神的なゆとりがない

体力的にきつい

職場で子育て世帯に対する

理解が低い

仕事の時間が固定的で
融通が効かない

子どもや家庭の事情を理由に

休みが取りづらい

もっと働きたいが、家事・育児に

時間がかかり、十分に働けない

自分の趣味や学習のための
時間がもてない

その他

特に悩みを感じていることはない

  無回答

34.3

45.8

24.1

21.4

10.3

10.4

14.1

4.4

19.0

1.5

13.9

8.1

34.4

46.4

24.1

22.8

11.9

11.0

16.1

4.7

19.6

1.7

13.5

6.2

34.5

46.0

24.2

21.1

9.6

10.0

13.1

4.2

18.8

1.5

14.1

8.5

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

全 体（N=3,596） 3歳未満の親（N=1,462） 3歳以上の親（N=1,989）

 

 

 仕事と生活のバランスにおける悩みについて  【就学前 問 31】 
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＜母 親＞ 

◇ 全体では、「精神的なゆとりがない」が 40.9％と最も高い。 

◇ 「仕事が忙しくて、子どもと接する時間が少ない」を見ると、「3歳未満の親」（9.4％）

よりも「3歳以上の親」(15.9％)の方が 6.5ポイント高く、いずれの項目よりも差

が大きくなっている。 

 

仕事が忙しくて、家事等、

家のことに手がまわらない

仕事が忙しくて、子どもと接する

時間が少ない

精神的なゆとりがない

体力的にきつい

職場で子育て世帯に対する

理解が低い

仕事の時間が固定的で

融通が効かない

子どもや家庭の事情を理由に

休みが取りづらい

もっと働きたいが、家事・育児に

時間がかかり、十分に働けない

自分の趣味や学習のための

時間がもてない

その他

特に悩みを感じていることはない

  無回答

10.7

13.0

40.9

34.3

4.3

6.8

8.0

26.3

40.8

3.2

15.0

3.2

9.2

9.4

38.3

36.0

4.4

6.8

8.1

24.1

43.4

3.5

15.9

2.8

11.9

15.9

43.0

33.5

4.3

7.0

7.8

28.1

39.5

3.0

14.2

2.7

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

全 体（N=3,596） 3歳未満の親（N=1,462） 3歳以上の親（N=1,989）
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■あて名のお子さんは、現在、幼稚園や保育所などの｢定期的な教育・保育の事業｣を

利用されていますか。（１つ） 

◇ 全体では「利用している」が 72.2％を占める。 

◇ 「利用している」割合は、「3歳未満の親」よりも「3歳以上の親」の方が高い。 

 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

72.2

44.2

92.5

27.3

55.7

7.3

0.4

0.1

0.3

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

利用している 利用していない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

  
利用している  利用していない 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 71.8 72.2 0.4  27.3 27.3 0.0 

3歳未満の親 43.0 44.2 1.2  56.4 55.7 ▲ 0.7 

3歳以上の親 94.7 92.5 ▲ 2.2   4.8 7.3 2.5 

 平日の教育・保育事業について  【就学前 問 33】 
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 ■あて名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。 

（複数回答） 

 

【参考】 

定期的な教育・保育の事業 内 容 

認定こども園 幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ施設 

幼稚園 学校教育法に定める、３～５歳児に対して学校教育を行う施設 

幼稚園の預かり保育 
幼稚園や認定こども園における１号認定子どもを、通常の就園

時間を延長して預かる事業 

保育所 保育を必要とする０～５歳児に対して保育を行う事業 

保育所の延長保育 
保育所や認定こども園における２・３号認定子どもを、通常の

保育終了時間（概ね午後６時）を延長して預かる事業 

家庭的保育事業 
保育を必要とする０～２歳児に対して保育を行う事業（定員３

人または５人） 

小規模保育事業 
保育を必要とする０～２歳児に対して保育を行う事業（定員６

人～１９人） 

事業所内保育事業（認可） 
主として従業員の子どものほか、保育を必要とする従業員以外

の地域の０～２歳児に対して保育を行う事業 

事業所内保育事業（認可外） 
企業などの事業所が従業員のために事業所内に保育施設を設

置したもの（企業主導型保育事業を含む） 

その他の保育施設 
名古屋市の認可を受けていない保育施設で、事業所内保育施設

以外のもの（認可外保育施設、ベビーホテル等） 

ベビーシッター 自宅において有料でお子さんを預かるサービス 

のびのび子育てサポート事業 
子育ての援助を行いたい方と受けたい方からなる会員組織に

より一時的に子育ての手助けをしあう制度 

 

 

◇ 全体では、「私立（民間）保育所」が 31.8％と最も多く、次いで「私立幼稚園」が

21.0％となっている。 

◇ 3歳未満の親では「私立（民間）保育所」が 39.6％と最も多く、次いで「認定こど

も園」が 16.6％となっている。 

◇ 3歳以上の親では「私立（民間）保育所」が 29.3％と最も多く、次いで「私立幼稚

園」が 26.9％、「認定こども園」が 16.6％となっている。 

 

 

 

 

 平日の教育・保育事業の利用状況について 【就学前 問 34】 
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公立幼稚園（通常の就園時間の利用）

公立幼稚園の預かり保育

（通常の就園時間を延長して預かる

事業のうち、定期的な利用のみ）

私立幼稚園（通常の就園時間の利用）

私立幼稚園の預かり保育

（通常の就園時間を延長して預かる

事業のうち、定期的な利用のみ）

公立保育所

私立（民間）保育所

認定こども園

家庭的保育事業

小規模保育事業

事業所内保育事業（認可）

事業所内保育事業（認可外）

その他の保育施設

（認可外保育施設、ベビーホテル等）

ベビーシッター（居宅型訪問事業）

療育機関・障害児通園施設

のびのび子育てサポート事業

決まっていない

その他

無回答

5.1

1.4

21.0

5.8

14.5

31.8

16.8

0.1

3.9

1.5

1.1

1.7

0.3

1.9

0.5

0.1

1.1

0.2

2.6

0.5

3.9

1.2

16.1

39.6

16.6

0.3

10.4

2.6

2.8

2.9

0.2

0.5

0.8

0.2

2.0

0.2

5.6

1.6

26.9

7.5

14.1

29.3

16.6

0.1

1.8

1.1

0.6

1.3

0.3

2.5

0.4

0.0

0.8

0.2

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

全 体（N=2,597） 3歳未満の親（N=646） 3歳以上の親（N=1,839）
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【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

  
私立幼稚園（通常の就園時間の利用）  公立保育所 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 30.8 21.0 ▲ 9.8  15.5 14.5 ▲ 1.0 

3 歳未満の親 5.3 3.9 ▲ 1.4  20.5 16.1 ▲ 4.4 

3 歳以上の親 39.9 26.9 ▲13.0  13.9 14.1 0.2 

  
私立（民間）保育所  認定こども園 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 25.0 31.8 6.8  12.6 16.8 4.2 

3 歳未満の親 37.2 39.6 2.4  13.1 16.6 3.5 

3 歳以上の親 20.7 29.3 8.6  12.6 16.6 4.0 
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■平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、どのくらい利用していま 

すか。また希望としてはどのくらい利用したいですか。 

 

＜現在の利用状況＞ 

（１）1週間あたりの利用日数 

◇ 全体では、週に「5日」が 88.5％を占める。 

◇ 「3歳未満の親」では、4日以下と回答した人が約 1割となっている。 

 

N=

全体 2,590

3歳未満の親 644

3歳以上の親 1,835

0.7

0.8

0.7

1.2

1.4

1.3

1.0

2.5

0.6

2.9

5.6

2.0

88.5

82.9

90.6

4.5

5.6

3.9
0.2

1.2

1.1

0.9

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

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無回答

 

（２）1日の利用時間 

 

【開始時間】 

◇ 全体では、「8時」が 43.0％と最も高く、次いで「9時」が 40.5％である。 

◇ 「3歳未満の親」では、「8時」と回答した人が過半数を占めている。 

 

N=

全体 2,590

3歳未満の親 644

3歳以上の親 1,835

9.0

14.4

7.4

43.0

51.9

40.2

40.5

28.9

44.6

3.8

2.5

4.3

1.0

0.5

1.2

2.6

1.9

2.4

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

【終了時間】 

◇ 全体では、「17時」が 25.9％と最も高く、次いで「18時」が 20.9％である。 

◇ 17時以降の割合は、「3歳以上の親」よりも「3 歳未満の親」の方が高くなっている。 

 

N=

全体 2,590

3歳未満の親 644

3歳以上の親 1,835

1.9

2.2

1.9

13.4

3.3

16.7

15.3

8.4

17.8

17.2

22.2

16.0

25.9

33.7

23.4

20.9

25.5

19.1

2.6

3.0

2.6

2.7

1.9

2.5

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答

 

 

 

 平日の教育・保育事業の利用状況・利用希望について 【就学前 問 35】 



258 

＜利用希望＞ 

 

（１）1週間あたりの利用日数 

◇ 全体では、週に「5日」が 69.0％と最も高く、次いで週に「6日」が 7.5％である。 

◇ 3歳未満・3歳以上の親ともに、週に「5日」と回答した人が最も多く、6割以上と

なっている。 

 

N=

全体 2,590

3歳未満の親 644

3歳以上の親 1,835

0.4

0.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0.9

1.9

0.6

1.7
3.0

1.3

69.0

62.9

71.7

7.5

10.9

6.4

0.5

0.8

0.4

19.6

19.7

18.9

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

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無回答

 

 

（２）希望する 1 日の利用時間 

 

【開始時間】 

◇ 全体では、「8時」が 38.1％と最も高く、次いで「9時」が 27.9％である。 

◇ 「7 時より前/7 時台」と「8 時」の早い時間帯では、「3 歳未満の親」の割合が「3

歳以上の親」を上回っている。 

 

N=

全体 2,590

3歳未満の親 644

3歳以上の親 1,835

10.7

14.6

9.5

38.1

41.8

37.4

27.9

21.3

30.2

1.5

1.1

1.6

1.1

0.6

1.2

20.8

20.7

20.1

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

【終了時間】 

◇ 全体では、「17 時」が 23.1％と最も高く、次いで「18 時」が 19.8％、「16 時」が

15.6％となっている。 

◇ 17時以降の遅い時間帯では、「3歳以上の親」よりも「3歳未満の親」の割合の方が

高い。 

 

N=

全体 2,590

3歳未満の親 644

3歳以上の親 1,835

0.3

0.6

0.3

3.0

1.4
3.4

8.7

4.5

10.2

15.6

11.8

17.2

23.1

27.6

22.1

19.8

22.4

19.0

8.2

10.9

7.2

21.3

20.8

20.7

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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■現在、利用している教育・保育の事業の実施場所について、あてはまるものを選ん

でください。（１つ） 

◇ 全体では、「お住まいの区」での利用が 80.3％と最も高く、次いで「お住まいの区

以外の区」が 11.8％となっている。 

◇ いずれの項目も、「3歳未満の親」と「3歳以上の親」の割合は同等である。 

 

N=

全体 2,597

3歳未満の親 646

3歳以上の親 1,839

80.3

80.8

80.5

3.9

3.9

4.0

11.8

11.1

11.6

0.8

0.9

0.8

1.9

1.7

2.0

1.2

1.5

1.1

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

お住まいの区 お住まいの区の支所管内 お住まいの区以外の区 お住まいの区以外の支所管内 名古屋市外 無回答

 

 

 利用している教育・保育事業について 【就学前 問 36】 
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■平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由は何ですか。（複数回答） 

◇ 全体では、「現在就労しているから」が 74.9％となっている。 

◇ 「上記までの事情はないが、お子さんの教育や発達のため」の割合を見ると、「3

歳未満の親」よりも「3歳以上の親」の方が 19.6ポイント高い。 

 

現在就労しているから

就労予定があるから／求職中であるから

家族などを介護しなければならないから

病気や障害があるから

学生であるから

上記までの事情はないが、
お子さんの教育や発達のため

お子さんが行きたがるから

まわりの子がみんな行っているから

その他

  無回答

74.9

4.1

1.0

2.1

0.3

20.1

6.4

6.8

3.5

0.9

90.7

3.4

1.2

1.7

0.8

5.4

1.4

0.8

2.6

0.5

69.8

4.5

0.9

2.3

0.2

25.0

8.0

8.8

4.0

0.8

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

全 体（N=2,597） 3歳未満の親（N=646） 3歳以上の親（N=1,839）

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
現在就労しているから  お子さんの教育や発達のため 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 61.9 74.9 13.0  32.9 20.1 ▲12.8 

3 歳未満の親 84.8 90.7 5.9  9.6 5.4 ▲ 4.2 

3 歳以上の親 53.9 69.8 15.9  41.4 25.0 ▲16.4 

 教育・保育事業を平日に利用している理由について 【就学前 問 37】 
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■現在、最も多く利用している教育・保育の事業を選んだ理由は何ですか。（３つまで） 

◇ 全体では、「家から近いから」が 66.7％と最も多く、次いで「職員の印象がよいか

ら」が 35.5％、「教育内容・保育内容が優れているから」28.1％となっている。 

◇ 3歳未満・3歳以上の親ともに、「家から近いから」と回答した人が最も多く、6割

以上となっている。 

 

 

 

 教育・保育事業を選んだ理由について 【就学前 問 38】 

教育内容・保育内容が優れているから

教育内容・保育内容が特色があるから

職員の印象がよいから

家から近いから

保育時間が長いから

子どもの療育に必要だから

施設がきれいだから

園庭が広く、遊具が充実しているから

料金が安いから

まわりの子がみんな行っているから

事業所内の保育施設だから

近所で評判がよいから

家庭的な雰囲気が好きだから

必要な時間だけ利用できるから

自宅で見てもらえるから

その他

無回答

28.1

17.6

35.5

66.7

13.0

4.2

10.5

12.2

2.5

1.5

1.6

6.2

7.9

4.2

0.0

12.0

1.4

22.8

16.4

36.5

70.1

15.6

2.8

12.8

11.6

2.6

0.5

2.9

5.7

8.5

4.6

0.0

11.9

0.8

30.2

18.1

35.5

66.1

12.1

4.8

10.0

12.5

2.7

1.8

1.0

6.3

7.7

4.0

0.1

12.0

1.4

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

全 体（N=2,597） 3歳未満の親（N=646） 3歳以上の親（N=1,839）
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■教育・保育事業を利用していない主な理由は何ですか。（複数回答） 

◇ 全体では、「子どもがまだ小さいため、（ ）歳になったら教育・保育の事業の利用

を考えている」が 52.7％と最も多く、次いで「子どもの父親または母親が、現在、

育児休業を取得している」が 34.0％となっている。 

◇ 「3 歳以上の親」では、1 割以上が「利用したいが、保育・教育の事業に空きがな

い」と回答している。 

 

利用する必要がない

子どもの父親または母親が、現在、
育児休業を取得している

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

利用したいが、延長・夜間等の
時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、
納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため、（　）歳になったら
教育・保育の事業の利用を考えている

その他

  無回答

16.5

34.0

4.2

0.0

10.2

5.9

0.8

3.2

52.7

4.5

1.2

16.7

39.2

4.2

0.0

9.8

6.1

0.7

2.7

51.6

3.9

0.9

13.8

9.0

2.8

0.0

13.1

4.1

0.7

5.5

60.7

6.9

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体（N=983） 3歳未満の親（N=814） 3歳以上の親（N=145）

 

 

 

 

 教育・保育事業を利用していない理由について 【就学前 問 39】 
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【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

【利用しようと考える子どもの年齢】 

 

◇ 全体では、過半数が「3歳」と回答している。 

◇ 「3歳未満の親」では、「1歳以下」と回答した割合が 30.0％である。 

 

N=

全体 518

3歳未満の親 420

3歳以上の親 88

24.7

30.0

1.1

13.9

16.0

4.5

55.0

50.0

77.3

4.4

2.6

12.5

0.2

1.1

0.2

0.2

1.5

1.2

3.4

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

1歳以下 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳以上 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
利用する必要がない  子どもの父親または母親が、 

現在、育児休業を取得している 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 35.5 16.5 ▲19.0  16.8 34.0 17.2 

3 歳未満の親 34.3 16.7 ▲17.6  18.5 39.2 20.7 

3 歳以上の親 50.5 13.8 ▲36.7  3.0 9.0 6.0 

  

利用したいが、保育・教育の事業に 
空きがない 

 子どもがまだ小さい 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 10.9 10.2 ▲ 0.7  51.8 52.7 0.9 

3 歳未満の親 11.4 9.8 ▲ 1.6  52.4 51.6 ▲ 0.8 

3 歳以上の親 5.9 13.1 7.2  48.5 60.7 12.2 

  
利用しようと考える子どもの年齢 

平成 30年 令和 5年 変化量 

1 歳以下 8.7 24.7 16.0 

2 歳 7.7 13.9 6.2 

3 歳 67.5 55.0 ▲12.5 

4 歳 8.3 4.4 ▲ 3.9 

5 歳 0.2 0.2 0 

6 歳以上 0.2 0.2 0 
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■あて名のお子さんに関して、今後利用したい、またはもっと多く利用したいと思う 

教育・保育の事業は何ですか。（２つまで） 

◇ 全体では、「利用したいと思わない（現状でよい）」が 17.2％と最も多く、次いで「公

立保育所」が 10.3％、「認定こども園」が 9.0％となっている。 

◇ 「3歳未満の親」では、「公立保育所」の割合が 17.0％と最も高くなっている。 

 

 今後の教育・保育事業の利用希望について 【就学前 問 40】 
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公立幼稚園（通常の就園時間の利用）

公立幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を

延長して預かる事業のうち、定期的な利用のみ）

私立幼稚園（通常の就園時間の利用）

私立幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を

延長して預かる事業のうち、定期的な利用のみ）

公立保育所

私立（民間）保育所

認定こども園

家庭的保育事業

小規模保育事業

事業所内保育事業（認可）

事業所内保育事業（認可外）

その他の保育施設（認可外保育施設、

ベビーホテル等）

ベビーシッター（居宅型訪問事業）

療育機関・障害児通園施設

のびのび子育てサポート事業

利用したいが、希望事業が決まっていない

利用したいと思わない（現状でよい）

その他

無回答

6.2

4.1

6.9

7.3

10.3

8.2

9.0

0.2

1.2

0.9

0.3

1.1

4.8

1.5

2.9

6.3

17.2

1.7

32.2

8.4

4.9

8.3

5.8

17.0

13.8

14.1

0.3

2.1

1.4

0.4

1.1

4.7

0.5

2.9

9.2

11.6

1.5

24.3

4.6

3.5

5.9

8.5

5.6

4.5

5.8

0.1

0.6

0.4

0.3

1.1

5.0

2.2

3.0

4.3

21.6

1.9

36.8

0% 10% 20% 30% 40%

全 体（N=3,596） 3歳未満の親（N=1,462） 3歳以上の親（N=1,989）
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１．公立幼稚園（通常の就園時間の利用） 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 224

3歳未満の親 123

3歳以上の親 92

4.9

4.9

5.4

2.2

1.6

3.3

84.8

86.2

83.7

4.5

4.1

5.4

0.9

0.8

1.1

2.7

2.4

1.1

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 75

3歳未満の親 10

3歳以上の親 60

1.3

1.7

5.3

10.0

3.3

41.3

50.0

38.3

30.7

10.0

36.7

21.3

30.0

20.0

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 224

3歳未満の親 123

3歳以上の親 92

5.4

4.9

6.5

31.7

23.6

43.5

52.7

57.7

46.7

2.7

4.9

1.3

0.8

2.2

6.3

8.1

1.1

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 224

3歳未満の親 123

3歳以上の親 92

4.5

4.9

4.3

18.8

20.3

16.3

25.9

31.7

18.5

17.4

15.4

20.7

12.9

8.9

19.6

8.0 

5.7 

10.9 

4.9

3.3

7.6

7.6

9.8

2.2

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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２．公立幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち、定期的な

利用のみ） 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 149

3歳未満の親 71

3歳以上の親 69

20.8

22.5

20.3

4.0

4.2

2.9

66.4

67.6

66.7

6.0

4.2

7.2

0.7

1.4

2.0

1.4

1.4

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 78

3歳未満の親 18

3歳以上の親 54

17.9

5.6

22.2

3.8

5.6

10.3

22.2

7.4

35.9

38.9

29.6

32.1

33.3

35.2

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 149

3歳未満の親 71

3歳以上の親 69

11.4

11.3

13.0

34.2

36.6

33.3

30.2

32.4

24.6

3.4

5.6

1.4

17.4

9.9

26.1

3.4

4.2

1.4

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 149

3歳未満の親 71

3歳以上の親 69

2.7

2.8

2.9

12.8

19.7

5.8

12.8

9.9

15.9

34.2

25.4

42.0

27.5 

28.2 

27.5 

6.7

9.9

4.3

3.4

4.2

1.4

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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３．私立幼稚園（通常の就園時間の利用） 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 249

3歳未満の親 121

3歳以上の親 118

4.0

5.8

2.5

2.4

3.3

0.8

87.6

90.1

87.3

3.2

5.9

0.4

0.8

2.4

0.8

2.5

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 96

3歳未満の親 16

3歳以上の親 77

1.0

1.3

16.7

18.8

16.9

43.8

37.5

44.2

26.0

18.8

27.3

12.5

25.0

10.4

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 249

3歳未満の親 121

3歳以上の親 118

1.6

1.7

1.7

30.9

25.6

37.3

57.0

62.0

54.2

5.2

6.6

2.5

0.4

0.8

4.8

4.1

3.4

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 249

3歳未満の親 121

3歳以上の親 118

3.2

4.1

2.5

24.1

28.1

22.0

39.0

41.3

35.6

11.6

9.1

15.3

8.8

6.6

10.2

6.4 

5.0 

8.5 

1.6

1.7

1.7

5.2

4.1

4.2

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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４．私立幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち、定期的な

利用のみ） 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 263

3歳未満の親 86

3歳以上の親 169

29.7

29.1

29.6

5.7

8.1

4.7

57.8

57.0

58.0

4.2

2.3

5.3

2.7

3.5

2.4

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 170

3歳未満の親 21

3歳以上の親 145

33.5

9.5

36.6

2.4

2.1

7.6

4.8

8.3

28.2

28.6

28.3

28.2

57.1

24.8

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 263

3歳未満の親 86

3歳以上の親 169

10.3

14.0

8.9

27.8

25.6

29.6

22.1

27.9

18.3

1.9

5.8

33.5

24.4

37.9

4.6

2.3

5.3

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 263

3歳未満の親 86

3歳以上の親 169

0.4

1.2

1.5

2.3

1.2

4.9

7.0

3.6

15.6

14.0

16.6

43.0

36.0

47.3

25.1 

30.2 

22.5 

5.7

7.0

5.3

3.8

2.3

3.6

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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５．公立保育所 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 371

3歳未満の親 248

3歳以上の親 114

4.6

6.0

1.8

1.3

0.8

2.6

82.5

84.7

76.3

8.6

6.5

14.0

0.8

0.8

0.9

2.2

1.2

4.4

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 137

3歳未満の親 44

3歳以上の親 91

1.5

4.5

15.3

9.1

18.7

35.8

38.6

33.0

47.4

47.7

48.4

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 371

3歳未満の親 248

3歳以上の親 114

24.0

25.8

21.1

43.9

47.2

38.6

27.2

23.0

35.1

0.8

0.8

0.9

0.5

0.8

3.5

2.4

4.4

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 371

3歳未満の親 248

3歳以上の親 114

0.8

0.4

0.9

1.3

1.2

1.8

7.3

9.3

2.6

14.8

12.5

20.2

24.0

23.0

27.2

28.8 

31.0 

23.7 

19.9

20.6

19.3

3.0

2.0

4.4

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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６．私立（民間）保育所 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 296

3歳未満の親 202

3歳以上の親 91

2.7

3.5

1.1

1.7

1.5

2.2

80.7

82.2

78.0

11.5

8.9

16.5

0.3

0.5

3.0

3.5

2.2

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 129

3歳未満の親 46

3歳以上の親 80

1.6

2.5

6.2

6.5

6.3

38.0

37.0

37.5

54.3

56.5

53.8

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 296

3歳未満の親 202

3歳以上の親 91

26.0

25.7

26.4

51.4

53.5

48.4

17.9

16.8

18.7

0.7

1.0

0.7

2.2

3.4

3.0

4.4

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 296

3歳未満の親 202

3歳以上の親 91

5.1

5.9

3.3

12.2

11.9

13.2

24.0

22.8

26.4

37.2 

39.1 

31.9 

18.6

18.3

19.8

3.0

2.0

5.5

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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７．認定こども園 

 

【1週間あたりの利用日数】 

N=

全体 325

3歳未満の親 206

3歳以上の親 116

4.3

6.3

0.9

2.5

3.4

0.9

81.8

80.6

84.5

8.0

6.8

9.5

0.3

0.5

3.1

2.4

4.3

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用時間】 

N=

全体 154

3歳未満の親 55

3歳以上の親 96

1.9

1.8

2.1

11.0

7.3

13.5

34.4

34.5

34.4

52.6

56.4

50.0

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 325

3歳未満の親 206

3歳以上の親 116

18.2

19.9

15.5

47.1

43.7

51.7

29.2

31.1

26.7

1.5

1.5

1.7

0.9

1.0

0.9

3.1

2.9

3.4

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 325

3歳未満の親 206

3歳以上の親 116

0.9

1.0

0.9

1.5

1.9

0.9

8.9

8.3

10.3

17.2

16.0

19.8

24.3

25.7

21.6

29.2 

29.1 

29.3 

14.8

15.0

13.8

3.1

2.9

3.4

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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８．家庭的保育事業 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 6

3歳未満の親 5

3歳以上の親 1

33.3

40.0

16.7

20.0

50.0

40.0

100.0

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 3

3歳未満の親 2

3歳以上の親 1

33.3

50.0

33.3

50.0

33.3

100.0

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 6

3歳未満の親 5

3歳以上の親 1

16.7

100.0

50.0

60.0

33.3

40.0

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 6

3歳未満の親 5

3歳以上の親 1

33.3

40.0

16.7

20.0

33.3

20.0

100.0

16.7 

20.0 

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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９．小規模保育事業 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 43

3歳未満の親 30

3歳以上の親 12

14.0

13.3

16.7

14.0

20.0

51.2

53.3

41.7

11.6

6.7

25.0

2.3

8.3

7.0

6.7

8.3

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 18

3歳未満の親 7

3歳以上の親 10

5.6

10.0

16.7

14.3

10.0

55.6

42.9

70.0

22.2

42.9

10.0

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 43

3歳未満の親 30

3歳以上の親 12

9.3

10.0

8.3

34.9

36.7

33.3

48.8

50.0

41.7

4.7

3.3

8.3

2.3

8.3

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 43

3歳未満の親 30

3歳以上の親 12

14.0

16.7

8.3

16.3

13.3

16.7

34.9

36.7

33.3

23.3 

20.0 

33.3 

9.3

13.3

2.3

8.3

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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１０．事業所内保育事業（認可） 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 31

3歳未満の親 21

3歳以上の親 7

9.7

9.5

14.3

83.9

85.7

85.7

6.5

4.8

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 13

3歳未満の親 4

3歳以上の親 6

7.7

16.7

61.5

25.0

66.7

30.8

75.0

16.7

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 31

3歳未満の親 21

3歳以上の親 7

16.1

23.8

51.6

52.4

71.4

22.6

14.3

14.3

3.2

14.3

6.5

9.5

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 31

3歳未満の親 21

3歳以上の親 7

3.2

4.8

12.9

9.5

28.6

29.0

28.6

42.9

38.7 

38.1 

14.3 

9.7

9.5

14.3

6.5

9.5

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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１１．事業所内保育事業（認可外） 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 11

3歳未満の親 6

3歳以上の親 5

9.1

16.7

9.1

16.7

72.7

66.7

80.0

9.1

20.0

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 5

3歳未満の親 1

3歳以上の親 4

20.0

100.0

80.0

100.0

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 11

3歳未満の親 6

3歳以上の親 5

9.1

16.7

63.6

50.0

80.0

27.3

33.3

20.0

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 11

3歳未満の親 6

3歳以上の親 5

9.1

20.0

9.1

16.7

18.2

33.3

18.2

33.3

27.3 

16.7 

40.0 

18.2

40.0

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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１２．その他の保育施設（認可外保育施設、ベビーホテル等） 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

N=

全体 39

3歳未満の親 16

3歳以上の親 21

64.1

56.3

76.2

5.1

6.3

4.8

25.6

31.3

14.3

2.6

4.8

2.6

6.3

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 28

3歳未満の親 9

3歳以上の親 17

17.9

11.1

23.5

10.7

11.1

11.8

14.3

11.1

11.8

25.0

33.3

17.6

32.1

33.3

35.3

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 39

3歳未満の親 16

3歳以上の親 21

10.3

12.5

9.5

25.6

31.3

19.0

38.5

37.5

38.1

15.4

18.8

14.3

10.3

19.0

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 39

3歳未満の親 16

3歳以上の親 21

5.1

12.5

10.3

6.3

14.3

23.1

31.3

14.3

12.8

12.5

14.3

17.9

18.8

14.3

12.8 

18.8 

9.5 

17.9

33.3

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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１３．ベビーシッター（居宅型訪問事業） 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

 

N=

全体 172

3歳未満の親 69

3歳以上の親 100

88.4

91.3

86.0

8.7

5.8

11.0

0.6

1.4

2.3

1.4

3.0

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 134

3歳未満の親 41

3歳以上の親 91

34.3

36.6

33.0

14.2

4.9

17.6

17.2

19.5

16.5

20.9

19.5

22.0

13.4

19.5

11.0

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 172

3歳未満の親 69

3歳以上の親 100

5.8

7.2

5.0

18.0

17.4

19.0

29.1

29.0

28.0

9.9

4.3

14.0

33.1

37.7

30.0

4.1

4.3

4.0

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 172

3歳未満の親 69

3歳以上の親 100

10.5

11.6

9.0

2.3

3.0

10.5

7.2

13.0

12.8

10.1

14.0

20.3

21.7

20.0

15.7 

15.9 

16.0 

22.7

27.5

20.0

5.2

5.8

5.0

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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１４．療育機関・障害児通園施設 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

 

N=

全体 55

3歳未満の親 8

3歳以上の親 43

60.0

25.0

65.1

1.8

2.3

25.5

50.0

20.9

7.3

9.3

1.8

12.5

3.6

12.5

2.3

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 48

3歳未満の親 5

3歳以上の親 40

31.3

35.0

6.3

20.0

5.0

18.8

22.5

22.9

20.0

25.0

20.8

60.0

12.5

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 55

3歳未満の親 8

3歳以上の親 43

10.9

25.0

4.7

21.8

25.0

23.3

30.9

37.5

32.6

7.3

12.5

7.0

23.6

27.9

5.5

4.7

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 55

3歳未満の親 8

3歳以上の親 43

3.6

4.7

3.6

4.7

16.4

37.5

14.0

18.2

12.5

18.6

29.1

25.0

32.6

14.5 

25.0 

14.0 

9.1

7.0

5.5

4.7

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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１５．のびのび子育てサポート事業 

 

【1週間あたりの利用希望日数】 

 

N=

全体 104

3歳未満の親 43

3歳以上の親 60

87.5

83.7

90.0

1.0

2.3

6.7

7.0

6.7

4.8

7.0

3.3

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

3日以内 4日 5日 6日 7日 無回答

 

【1日あたりの利用希望時間】 

N=

全体 77

3歳未満の親 26

3歳以上の親 51

46.8

57.7

41.2

15.6

15.4

15.7

16.9

19.2

15.7

15.6

7.7

19.6

5.2

7.8

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

4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上10時間未満 10時間以上

 

＜開始時間＞ 

N=

全体 104

3歳未満の親 43

3歳以上の親 60

3.8

6.7

3.8

6.7

30.8

30.2

31.7

11.5

16.3

8.3

42.3

44.2

41.7

7.7

9.3

5.0

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

N=

全体 104

3歳未満の親 43

3歳以上の親 60

11.5

9.3

13.3

5.8

7.0

5.0

9.6

11.6

8.3

15.4

18.6

13.3

21.2

20.9

21.7

15.4 

14.0 

16.7 

14.4

9.3

18.3

6.7

9.3

3.3

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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■今後、教育・保育の事業を利用したいと考えている理由は何ですか。（１つ） 

◇ 全体では、「現在就労しているから」が 38.7％と最も高い。 

◇ 3歳未満・3歳以上の親ともに、6割以上が就労を理由としている。 

現在就労しているから

就労予定があるから／
求職中であるから

家族などを介護しなければならないから

病気や障害を持っているから

学生であるから

上記の事情はないが、
お子さんの教育や発達のため

お子さんが行きたがるから

まわりの子が
みんな行っているから

その他

無回答

38.7

24.3

0.3

0.7

0.2

22.1

1.3

0.8

5.1

6.4

33.7

32.5

0.2

0.6

0.2

22.7

0.7

1.3

2.9

5.1

44.4

15.8

0.4

0.8

0.2

21.0

1.9

0.4

7.5

7.5

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

全体（N＝1,820) 3歳未満の親（N＝938) 3歳以上の親（N＝828)

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

  
現在就労しているから  就労予定・求職中のため 

平成 30年 令和 5年 変化量  平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 35.0 38.7 3.7  12.0 24.3 12.3 

3 歳未満の親 34.6 33.7 ▲ 0.9  17.4 32.5 15.1 

3 歳以上の親 36.1 44.4 8.3  8.1 15.8 7.7 

  
お子さんの教育や発達のため 

平成 30年 令和 5年 変化量 

全 体 27.2 22.1 ▲ 5.1 

3 歳未満の親 30.9 22.7 ▲ 8.2 

3 歳以上の親 24.9 21.0 ▲ 3.9 

 今後の教育・保育事業の利用希望の理由について 【就学前 問 41】 
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■土曜日と日曜日・祝日の定期的な教育・保育の事業の利用希望はありますか。（１つ） 

 

（１）利用希望頻度 

 

【土曜日】 

◇ 全体では、「利用する必要がない」が 66.7％と最も高く、次いで「月に 1～2 回は

利用したい」が 22.4％、「ほぼ毎週利用したい」が 8.1％となっている。 

 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

8.1

8.3

8.0

22.4

22.3

22.6

66.7

67.1

67.2

2.9

2.3

2.3

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

ほぼ毎週利用したい 月に1～2回は利用したい 利用する必要がない 無回答

 

 

【日曜日・祝日】 

◇ 全体では、「利用する必要がない」が 81.1％と最も高く、次いで「月に 1～2 回は

利用したい」が 13.4％、「ほぼ毎週利用したい」が 2.1％となっている。 

 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

2.1

2.5

1.9

13.4

14.4

12.8

81.1

80.3

82.8

3.3

2.9

2.6

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

ほぼ毎週利用したい 月に1～2回は利用したい 利用する必要がない 無回答

 
 

（２）利用希望時間 

 

【土曜日】 

 

＜開始時間＞ 

◇ 全体では、「9時」が 41.0％と最も高く、次いで「8時」が 36.8％となっている。 

N=

全体 1,096

3歳未満の親 447

3歳以上の親 608

10.3

12.3

9.4

36.8

35.3

38.0

41.0

39.8

42.3

6.5

6.9

6.1

1.6

1.6

1.5

3.9

4.0

2.8

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

 休日の教育・保育事業の利用希望について 【就学前 問 42】 
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＜終了時間＞ 

◇ 全体では、「17 時」が 24.8％と最も高く、次いで「18 時」が 19.3％、「15 時」が

17.4％となっている。 

 

N=

全体 1,096

3歳未満の親 447

3歳以上の親 608

6.5

6.3

6.6

5.7

6.0

5.8

17.4

17.2

17.6

15.5

16.1

15.1

24.8

23.3

26.3

19.3

19.0

19.2

7.0

8.1

6.6

3.8

4.0

2.8

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答

 

 

 

【日曜日・祝日】 

 

＜開始時間＞ 

◇ 全体では、「8 時」からが 39.5％と最も高く、次いで「9 時」からが 36.8％となっ

ている。 

 

N=

全体 560

3歳未満の親 246

3歳以上の親 292

11.3

12.6

10.6

39.5

39.0

40.8

36.8

35.4

38.0

7.0

8.1

6.2

1.4

1.2

1.4

4.1

3.7

3.1

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

 

＜終了時間＞ 

◇ 全体では、「17 時」が 26.1％と最も高く、次いで「18 時」までが 24.5％となって

いる。 

 

N=

全体 560

3歳未満の親 246

3歳以上の親 292

4.5

4.5

4.5

3.4

2.8

4.1

14.1

16.3

12.7

13.4

13.0

14.0

26.1

24.4

28.1

24.5

24.8

23.6

10.0

10.6

9.9

4.1

3.7

3.1

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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■夏休み・冬休みなどの長期休暇期間中の、教育・保育の事業の利用希望はあります 

か。（１つ） 

 

【利用希望頻度】 

◇ 全体では、「保育所等に通園しており、長期休暇がない」が 31.3％と最も高く、次

いで「利用する必要がない」が 23.4％、「休みの期間中、週に数日利用したい」が

22.1％、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が 20.7％となっている。 

◇ 「3 歳未満の親」では、「利用する必要がない」と回答した割合が 32.1％と最も高

い。 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

20.7

22.2

20.0

22.1

17.9

25.2

23.4

32.1

17.2

31.3

25.6

35.7

2.6

2.3

1.8

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

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 利用する必要がない

保育所等に通園しており、長期休暇がない 無回答

 

 

【利用希望時間】 

＜開始時間＞ 

◇ 全体では、「9時」が 40.2％と最も高く、次いで「8時」が 36.3％である。 

◇ 「7時より前/7時台」の割合を見ると、「3歳以上の親」よりも「3歳未満の親」の

方が 11.6ポイント高い。 

N=

全体 1,539

3歳未満の親 585

3歳以上の親 900

13.0

20.2

8.6

36.3

38.3

35.4

40.2

31.6

45.7

3.3

2.9

3.4

0.6

0.5

0.7

6.7

6.5

6.2

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

7時より前/7時台 8時 9時 10時 11時以降 無回答

 

＜終了時間＞ 

◇ 全体では「17時」が 25.0％、「18時」が 19.9％、「15時」が 17.8％である。 

◇ 17 時以降の割合を見ると、「3 歳以上の親」よりも「3 歳未満の親」の方がいずれ

も高くなっている。 

N=

全体 1,539

3歳未満の親 585

3歳以上の親 900

5.9

3.6

7.3

2.1

1.5

2.2

17.8

11.8

21.8

17.2

14.0

19.6

25.0

27.4

23.8

19.9

25.0

16.9

8.3

12.5

5.4

3.9

4.3

3.0

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

13時より前/13時台 14時 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答

 長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望について 【就学前 問 43】 
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■教育・保育の事業を利用しようとして、できなかった場合に、どのように対応しま

したか。（複数回答） 

 

◇ 全体では、「母親が休んだ」が 82.1％、「父親が休んだ」が 37.6％、「（同居者を含

む）親族・知人に看護してもらった」が 25.2％となっている。 

◇ 「病児・病後児デイケア事業を利用した」の割合は、「3歳未満の親」が 8.7％、「3

歳以上の親」が 5.9％となっている。 

 

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に
看護してもらった

父親または母親のうち、就労
していないかたが看護した

病児・病後児デイケア事業を利用した

ベビーシッターを利用した

のびのび子育てサポート事業を利用した

仕方なく子どもだけで留守番させた

その他

  無回答

37.6

82.1

25.2

14.3

6.8

0.4

0.1

0.5

4.5

0.7

43.4

88.4

28.5

8.0

8.7

0.2

0.2

0.0

3.3

0.4

35.2

79.3

23.6

17.2

5.9

0.5

0.1

0.8

5.2

0.8

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

全 体（N=1,487） 3歳未満の親（N=449） 3歳以上の親（N=982）

 

 

 

 教育・保育の事業が利用できなかった場合の対応について 【就学前 問 45】 
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【休んだ日数（年間）】 

 

１．父親が休んだ 

◇ 全体では、「1日」が 23.4％と最も高く、次いで「5日」が 18.6％、「3日」が 17.0％、

「2日」が 15.9％となっている。 

◇ 「10 日以上」休んだ割合は、3 歳未満・3 歳以上の父親ともに、1 割以上となって

いる。 

N=

全体 559

3歳未満の親 195

3歳以上の親 346

23.4

26.2

22.5

15.9

13.8

17.1

17.0

17.9

16.8

3.0

3.1

2.0

18.6

15.4

20.5

3.9

6.7

2.3

15.0

14.4

15.6

3.0

2.6

3.2

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答

 

 

２． 母親が休んだ 

◇ 全体では、「10 日以上」が 40.1％と最も高く、次いで「5 日」が 14.9％、「3 日」

が 11.3％、「6～9日」が 10.6％となっている。 

◇ 「10日以上」と答えた割合は、3歳未満・3歳以上の母親ともに、約 4割を占めて

いる。 

N=

全体 1,221

3歳未満の親 397

3歳以上の親 779

6.9

5.8

7.1

9.0

8.3

9.8

11.3

10.8

11.7

3.8

6.0

2.8

14.9

13.9

15.4

10.6

12.3

9.9

40.1

40.3

40.2

3.3

2.5

3.2

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答

 

 

３．親族・知人に看護してもらった（同居者を含む） 

◇ 全体では、「2日」が 19.8％と最も高く、次いで「5日」が 17.9％となっている。 

◇ 「10日以上」と答えた割合は、「3歳以上の親」よりも「3歳未満の親」の方が 7.3

ポイント上回っている。 

 

N=

全体 374

3歳未満の親 128

3歳以上の親 232

16.3

11.7

18.5

19.8

21.1

19.4

14.4

12.5

14.7

5.1

7.0

4.3

17.9

16.4

19.0

5.1

6.3

4.7

16.3

21.1

13.8

5.1

3.9

5.6

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答
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４．父親または母親のうち、就労していないかたが看護した 

◇ 全体では、「10 日以上」が 48.8％と最も高く、次いで「5 日」が 13.6％、「3 日」

が 10.3％となっている。 

◇ 3歳未満・3歳以上の親ともに、「10日以上」と回答した人が最も多く、4割以上と

なっている。 

 

N=

全体 213

3歳未満の親 36

3歳以上の親 169

3.3

4.1

2.3
2.8

2.4

10.3

13.9

10.1

5.2

6.5

13.6

22.2

12.4

10.3

13.9

8.9

48.8

41.7

50.3

6.1

5.6

5.3

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答

 

 

５．病児・病後児デイケア事業を利用した 

◇ 全体では、「3日」が 22.8％と最も高く、次いで「10日以上」が 20.8％となってい

る。 

◇ 「3歳未満の親」では、「1日」と「3日」が同率（23.1％）で最も高い。また、「3

歳以上の親」では、「3日」と「10日以上」が同率（20.7％）で最も高い。 

 

N=

全体 101

3歳未満の親 39

3歳以上の親 58

17.8

23.1

15.5

13.9

10.3

17.2

22.8

23.1

20.7

5.9

7.7

5.2

11.9

10.3

13.8

5.0

5.1

3.4

20.8

20.5

20.7

2.0

3.4

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答

 

 

６．ベビーシッターを利用した 

N=

全体 6

3歳未満の親 1

3歳以上の親 5

50.0

60.0

33.3

100.0

20.0

16.7

20.0

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答

 

 

 

 

 

 

 



288 

７．のびのび子育てサポート事業を利用した 

N=

全体 2

3歳未満の親 1

3歳以上の親 1

50.0

100.0

50.0

100.0

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答

 

 

８．仕方なく子どもだけで留守番させた 

N=

3歳以上の親 8 50.0 37.5 12.5

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答

 

 

９．その他 

N=

全体 67

3歳未満の親 15

3歳以上の親 51

3.0

6.7

2.0

10.4

13.7

7.5

6.7

7.8

4.5

6.7

3.9

20.9

6.7

23.5

1.5

2.0

25.4

20.0

27.5

26.9

53.3

19.6

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答
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■教育・保育の事業を利用しようとして、できないときに｢できれば病児・病後児の 

ための保育施設を利用したい｣と思いますか。（１つ） 

◇ 全体では、「利用を希望しない」が 48.1％と最も多く、次いで「父親、母親が休め

ないときは利用したい」が 41.3％となっている。 

◇ 「3歳以上の親」では、「利用を希望しない」の割合が過半数を占めている。 

 

N=

全体 2,040

3歳未満の親 984

3歳以上の親 986

48.1

43.7

52.5

41.3

45.1

38.0

6.3

7.4

4.9

1.3

1.4

1.2

3.0

2.3

3.3

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

利用を希望しない 父親、母親が休めないときは利用したい できれば病気のときはすべて利用したい その他 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

【利用希望日数（年間）】 

 

＜父親、母親が休めないときは利用したい＞ 

◇ 全体では、「10～14日」が 31.0％と最も高く、次いで「5～9日」が 29.6％、「1～4

日」が 18.3％となっている。 

◇ 「3歳以上の親」では、「5～9日」の割合が 30.9％と最も高くなっている。 

 

N=

全体 842

3歳未満の親 444

3歳以上の親 375

18.3

14.6

22.9

29.6

27.9

30.9

31.0

33.6

28.5

0.5

0.7

0.3

11.4

13.1

9.6

9.3

10.1

7.7

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

 

 

 

 平成 30年 令和 5年 変化量 

利用を希望しない 55.4 48.1 ▲ 7.3 

父親、母親が休めないときは利用したい 33.2 41.3 8.1 

できれば病気のときはすべて利用したい  5.2 6.3 1.1 

 病児・病後児保育施設の利用希望について 【就学前 問 46】 
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【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜できれば病気のときはすべて利用したい＞ 

 

◇ 全体では、「10～14 日」が 38.0％と最も高く、次いで「20 日以上」が 31.0％、「5

～9日」が 11.6％となっている。 

◇ 「3歳未満の親」では、「20日以上」の割合が 37.0％と最も高くなっている。 

 

N=

全体 129

3歳未満の親 73

3歳以上の親 48

5.4

1.4
10.4

11.6

11.0

12.5

38.0

35.6

43.8

3.1

2.7

4.2

31.0

37.0

25.0

10.9

12.3

4.2

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 平成 30年 令和 5年 変化量 

1～4日 18.6 18.3 ▲ 0.3 

5～9日 27.3 29.6 2.3 

10～14日 28.8 31.0 2.2 

 平成 30年 令和 5年 変化量 

1～4日 11.5 5.4 ▲ 6.1 

5～9日 16.4 11.6 ▲ 4.8 

10～14日 30.3 38.0 7.7 
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■利用を希望しない理由で、あてはまるものを選んで下さい。（複数回答） 

◇ 全体では、「父親または母親が仕事を休んで対処するから」が 61.3％と最も多く、

次いで「病児・病後児を他人に看護してもらうのは不安があるから」が 42.4％と

なっている。 

◇ いずれの項目においても、「3歳未満の親」と「3歳以上の親」の割合は同等である。 

病児・病後児を他人に看護してもらうのは
不安があるから

地域の事業の質に不安があるから

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間、
日数など）が合わないから

利用料がかかる、または高いから

利用料が分からないから

父親または母親が仕事を休んで対処するから

その他

  無回答

42.4

5.3

6.5

19.2

14.0

61.3

11.8

1.8

42.1

4.9

5.6

17.2

14.9

60.5

10.0

2.8

43.6

5.8

7.3

20.8

13.5

62.0

12.9

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体（N=981） 3歳未満の親（N=430） 3歳以上の親（N=518）

 

 

 

■この一年間で、日中の定期的な保育や病気のため以外に、あて名のお子さんにつ 

いて、不定期に一時預かり等の事業を利用しましたか。（１つ） 

◇ 全体では、「あった」が 8.8％、「なかった」が 90.0％となっている。 

◇ 「3歳未満の親」と「3歳以上の親」の割合は、全ての項目において同等である。 

 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

8.8

9.2

8.8

90.0

89.5

90.7

1.2

1.2

0.5

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

あった なかった 無回答

 

 お子さんの一時預かりについて 【就学前 問 48】 

 病児・病後児保育を希望しない理由について 【就学前 問 47】 
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■一時預かり等の事業を利用された理由別に、利用した教育・保育の事業を選び、そ

の日数を記入してください。（複数回答） 

 

【理由】 

◇ 全体では「私用（買い物、習い事等）、リフレッシュ目的」が 70.5％と最も多く、

次いで、「冠婚葬祭、子どもの親の病気や妊娠・出産時」が 21.3％、「不定期の就

労」が 18.7％となっている。 

◇ 「私用（買い物、習い事等）、リフレッシュ目的」では、「3 歳未満の親」が「3 歳

以上の親」よりも 2割以上高くなっている。 

 

私用（買い物、習い事等）、

リフレッシュ目的

冠婚葬祭、子どもの親の病気や

妊娠・出産時

不定期の就労

  無回答

70.5

21.3

18.7

5.7

83.7

17.0

14.1

3.0

59.4

25.1

22.9

8.0

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

全 体（N=315） 3歳未満の親（N=135） 3歳以上の親（N=175）

 

 

 

 

 お子さんの一時預かりの理由について 【就学前 問 49】 
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【利用した教育・保育の事業及び日数（年間）】 

 

（１）私用（買物、習い事等）、リフレッシュ目的 

◇ 全体では、「一時保育事業（一時預かり）」が 36.5％と最も多く、次いで「この目

的では利用していない」が 22.5％である。 

この目的では利用していない

一時保育事業（一時預かり）

幼稚園等の預かり保育

のびのび子育てサポート事業

ショートステイ事業

ベビーシッター

子育て応援拠点での一時預かり

その他

  無回答

22.5

36.5

19.4

3.2

1.3

3.5

12.1

6.0

7.0

11.9

54.8

6.7

6.7

0.7

4.4

22.2

8.1

4.4

31.4

22.3

29.1

0.6

1.7

2.9

4.0

4.0

9.1

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

全 体（N=315） 3歳未満の親（N=135） 3歳以上の親（N=175）
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【利用日数】 

○  一時保育事業（一時預かり） 

 

N=

全体 115

3歳未満の親 74

3歳以上の親 39

67.0

64.9

74.4

14.8

17.6

7.7

7.8

5.4

12.8

0.9

1.4

3.5

2.7

2.6

6.1

8.1

2.6

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

○  幼稚園等の預かり保育 

 

N=

全体 61

3歳未満の親 9

3歳以上の親 51

50.8

77.8

45.1

27.9

22.2

29.4

4.9

5.9

1.6

2.0

3.3

3.9

11.5

13.7

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

○ のびのび子育てサポート事業 

 

N=

全体 10

3歳未満の親 9

3歳以上の親 1

80.0

77.8

100.0

10.0

11.1

10.0

11.1

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

 

○ ショートステイ事業 

 

N=

全体 4

3歳未満の親 1

3歳以上の親 3

50.0

100.0

33.3

25.0

33.3

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答
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○ ベビーシッター 

 

N=

全体 11

3歳未満の親 6

3歳以上の親 5

54.5

66.7

40.0

9.1

20.0

27.3

33.3

20.0

9.1

20.0

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 
 

 

○ 子育て応援拠点での一時預かり 

 

N=

全体 38

3歳未満の親 30

3歳以上の親 7

68.4

76.7

42.9

7.9

6.7

14.3

7.9

3.3

28.6

5.3

3.3

10.5

10.0

14.3

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

 

○ その他 

 

N=

全体 19

3歳未満の親 11

3歳以上の親 7

47.4

63.6

28.6

36.8

18.2

57.1

10.5

9.1

14.3

5.3

9.1

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答
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（２）冠婚葬祭、子どもの親の病気や妊娠・出産時 

◇ 全体では、「この目的では利用していない」が 62.9％、次いで「一時保育事業（一

時預かり）」が 9.5％となっている。 

 

この目的では利用していない

一時保育事業（一時預かり）

幼稚園等の預かり保育

のびのび子育てサポート事業

ショートステイ事業

ベビーシッター

子育て応援拠点での一時預かり

その他

  無回答

62.9

9.5

5.7

0.6

1.0

1.3

0.6

4.1

15.9

65.9

6.7

2.2

0.0

2.2

1.5

0.7

5.2

17.0

61.1

12.0

8.6

1.1

0.0

1.1

0.6

3.4

13.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体（N=315） 3歳未満の親（N=135） 3歳以上の親（N=175）
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【利用日数】 

○ 一時保育事業（一時預かり） 

 

N=

全体 30

3歳未満の親 9

3歳以上の親 21

40.0

44.4

38.1

10.0

11.1

9.5

13.3

19.0

3.3

4.8

23.3

22.2

23.8

10.0

22.2

4.8

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

 

○ 幼稚園等の預かり保育 

 

N=

全体 18

3歳未満の親 3

3歳以上の親 15

38.9

33.3

40.0

11.1

13.3

11.1

13.3

22.2

66.7

13.3

16.7

20.0

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

 

○ のびのび子育てサポート事業 

N=

全体 2

3歳未満の親 0

3歳以上の親 2

50.0

50.0

50.0

50.0

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 
 

 

○ ショートステイ事業 

 

N=

全体 3

3歳未満の親 3

3歳以上の親 0

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答
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○ ベビーシッター 

 

N=

全体 4

3歳未満の親 2

3歳以上の親 2

100.0

100.0

100.0

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 
 

 

○ 子育て応援拠点での一時預かり 

 

N=

全体 2

3歳未満の親 1

3歳以上の親 1

50.0

100.0

50.0

100.0

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 
 

 

○ その他 

 

N=

全体 13

3歳未満の親 7

3歳以上の親 6

38.5

28.6

50.0

7.7

14.3

15.4

14.3

16.7

7.7

14.3

7.7

16.7

23.1

28.6

16.7

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答
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（３）不定期の就労 

◇ 全体では、「この目的では利用していない」が 62.9％、次いで「一時保育事業（一

時預かり）」が 11.4％となっている。 

◇ 「子育て応援拠点での一時預かり」と回答した人はいない。 

 

この目的では利用していない

一時保育事業（一時預かり）

幼稚園等の預かり保育

のびのび子育てサポート事業

ショートステイ事業

ベビーシッター

子育て応援拠点での一時預かり

その他

  無回答

62.9

11.4

5.1

0.6

0.6

0.6

0.0

1.6

18.4

66.7

11.1

1.5

0.7

0.7

0.0

0.0

1.5

19.3

60.0

12.0

8.0

0.6

0.6

1.1

0.0

1.7

17.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体（N=315） 3歳未満の親（N=135） 3歳以上の親（N=175）
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【利用日数】 

○ 一時保育事業（一時預かり） 

 

N=

全体 36

3歳未満の親 15

3歳以上の親 21

58.3

66.7

52.4

5.6

6.7

4.8

11.1

6.7

14.3

11.1

19.0

13.9

20.0

9.5

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

 

○ 幼稚園等の預かり保育 

 

N=

全体 16

3歳未満の親 2

3歳以上の親 14

18.8

50.0

14.3

25.0

28.6

25.0

28.6

25.0

50.0

21.4

6.3

7.1

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

 

○ のびのび子育てサポート事業 

 

N=

全体 2

3歳未満の親 1

3歳以上の親 1

50.0

100.0

50.0

100.0

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 
 

 

○ ショートステイ事業 

 

N=

全体 2

3歳未満の親 1

3歳以上の親 1

50.0

100.0

50.0

100.0

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答
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○ ベビーシッター 

 

N=

全体 2

3歳未満の親 0

3歳以上の親 2

100.0

100.0

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 
 

 

※「子育て応援拠点での一時預かり」回答なしのため割愛。 

 

 

○ その他 

 

N=

全体 5

3歳未満の親 2

3歳以上の親 3

40.0

100.0

20.0

33.3

20.0

33.3

20.0

33.3

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答
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■一時預かり等の不定期の事業を現在利用していない理由で、あてはまるものを選 

んでください。（複数回答） 

◇ 全体では、「利用する必要がないから」が 65.8％と最も多く、次いで「事業の利用

方法（手続き等）が分からないから」が 21.4％となっている。 

◇ いずれの選択肢においても、「3歳未満の親」と「3歳以上の親」の割合は同等であ

る。 

利用する必要がないから

利用したい事業が地域にないから

事業の質に不安があるから

事業の利便性（立地や利用可能時間・
日数など）がよくないから

利用料がかかる、または高いから

利用料がよく分からないから

自分が事業の対象者になるのかどうか
分からないから

事業の利用方法（手続き等）が
分からないから

その他

  無回答

65.8

6.2

9.4

10.2

16.6

13.1

15.6

21.4

6.5

0.7

63.5

5.6

10.2

10.9

16.0

13.4

15.7

22.8

8.6

0.5

67.6

6.7

9.1

10.0

16.9

13.0

15.7

20.9

4.9

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体（N=3,238） 3歳未満の親（N=1,309） 3歳以上の親（N=1,804）

 

 一時預かり等の事業を利用しない理由について 【就学前 問 50】 
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■今後、私用、保護者の通院、不定期の就労等の目的で、一時預かり等の不定期の事

業を利用する必要があると思いますか。（１つ） 

◇ 全体では、「利用する必要はない」が 59.9％で、「利用する必要がある」が 36.2％

となっている。 

◇ 「利用する必要がある」と回答した割合は、「3歳以上の親」よりも「3歳未満の親」

の方が高い。 

 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

36.2

42.7

31.9

59.9

54.3

64.5

3.9

2.9

3.7

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

利用する必要がある 利用する必要はない 無回答

 

 

 

 

■一時預かり等の不定期の事業を利用する必要があると思う理由で、あてはまるもの

を選び、利用を希望する日数を数字で記入してください。（複数回答） 

◇ 全体では、「冠婚葬祭、学校行事、子どもの保護者の病気、通院」が 65.9％と最も

高く、次いで「私用（買い物、習い事等）、リフレッシュ目的」が 59.1％となって

いる。 

◇ 3歳未満・3歳以上の親ともに、「不定期の就労」は 2割台となっている。 

 

 

私用（買い物、習い事等）、
リフレッシュ目的（　）日

冠婚葬祭、学校行事、子どもの

保護者の病気、通院（　）日

不定期の就労

その他

  無回答

59.1

65.9

23.3

7.1

0.8

63.8

65.4

21.4

6.7

0.6

53.8

66.7

25.4

7.6

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体（N=1,301） 3歳未満の親（N=625） 3歳以上の親（N=634）

 

 

 

 一時預かり等の事業を利用する必要について 【就学前 問 51】 

 一時預かり等の事業を利用する理由について 【就学前 問 52】 
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【利用希望日数】 

 

１．私用（買物、習い事等）、リフレッシュ目的 

◇ 全体では、「1～4日」が 46.6％と最も多く、次いで「10～14日」が 20.3％、「5～9

日」が 16.6％となっている。 

◇ 3歳未満・3歳以上の親ともに、その順位に変わりはない。 

 

N=

全体 769

3歳未満の親 399

3歳以上の親 341

46.6

46.1

47.2

16.6

16.8

17.0

20.3

20.6

20.5

0.4

0.3

0.6

5.3

6.8

4.1

10.8

9.5

10.6

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

２．冠婚葬祭、学校行事、子どもの保護者の病気、通院 

◇ 全体では、「1～4日」が 40.4％と最も多く、次いで「5～9日」が 25.3％、「10～14

日」が 16.0％となっている。 

◇ 3歳未満・3歳以上の親ともに、その順位に変わりはない。 

 

N=

全体 857

3歳未満の親 409

3歳以上の親 423

40.4

37.9

42.6

25.3

27.1

24.3

16.0

15.9

16.5

0.6

0.7

0.5

4.6

6.4

2.8

13.2

12.0

13.2

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 
３．不定期の就労 

◇ 全体では、「1～4 日」が 30.0％と最も多く、次いで「5～9 日」が 17.5％となって

いる。 

◇ 「20 日以上」の割合は、「3 歳以上の親」よりも「3 歳未満の親」の方が高くなっ

ている。 

 

N=

全体 303

3歳未満の親 134

3歳以上の親 161

30.0

28.4

31.7

17.5

16.4

18.6

16.8

15.7

17.4

1.0

1.9

10.2

14.2

7.5

24.4

25.4

23.0

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 
 

 



305 

４．その他 

◇ 全体では、「1～4 日」が 25.8％と最も高く、次いで「5～9 日」が 19.4％となって

いる。 

◇ 「1～4日」と回答した割合は、3歳未満・3歳以上の親ともに 2割以上となってい

る。 

 

N=

全体 93

3歳未満の親 42

3歳以上の親 48

25.8

23.8

27.1

19.4

26.2

14.6

14.0

9.5

18.8

1.1

2.4

6.5

4.8

8.3

33.3

33.3

31.3

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 
 

 

 

■この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、あて

名のお子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありま

したか。（預け先が見つからなかった場合も含みます）。（１つ） 

 

◇ 全体では、「あった」が 6.9％、「なかった」が 92.4％となっている。 

◇ 「3歳未満の親」と「3歳以上の親」の割合はいずれも同等である。 

 

N=

全体 2,154

3歳未満の親 794

3歳以上の親 1,282

6.9

5.8

7.6

92.4

93.6

91.8

0.7

0.6

0.5

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

あった なかった 無回答

 

 宿泊をともなうお子さんの一時預かりについて 【就学前 問 53】 
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■この１年間の対処方法について、あてはまるものをすべて選び、それぞれの宿泊 

日数を数字で記入してください。（複数回答） 

◇ 全体では、「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」が 91.9％と最も多く、

次いで「仕方なく子どもを同行させた」が 9.4％となっている。 

◇ 「ショートステイ事業を利用した」「ショートステイ事業以外の保育事業（認可外

保育施設、ベビーシッター等）を利用した」「仕方なく子どもだけで留守番させた」

と回答した人はいない。 

 

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

ショートステイ事業を利用した

ショートステイ事業以外の保育事業
（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番させた

その他

  無回答

91.9

0.0

0.0

9.4

0.0

2.7

0.7

91.3

0.0

0.0

6.5

0.0

4.3

0.0

91.8

0.0

0.0

10.2

0.0

2.0

1.0

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

全 体（N=149） 3歳未満の親（N=46） 3歳以上の親（N=98）

 

 

【１年間の宿泊日数】 

 

○ （同居者を含む）親族・知人にみてもらった 

◇ 全体では、「1～4 泊」が 59.1％と最も多く、次いで「5～9 泊」が 12.4％となって

いる。 

◇ 3歳未満・3歳以上の親ともに、その順位に変わりはない。 

N=

全体 137

3歳未満の親 42

3歳以上の親 90

59.1

59.5

60.0

12.4

14.3

12.2

7.3

7.1

7.8

3.6

2.4

4.4

17.5

16.7

15.6

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

1～4泊 5～9泊 10～14泊 15～19泊 20泊以上 無回答

 

 

 宿泊をともなうお子さんの一時預かりの対処方法について 【就学前 問 54】 



307 

○ 仕方なく子どもを同行させた 

◇ 全体では、「1～4泊」が 42.9％と最も多い。 

◇ 5泊以上と回答した人はいない。 

 

N=

全体 14

3歳未満の親 3

3歳以上の親 10

42.9

66.7

40.0

57.1

33.3

60.0

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

1～4泊 5～9泊 10～14泊 15～19泊 20泊以上 無回答

 

 

 

○ その他 

 

N=

全体 4

3歳未満の親 2

3歳以上の親 2

25.0

50.0

75.0

50.0

100.0

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

1～4泊 5～9泊 10～14泊 15～19泊 20泊以上 無回答

 

 



308 

 

 ■保育事業についてあてはまるものを選んでください。 

 

【参考】 

保 育 事 業 内 容 

一時保育事業 

保護者の方が、①傷病、親族の看護、冠婚葬祭などのやむ

を得ない事由により、緊急・一時的に家庭で保育ができな

い場合、②週３日以内の就労などにより断続的に家庭で保

育ができない場合、③子育てのリフレッシュを希望される

場合、に就学前のお子さんを指定する保育所で保育しま

す。 

延長保育事業 

保育所に通っているお子さんについて、通常の保育終了時

間を延長して保育します。事業を実施している保育所に通

っているお子さんが利用できます。 

休日保育事業 

日曜、祝日に保護者の方が勤務等により家庭で保育ができ

ないときに、お子さんを指定する保育所で保育します。事

業を実施している保育所以外の保育所に通っているお子

さんも利用できます。 

産休あけ・育休あけ入所予約事業 

出産予定日の８週間前の日以降に入所予定日を特定して

保育所への入所予約ができます。入所予約できるのは、指

定保育所のみであり、利用できる定員には各保育所の状況

により限度があります。 

 

 

 

 保育事業別の利用について  【就学前 問 55～問 58】 
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（１）事業の認知度 

◇ 認知度の高い事業は、「延長保育事業」（86.5％）である。次いで、「一時保育事業」

（77.1％）となっている。 

◇ 「産休あけ・育休あけ入所予約事業」は、過半数が「知らない」と回答している。 

 

 

N=

一時保育事業 3,596

延長保育事業 3,596

休日保育事業 3,596

産休あけ・育休あけ
入所予約事業

3,596

77.1

86.5

56.8

43.5

21.6

12.0

41.7

55.1

1.3

1.5

1.5

1.4

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

知っている 知らない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
この事業を知っている 

平成 30年 令和 5年 変化量 

一時保育事業 72.5 77.1 4.6 

延長保育事業 86.6 86.5 ▲ 0.1 

休日保育事業 47.9 56.8 8.9 

産休あけ・育休あけ入所予約事業 44.8 43.5 ▲ 1.3 
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（２）利用の有無 

◇ 利用実績の高い事業は、「延長保育事業」（32.6％）である。次いで「一時保育事業」

（11.5％）となっている。 

◇ 「延長保育事業」以外、いずれも 8割以上の人は利用したことがない。 

 

 

N=

一時保育事業 3,596

延長保育事業 3,596

休日保育事業 3,596

産休あけ・育休あけ
入所予約事業

3,596

11.5

32.6

4.7

7.3

85.7

64.3

89.8

85.9

2.8

3.1

5.5

6.8

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

ある ない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

  
この事業を利用したことがある 

平成 30年 令和 5年 変化量 

一時保育事業 16.0 11.5 ▲ 4.5 

延長保育事業 36.9 32.6 ▲ 4.3 

休日保育事業  5.9 4.7 ▲ 1.2 

産休あけ・育休あけ入所予約事業 15.7 7.3 ▲ 8.4 
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（３）利用満足度 

◇ 満足度の高い事業は、「延長保育事業」（81.7％）である。次いで「一時保育事業」

（80.2％）となっている。 

◇ 「産休あけ・育休あけ入所予約事業」は、満足しなかった人の割合が 14.5％と最

も高くなっている。 

 

 

N=

一時保育事業 415

延長保育事業 1,173

休日保育事業 168

産休あけ・育休あけ
入所予約事業

262

80.2

81.7

78.6

67.9

14.9

13.6

15.5

17.2

4.3

3.8

4.8

14.5

0.5

0.9

1.2

0.4

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

満足した どちらでもない 満足しない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
この事業に満足した 

平成 30年 令和 5年 変化量 

一時保育事業 74.9 80.2 5.3 

延長保育事業 79.2 81.7 2.5 

休日保育事業 74.1 78.6 4.5 

産休あけ・育休あけ入所予約事業 65.1 67.9 2.8 
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（４）今後の利用希望 

◇ 利用希望の多い事業は、「延長保育事業」(43.7％)である。次いで、「一時保育事業」

（19.9％）となっている。 

◇ 「利用を希望しない」の割合が最も高いのは、「産休あけ・育休あけ入所予約事業」

（27.3％）となっている。 

 

 

N=

一時保育事業 3,596

延長保育事業 3,596

休日保育事業 3,596

産休あけ・育休あけ
入所予約事業

3,596

19.9

43.7

16.4

13.5

34.6

27.3

31.4

32.1

22.1

10.1

24.9

27.3

23.4

18.9

27.3

27.2

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

利用を希望する どちらでもない 利用を希望しない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

  
今後利用を希望する 

平成 30年 令和 5年 変化量 

一時保育事業 18.3 19.9 1.6 

延長保育事業 42.9 43.7 0.8 

休日保育事業 13.9 16.4 2.5 

産休あけ・育休あけ入所予約事業 12.8 13.5 0.7 
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【あて名のお子さんが５歳以上の保護者のかた】 

 

 ■あて名のお子さんについて、小学校に就学後、平日の放課後の時間をどのように過 

ごさせたいと思いますか。（複数回答） 

 

【参考】 

事 業 内 容 

トワイライトスクール 

小学校施設を活用して、異学年の友だちとの遊びや学び、地

域の方との交流、体験活動などの場を提供します。小学校に

通うすべての子どもが対象となる事業です。 

活動日時：月～土曜日の 18時まで 

（土曜日と長期休業は午前より実施） 

トワイライトルーム 

トワイライトスクールの内容に加え、就労等で子育てへの援

助を希望する家庭の子どもについて、その生活面でのサポー

ト等を行う子ども指導員を配置するなど、より生活に配慮し

た取り組みを行います。１７時を超えて利用する場合は、一

定の利用料（おやつ代等を含む）が必要になります。 

活動日時：月～金曜日の 19時、土曜日は 18時まで 

（土曜日と長期休業は午前より実施） 

学童保育（留守家庭健全

育成事業） 

保護者が就労等により昼間家庭にいない子どもについて、そ

の健全な育成を図るため、授業終了後等に適切な遊びと生活

の場を提供します。開設時間や利用料（おやつ代等を含む）

は、学童保育によって異なります。 

活動日時：月～土曜日 

・留守家庭児童育成会：約 9割が 19時まで 

（土曜日と長期休業は午前より実施） 

最短 17時、最長 21時まで 

・児 童 館：13時から 18時まで 

（長期休業は午前より実施） 

のびのび子育てサポート

事業 

子育ての援助を行いたいかたと、受けたいかたからなる会員

組織により、一時的に子育ての手助けをしあう制度で、一定

の利用料が必要となります。 

 

 

 小学校就学後の平日放課後の過ごし方について 【就学前 問 59】 
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【過ごさせたい場所等】 

◇ 「トワイライトスクール、ルーム」が 29.1％と最も多く、次いで「自宅」が 26.9％、

「習い事（ピアノ教室、サッカースクール、学習塾など）」が 23.3％となっている。 

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

学校で行われる部活動（課外活動を含む）

習い事
（ピアノ教室、サッカースクール、学習塾など）

トワイライトスクール、ルーム

学童保育
（児童館で行われる学童保育を含む）

児童館

放課後等デイサービス（障害児通所支援）

のびのび子育てサポート事業

その他（公園など）

現時点では未定

  無回答

26.9

5.9

15.4

23.3

29.1

14.2

0.6

1.6

0.4

7.8

5.6

49.8

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

(N = 683)

 

 

【１週間あたりの日数】 

 

＜小学校低学年（１～３年生）＞ 

N=

自宅 184

祖父母宅や友人・知人宅 40

学校で行われる部活動 0

習い事 159

トワイライトスクール、ルーム 199

学童保育 97

児童館 4

放課後等デイサービス 11

のびのび子育てサポート事業 3

その他（公園など） 53

10.9 

57.5 

28.9 

10.1 

5.2 

25.0 

9.1 

66.7 

18.9 

19.6 

15.0 

30.8 

14.1 

9.3 

9.1 

34.0 

13.6 

2.5 

17.0 

19.6 

12.4 

25.0 

45.5 

15.1 

6.0 

3.8 

8.0 

6.2 

31.0 

10.0 

1.9 

43.2 

62.9 

50.0 

36.4 

17.0 

19.0 

15.0 

17.6 

5.0 

4.1 

33.3 

15.1 

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

1日 2日 3日 4日 5日以上 無回答
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＜小学校高学年（４～６年生）＞ 

N=

自宅 184

祖父母宅や友人・知人宅 40

学校で行われる部活動 105

習い事 159

トワイライトスクール、ルーム 199

学童保育 97

児童館 4

放課後等デイサービス 11

のびのび子育てサポート事業 3

その他（公園など） 53

14.7 

55.0 

21.9 

23.3 

13.1 

7.2 

9.1 

33.3 

22.6 

12.5 

10.0 

36.2 

39.0 

11.1 

5.2 

25.0 

33.3 

28.3 

18.5 

2.5 

21.0 

17.6 

11.6 

13.4 

27.3 

18.9 

9.2 

5.7 

5.0 

3.5 

4.1 

9.1 

28.8 

12.5 

9.5 

5.7 

21.1 

40.2 

25.0 

27.3 

33.3 

15.1 

16.3 

20.0 

5.7 

9.4 

39.7 

29.9 

50.0 

27.3 

15.1 

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

1日 2日 3日 4日 5日以上 無回答

 

 

 

【利用終了時間】（トワイライトスクール、ルーム、学童保育のみ） 

 

＜小学校低学年（１～３年生）＞ 

 

N=

トワイライトスクール、
ルーム

199

学童保育 97

26.6

8.2

33.7

21.6

20.6

35.1

10.1

27.8

9.0

7.2

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

16時台以前 17時 18時 19時以降 無回答

 

 

＜小学校高学年（４～６年生）＞ 

 

N=

トワイライトスクール、
ルーム

199

学童保育 97

13.6

4.1

17.6

13.4

16.6

24.7

10.1

27.8

42.2

29.9

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

16時台以前 17時 18時 19時以降 無回答
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■あて名のお子さんについて、小学校就学後、夏休みや冬休みなど長期休暇をどのよ

うな場所で過ごさせたいと思いますか。（複数回答） 

 

【過ごさせたい場所等】 

◇ 「自宅」が 28.0％と最も多く、次いで「トワイライトスクール、ルーム」が 24.7％、

「習い事（ピアノ教室、サッカースクール、学習塾など）」が 18.3％となっている。 

 

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

学校で行われる部活動（課外活動を含む）

習い事
（ピアノ教室、サッカースクール、学習塾など）

トワイライトスクール、ルーム

学童保育
（児童館で行われる学童保育を含む）

児童館

放課後等デイサービス（障害児通所支援）

のびのび子育てサポート事業

その他（公園など）

現時点では未定

  無回答

28.0

15.1

8.9

18.3

24.7

12.4

1.0

1.2

0.1

9.1

6.3

49.6

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

(N = 683)

 

 

 

 小学校就学後の長期休暇の過ごし方について 【就学前 問 60】 
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【１週間あたりの日数】 

 

＜小学校低学年（１～３年生）＞ 

 

N=

自宅 191

祖父母宅や友人・知人宅 103

学校で行われる部活動 0

習い事 125

トワイライトスクール、ルーム 169

学童保育 85

児童館 7

放課後等デイサービス 8

のびのび子育てサポート事業 1

その他（公園など） 62

12.0 

40.8 

29.6 

7.1 

5.9 

28.6 

12.5 

100.0 

25.8 

18.8 

16.5 

32.0 

16.6 

11.8 

14.3 

14.5 

12.6 

9.7 

14.4 

17.8 

9.4 

28.6 

25.0 

24.2 

7.3 

2.9 

2.4 

8.3 

7.1 

1.6 

33.5 

16.5 

5.6 

45.0 

61.2 

28.6 

62.5 

12.9 

15.7 

13.6 

16.0 

5.3 

4.7 

21.0 

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

1日 2日 3日 4日 5日以上 無回答

 

 

 

 

＜小学校高学年（４～６年生）＞ 

 

N=

自宅 191

祖父母宅や友人・知人宅 103

学校で行われる部活動 61

習い事 125

トワイライトスクール、ルーム 169

学童保育 85

児童館 7

放課後等デイサービス 8

のびのび子育てサポート事業 1

その他（公園など） 62

11.0 

42.7 

23.0 

21.6 

8.9 

5.9 

28.6 

12.5 

100.0 

27.4 

16.8 

14.6 

23.0 

36.8 

13.6 

8.2 

17.7 

15.7 

4.9 

24.6 

17.6 

11.2 

9.4 

14.3 

12.5 

22.6 

7.9

2.9

4.9

3.2

5.3

4.7

14.3

12.5

1.6

30.4 

18.4 

16.4 

6.4 

28.4 

43.5 

14.3 

50.0 

12.9 

18.3

16.5

8.2

14.4

32.5

28.2

28.6

12.5

17.7

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

1日 2日 3日 4日 5日以上 無回答
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【利用開始時間】（トワイライトスクール、ルーム、学童保育のみ） 

 

＜小学校低学年（１～３年生）＞ 

 

N=

トワイライトスクール、
ルーム

169

学童保育 85

84.0

91.8

2.4

3.6

1.2

10.1

7.1

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

9時台以前 10時 11時以降 無回答

 

＜小学校高学年（４～６年生）＞ 

 

N=

トワイライトスクール、
ルーム

169

学童保育 85

62.7

69.4

1.2

3.6

2.4

32.5

28.2

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

9時台以前 10時 11時以降 無回答

 

【利用終了時間】（トワイライトスクール、ルーム、学童保育のみ） 

 

＜小学校低学年（１～３年生）＞ 

 

N=

トワイライトスクール、
ルーム

169

学童保育 85

10.7

3.5

5.3 13.0

7.1

27.2

14.1

21.9

37.6

11.8

29.4

10.1

8.2

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

14時以前 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答

 

＜小学校高学年（４～６年生）＞ 

 

N=

トワイライトスクール、
ルーム

169

学童保育 85

9.5

2.4

3.6 7.1

3.5

17.8

10.6

18.3

28.2

11.2

27.1

32.5

28.2

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

14時以前 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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『就学後の過ごし方（就学前 問 59・60）と両親の就労状況（就学前 問 11・18）』 

◎ 就労している親が「平日放課後や長期休暇中に過ごさせたい場所」は、小学校低

学年・高学年ともに「トワイライトスクール、ルーム」が最も多い。 

 

 

＜平日放課後に過ごさせたい場所＞ 

自宅

部活動

習い事

トワイライトスクール・ルーム

学童保育

55.8

31.7

49.4

61.6

29.6

58.4

35.5

51.7

60.1

29.4

48.8

30.4

47.9

63.8

35.4

51.2

34.7

49.3

62.4

34.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

就労している父親・低学年(N=328) 就労している父親・高学年(N=296)

就労している母親・低学年(N=240) 就労している母親・高学年(N=213)

 

 

 

＜長期休暇中に過ごさせたい場所＞ 

自宅

部活動

習い事

トワイライトスクール・ルーム

学童保育

58.0

18.3

37.5

53.8

26.3

60.8

20.5

39.6

52.4

25.6

51.1

18.2

34.6

55.0

30.7

53.3

20.3

36.0

54.3

29.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

就労している父親・低学年(N=312) 就労している父親・高学年(N=273)

就労している母親・低学年(N=231) 就労している母親・高学年(N=197)
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 ■名古屋市が行う子育て支援事業についてあてはまるものを選んでください。 

 

【参考】 

名古屋市の子育て支援事業 内 容 

のびのび子育てサポート事業 
子育ての援助を行いたい方と、受けたい方からなる会員組

織により、一時的に子育ての手助けをしあう制度 

子育て総合相談窓口（子育て世

代包括支援センター） 

専任の保健師等が子育てに関する相談に応じる窓口で、市

内全保健センターに設置 

主任児童委員等による子育て

サロン 

主任児童委員等が中心となり、地域のコミュニティセンタ

ー等において、乳幼児とその親が気軽に集える交流の場の

提供や、スタッフによる育児相談を実施 また、親子で楽

しむ講座等も開催 

保育所子育て支援事業 

地域子育て支援センター以外の保育所が、地域の子育て中

の親子を対象として行う子育て支援の事業（園庭開放、行

事への招待、育児相談など） 

産前・産後ヘルプ事業 

妊娠中または出産後の体調不良などにより、家事・育児が

困難な家庭にヘルパーを派遣し、家事・育児をお手伝いす

る制度 

幼稚園での子育て支援事業 
幼稚園が未就園の親子に行う子育て支援の事業(園庭開

放、遊びの会、子育て相談など) 

子どもあんしん電話相談事業 

夜間の子どもの急な発熱や事故などの場合に、家庭での応

急手当や見守り方、医療機関への受診の必要性や育児、母

子の健康に関することなどについて、看護師等が電話でア

ドバイスを行う 

 

 

 名古屋市の子育て支援事業について 【就学前 問 61～問 67】 
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（１）事業の認知度 

 

◇ 全体で認知度の高い事業は、「子どもあんしん電話相談事業」（56.7％）、「子育て総

合相談窓口」（56.3％）である。 

◇ 「子どもあんしん電話相談事業」と「子育て総合相談窓口」を除く全ての項目では、

過半数が「知らない」と回答している。 

 

N=

のびのび子育てサポート事業 3,596

子育て総合相談窓口 3,596

主任児童委員等による子育てサロン 3,596

保育所子育て支援事業 3,596

産前・産後ヘルプ事業 3,596

幼稚園での子育て支援事業 3,596

子どもあんしん電話相談事業 3,596

41.8

56.3

32.8

46.7

47.1

38.9

56.7

57.2

42.6

66.0

52.1

51.7

59.8

42.2

1.0

1.1

1.2

1.2

1.1

1.3

1.2

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

知っている 知らない 無回答

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

  
この事業を知っている 

平成 30年 令和 5年 変化量 

のびのび子育てサポート事業 49.0 41.8 ▲ 7.2 

子育て総合相談窓口 54.2 56.3 2.1 

主任児童委員等による子育てサロン 40.7 32.8 ▲ 7.9 

保育所子育て支援事業 57.9 46.7 ▲11.2 

産前・産後ヘルプ事業 42.7 47.1 4.4 

幼稚園での子育て支援事業 51.4 38.9 ▲12.5 

子どもあんしん電話相談事業 65.8 56.7 ▲ 9.1 
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（２）利用の有無 

 

◇ 全体で利用実績の高い事業は、「保育所子育て支援事業」（16.4％）、「主任児童委員

等による子育てサロン」（14.7％）である。 

◇ 全ての事業で、7割以上の人は利用したことがない。 

 

N=

のびのび子育てサポート事業 3,596

子育て総合相談窓口 3,596

主任児童委員等による子育てサロン 3,596

保育所子育て支援事業 3,596

産前・産後ヘルプ事業 3,596

幼稚園での子育て支援事業 3,596

子どもあんしん電話相談事業 3,596

4.6

10.8

14.7

16.4

5.8

12.7

12.6

87.7

82.3

75.9

76.1

86.6

78.7

81.2

7.6

7.0

9.3

7.5

7.6

8.6

6.2

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

ある ない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
この事業を利用したことがある 

平成 30年 令和 5年 変化量 

のびのび子育てサポート事業 10.1 4.6 ▲ 5.5 

子育て総合相談窓口 17.2 10.8 ▲ 6.4 

主任児童委員等による子育てサロン 56.2 14.7 ▲41.5 

保育所子育て支援事業 45.0 16.4 ▲28.6 

産前・産後ヘルプ事業  7.8 5.8 ▲ 2.0 

幼稚園での子育て支援事業 45.1 12.7 ▲32.4 

子どもあんしん電話相談事業 31.9 12.6 ▲19.3 
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（３）満足度 

 

◇ 全体で満足度の高い事業は、「幼稚園での子育て支援事業」(88.8％)、「保育所子育

て支援事業」が（83.4％）である。 

◇ 「満足しない」の割合が最も高いのは、「子育て総合相談窓口」（12.1％）である。 

 

N=

のびのび子育てサポート事業 167

子育て総合相談窓口 388

主任児童委員等による子育てサロン 529

保育所子育て支援事業 591

産前・産後ヘルプ事業 209

幼稚園での子育て支援事業 456

子どもあんしん電話相談事業 454

73.1

60.8

74.9

83.4

72.2

88.8

66.1

19.2

26.0

20.2

14.0

16.3

10.1

21.8

7.8

12.1

4.7

1.5

10.0

0.9
11.5

1.0

0.2

1.0

1.4

0.2

0.7

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

満足した どちらでもない 満足しない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

  
この事業に満足した 

平成 30年 令和 5年 変化量 

のびのび子育てサポート事業 66.8 73.1 6.3 

子育て総合相談窓口 58.3 60.8 2.5 

主任児童委員等による子育てサロン 70.5 74.9 4.4 

保育所子育て支援事業 81.1 83.4 2.3 

産前・産後ヘルプ事業 79.3 72.2 ▲ 7.1 

幼稚園での子育て支援事業 82.0 88.8 6.8 

子どもあんしん電話相談事業 72.7 66.1 ▲ 6.6 
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（４）今後の利用希望 

 

◇ 全体で利用希望の多い事業は、「子どもあんしん電話相談事業」（21.4％）、「幼稚園

での子育て支援事業」（17.7％）、「保育所子育て支援事業」（17.2％）である。 

◇ 「利用を希望しない」の割合が最も高いのは、「産前・産後ヘルプ事業」（25.0％）

である 

 

N=

のびのび子育てサポート事業 3,596

子育て総合相談窓口 3,596

主任児童委員等による子育てサロン 3,596

保育所子育て支援事業 3,596

産前・産後ヘルプ事業 3,596

幼稚園での子育て支援事業 3,596

子どもあんしん電話相談事業 3,596

13.6

13.0

12.0

17.2

10.5

17.7

21.4

42.4

45.6

42.1

41.2

36.3

36.6

39.3

15.7

13.8

19.0

15.4

25.0

18.5

12.6

28.3

27.6

26.9

26.2

28.2

27.1

26.6

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

利用を希望する どちらでもない 利用を希望しない 無回答

 

 

 

【前回調査との数値比較】 

 

  
今後利用を希望する 

平成 30年 令和 5年 変化量 

のびのび子育てサポート事業 11.2 13.6 2.4 

子育て総合相談窓口 13.2 13.0 ▲ 0.2 

主任児童委員等による子育てサロン 15.0 12.0 ▲ 3.0 

保育所子育て支援事業 21.9 17.2 ▲ 4.7 

産前・産後ヘルプ事業  9.0 10.5 1.5 

幼稚園での子育て支援事業 23.9 17.7 ▲ 6.2 

子どもあんしん電話相談事業 28.2 21.4 ▲ 6.8 
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 ■各種地域の子育て支援事業についてあてはまるものを選んでください。 

 

【参考】 

地域の子育て支援の事業 内 容 

地域子育て支援拠点事業（つど

いの広場を含む） 

主に０歳～３歳の親子が気軽に集い、相談・交流を図

ることができる場を提供する事業 

保育所地域子育て支援センター 

地域の子育て家庭を総合的に支援するため、保育所に

おいて、専任の職員を配置し、育児不安等の相談、子

育てサークル等の支援、地域の子育て事業の情報提供

などを行う事業 

児童館での子育て支援事業 

乳幼児とその保護者を対象としたクラブや交流事業、

子育て家庭に対する相談援助、子育てサークル等に対

しての活動場所の提供・支援 

７５８キッズステーション（名

古屋市子ども・子育て支援セン

ター） 

子育て支援関係機関のネットワークづくりや子育てサ

ークルへの支援などを行う子育て相談・交流のネット

ワークの拠点施設 

 

 各種地域の子育て支援事業の利用について 【就学前 問 68～問 70】 
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【利用の状況等】 

◇ 全体では、「知っているが利用したことはない」の割合が 35.1％と最も高い。 

◇ 利用したことのある割合は、「3歳未満の親」が 45.1％、「3歳以上の親」が 38.5％

となっている。 

N=

全体 3,596

3歳未満の親 1,462

3歳以上の親 1,989

4.9

8.3

2.7

9.9

13.9

7.2

26.1

22.9

28.6

35.1

35.3

35.7

22.2

18.7

24.4

1.8

0.9

1.4

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

毎週利用している 毎週は利用していないが、１か月に数回利用している

１度利用したことがある 知っているが利用したことはない

知らない 無回答

 

 

＜１週あたりの利用回数＞ 

N=

全体 177

3歳未満の親 121

3歳以上の親 53

40.1

41.3

39.6

29.4

28.1

32.1

16.4

16.5

17.0

5.1

5.8

3.8

2.3

0.8

3.8

6.8

7.4

3.8

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

1回 2回 3回 4回 5回以上 無回答

 

 

＜１か月あたりの利用回数＞ 

N=

全体 357

3歳未満の親 203

3歳以上の親 144

34.7

31.5

40.3

33.3

37.9

25.7

18.8

17.7

20.8

5.6

5.4

6.3

4.2

4.9

2.8

3.4

2.5

4.2

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

1回 2回 3回 4回 5回以上 無回答

 

 

【満足度】 

N=

全体 1,472

3歳未満の親 659

3歳以上の親 766

70.5

73.0

68.7

23.0

20.9

24.7

4.8

4.1

5.2

1.7

2.0

1.4

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

満足した どちらでもない 満足しない 無回答
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【今後の利用希望】 

◇ 全体では、「１週あたり( )回、利用したい」「１か月あたり（ ）回、利用したい」

をあわせると、41.8％となっている。 

◇ 「事業が使いやすくなれば利用したい」の割合は、「3 歳未満の親」が 31.6％、「3

歳以上の親」が 41.4％となっている。 

 

N=

全体 1,472

3歳未満の親 659

3歳以上の親 766

19.7

29.6

12.0

22.1

27.2

17.0

36.8

31.6

41.4

18.4

9.0

26.5

3.1

2.7

3.1

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

１週あたり（）回、利用したい １か月あたり（）回、利用したい 事業が使いやすくなれば利用したい

利用しない 無回答

 

＜１週あたりの希望利用数＞ 

 

N=

全体 290

3歳未満の親 195

3歳以上の親 92

46.2

39.0

62.0

29.7

34.4

19.6

16.2

19.0

10.9

2.8

2.6

3.3

4.5

4.1

4.3

0.7

1.0

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

1回 2回 3回 4回 5回以上 無回答

 

＜１か月あたりの希望利用回数＞ 

 

N=

全体 325

3歳未満の親 179

3歳以上の親 130

38.5

36.3

42.3

32.9

31.8

32.3

15.7

19.0

12.3

8.6

8.4

10.0

2.8

2.8

2.3

1.5

1.7

0.8

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

1回 2回 3回 4回 5回以上 無回答
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第４章 お子さんの年齢別に行った質問（就学後）                  

 

 

■あて名のお子さんの教育について、重視していることはありますか。（３つまで） 

◇ 全体では、「自分を大切にすること」が 55.6％と最も多く、次いで「親や友だちな

ど、自分の周囲の人を大切にすること」が 55.3％となっている。 

◇ 「自分を大切にすること」の割合は、いずれの年代の子どもをもつ親も過半数を占

めている。 

 

自分を大切にすること

親や友だちなど、自分の周囲の人を

大切にすること

協調性があること

自分の意見を言えること

正直であること

自制心があること

自立して考えること

身だしなみをよく清潔にすること

目標を立てて努力すること

物事がどのようにして起こるか

興味をもつこと

親の言うことに従うこと

その他

  無回答

55.6

55.3

15.5

40.9

34.8

5.9

27.3

9.8

30.6

9.0

0.8

1.9

1.2

55.2

58.8

16.1

43.2

36.6

5.6

25.4

9.0

26.5

10.0

0.8

2.0

0.8

54.9

52.5

11.7

35.9

36.8

6.5

29.9

12.6

38.3

7.4

0.6

0.8

1.1

61.3

45.8

18.8

36.6

26.2

5.6

32.8

7.9

37.7

6.4

0.0

3.3

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体（N=3,017） 小学生の親（N=1,651） 中学生の親（N=665） 高校生の親（N=393）

 

重視しているお子さんの教育について 【就学後 問８】 
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■一番上のお子さんが小学校に入られたことをきっかけに、父親、母親の就労形態な 

どを変更しましたか。（１つ） 

 

（１）父親 

◇ 全体では、「特に変更していない」が 78.9％と最も多く、次いで「特に変更してい

ないが、子どもを親族や学童保育などに預けることで対応した」が 6.3％である。 

◇ 「中学生の親」「高校生の親」では、「仕事をやめた」と回答した人はいなかった。 

N=

全体 3,017

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

78.9

79.3

82.3

78.4

6.3

7.5

5.3

3.8

1.1

1.5

0.6

0.3

0.6

0.5

0.2

1.0

0.1

0.2

13.0

10.9

11.7

16.5

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

特に変更していない

特に変更していないが、子どもを親族や学童保育などに預けることで対応した

帰宅時間を調整するようになった

パート・アルバイトや在宅ワークなど、子どもの帰宅時間に在宅可能な就労形態に変更した

仕事をやめた

無回答

 

（２）母親 

◇ 母親の場合、変更していない割合が全体で 57.4％と、父親の場合よりも割合が低く

なる。 

◇ 「パート・アルバイトや在宅ワークなど、子どもの帰宅時間に在宅可能な就労形態

に変更した」は、いずれの年代の子どもをもつ母親も１割台となっている。 

N=

全体 3,017

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

39.6

39.4

38.8

42.0

17.8

20.8

16.2

11.2

7.2

8.1

7.7

3.1

11.6

11.7

12.2

13.0

7.2

6.6

7.1

10.9

16.6

13.5

18.0

19.8

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

特に変更していない

特に変更していないが、子どもを親族や学童保育などに預けることで対応した

帰宅時間を調整するようになった

パート・アルバイトや在宅ワークなど、子どもの帰宅時間に在宅可能な就労形態に変更した

仕事をやめた

無回答

 

お子さんの入学による就労形態の変化について 【就学後 問 28】 
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■就労形態などを変更した理由はなんですか。（１つ） 

 

（１）父親 

◇ 全体では、「子育てと仕事の両立が困難になったから」が 35.7％と最も多い。 

◇ 「中学生の親」と「高校生の親」では、「子育てに専念したいから」と回答した人

はいない。 

N=

全体 56

小学生の親 38

中学生の親 5

高校生の親 5

21.4

21.1

20.0

20.0

35.7

31.6

40.0

40.0

10.7

13.2

26.8

28.9

20.0

40.0

5.4

5.3

20.0

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

放課後等に安心して子どもを預けることができる場所がないから 子育てと仕事の両立が困難になったから

子育てに専念したいから その他

無回答

 

 

（２）母親 

◇ 全体では、「子育てと仕事の両立が困難になったから」が 50.8％と最も多く、次い

で「子育てに専念したいから」が 21.7％となっている。 

◇ 「子育てに専念したいから」と回答した母親の割合は、子どもの年代が下がるにつ

れて減少している。 

 

N=

全体 783

小学生の親 435

中学生の親 179

高校生の親 106

12.0

12.2

10.6

10.4

50.8

53.3

48.0

45.3

21.7

17.0

27.9

34.0

11.9

14.5

8.9

7.5

3.6

3.0

4.5

2.8

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

放課後等に安心して子どもを預けることができる場所がないから 子育てと仕事の両立が困難になったから

子育てに専念したいから その他

無回答

 

就労形態を変更した理由について 【就学後 問 29】 
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■あなたの世帯では、現在、お子さんは塾や習い事などに通っていますか。 

（複数回答） 

◇ 全体では、「スポーツ」の割合が 46.6％と最も高く、次いで「学習塾・進学塾」が

40.2％、「絵画・音楽・習字などの芸術の習い事」が 33.6％、「英会話・珠算などの

勉強の習い事」が 26.9％となっている。 

◇ 小学生は「スポーツ」が 60.3％、中学生は「学習塾・進学塾」が 60.9％と割合が

高い。 

 

学習塾・進学塾

家庭教師

通信教育・オンライン教育

英会話・珠算などの勉強の習い事

絵画・音楽・習字などの芸術の習い事

スポーツ

その他

通わせたいが通わせていない

通わせていない

  無回答

40.2

1.5

24.7

26.9

33.6

46.6

4.9

8.7

7.7

1.2

33.3

1.3

30.8

33.8

40.5

60.3

6.1

7.8

3.8

0.6

60.9

2.1

17.9

18.9

27.2

29.5

3.6

8.1

5.9

1.4

41.2

1.5

14.8

9.9

17.8

18.3

1.5

11.5

26.5

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体（N=3,017） 小学生の親（N=1,651） 中学生の親（N=665） 高校生の親（N=393）

 

 

 

 

 

塾・習い事について 【就学後 問 38】 
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【1か月にかかる費用】 

 

１．学習塾・進学塾 

N=

全体 1,214

小学生の親 550

中学生の親 405

高校生の親 162

7.4

12.4

2.2

1.2

18.6

27.6

9.9

6.8

16.3

16.2

17.5

16.7

17.9

13.1

24.4

19.8

8.7

7.1

10.1

9.9

21.9

17.6

25.4

31.5

9.1

6.0

10.4

14.2

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答

 

２．家庭教師 

N=

全体 45

小学生の親 22

中学生の親 14

高校生の親 6

13.3

22.7

7.1

22.2

27.3

28.6

13.3

4.5

21.4

33.3

11.1

18.2

26.7

22.7

28.6

50.0

13.3

4.5

14.3

16.7

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答

 

３．通信教育・オンライン教育 

N=

全体 745

小学生の親 509

中学生の親 119

高校生の親 58

66.6

73.1

49.6

48.3

22.6

18.9

33.6

31.0

5.2

4.5

6.7

12.1

1.2

1.0

2.5

1.7

0.4

1.7

1.7

4.0

2.6

5.9

5.2

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答
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４．英会話・珠算などの勉強の習い事 

N=

全体 812

小学生の親 558

中学生の親 126

高校生の親 39

40.3

41.2

31.7

41.0

33.3

34.6

38.1

25.6

13.2

12.5

15.1

12.8

4.7

4.5

4.0

7.7

1.1

0.9

2.4

1.7

2.0

1.6

5.8

4.3

7.1

12.8

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答

 

５．絵画・音楽・習字などの芸術の習い事 

N=

全体 1,015

小学生の親 669

中学生の親 181

高校生の親 70

54.9

57.1

53.0

35.7

27.6

26.8

27.6

35.7

8.6

9.4

7.2

8.6

2.2

1.5

3.9

4.3

0.7

0.7

0.6

1.4

1.0

0.9

0.6

4.3

5.1

3.6

7.2

10.0

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答

 

６．スポーツ 

N=

全体 1,407

小学生の親 996

中学生の親 196

高校生の親 72

47.1

48.9

42.3

37.5

30.7

31.1

27.0

36.1

10.4

10.5

11.2

9.7

3.6

3.0

6.1

8.3

1.4

1.3
3.1

1.6

1.6
2.6

1.4

5.1

3.5

7.7

6.9

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答
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７．その他 

N=

全体 148

小学生の親 100

中学生の親 24

高校生の親 6

45.3

45.0

33.3

50.0

25.0

25.0

20.8

16.7

6.8

8.0

4.2

2.0

3.0

3.4

4.0

4.2

5.4

7.0

4.2

12.2

8.0

33.3

33.3

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

1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満

4万円以上5万円未満 5万円以上 無回答
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■塾や習い事に通わせたいが通わせていない理由は何ですか。（複数回答） 

◇ 全体では、「経済的に余裕がないから」が 69.1％と最も多く、次いで「子どもがや

りたがらないから」が 31.3％となっている。 

◇ いずれの年代の子どもをもつ親も、「経済的に余裕がないから」と回答した人がも

っとも多く 6割以上となっている。 

 

子どもがやりたがらないから

経済的に余裕がないから

家の近くに塾や習い事がないから

学校のクラブ活動が忙しいから

子どもの自由時間が少なくなるから

その他

  無回答

31.3

69.1

11.5

6.1

12.2

20.2

0.0

30.5

67.2

14.1

0.8

18.0

26.6

0.0

27.8

72.2

5.6

7.4

9.3

13.0

0.0

40.0

71.1

6.7

17.8

0.0

6.7

0.0

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

全 体（N=262） 小学生の親（N=128） 中学生の親（N=54） 高校生の親（N=45）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塾・習い事に通わせていない理由について 【就学後 問 39】 
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■あて名のお子さんとの関係に関する以下の項目について、あなたはどのように思わ

れますか。（各１つ） 

 

N=

ア．子どもの好きなことをわかっている 3,017

イ．子どもの仲の良い友だちの名前を
知っている

3,017

ウ．子どもの学校での様子や出来事を
知っている

3,017

エ．子どもに信頼されていると感じている 3,017

47.1

45.3

26.8

38.4

48.7

43.4

53.9

53.4

2.1

8.1

16.5

5.9

1.7

2.6

2.3

1.6

0.5

0.7

0.6

0.7

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

そう思う だいたいそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

 

 

ア．子どもの好きなことをよくわかっている 

 

N=

全体 3,017

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

2.1

1.6

2.9

2.3

1.7

1.8

1.2

1.8

0.5

0.2

0.3

0.5

47.1

52.0

41.7

34.6

48.7

44.5

54.0

60.8

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

そう思う だいたいそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

 
 

イ．子どもの仲のいい友だちの名前を知っている 

 

N=

全体 3,017

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

45.3

49.8

43.2

28.2

43.4

41.5

44.7

51.4

8.1

6.2

9.2

15.3

2.6

2.3

2.6

3.8

0.7

0.2

0.5

1.3

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

そう思う だいたいそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

 

 

 

 

 

 

 

お子さんとの親子関係について 【就学後 問 50】 
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ウ．子どもの学校での様子や出来事を知っている 

 

N=

全体 3,017

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

26.8

30.5

22.3

18.6

53.9

53.4

55.9

54.5

16.5

14.1

19.4

23.2

2.3

1.8

2.1
3.1

0.6

0.2

0.3

0.8

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

そう思う だいたいそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

 

 

エ．子どもに信頼されていると感じている 

 

N=

全体 3,017

小学生の親 1,651

中学生の親 665

高校生の親 393

53.4

49.4

61.8

58.5

5.9

4.5

8.3

8.9

1.6

1.6

1.2

1.8

0.7

0.5

0.5

1.0

38.4

44.0

28.3

29.8

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

そう思う だいたいそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答
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■あなたは、あて名のお子さんに、最終的にどこまで進学してほしいと考えています

か。（１つ） 

 

◇ 全体では、「大学まで」が最も多く 66.6％である。さらに、「大学院まで」の割合

6.0％を 足すと、72.6％が大学以上の進学を望んでいる。 

◇ 「まだ決めていない」の割合は、「小学生の親」が 18.2％、「中学生の親」が 10.5％、

「高校生の親」が 9.4％となっている。 

 

中学まで

高校まで

専門学校まで

短大・高専まで

大学まで

大学院まで

まだ決めていない

無回答

0.1

6.1

3.7

1.5

66.6

6.0

15.3

0.7

0.1

5.3

3.3

1.6

65.1

5.8

18.2

0.7

0.3

7.7

3.6

1.7

69.5

6.3

10.5

0.5

0.0

6.9

6.1

1.0

70.2

5.9

9.4

0.5

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

全 体（N=3,017） 小学生の親（N=1,651） 中学生の親（N=665） 高校生の親（N=393）

 

 

 

 

 

 

 

お子さんの進路について 【就学後 問 51】 
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【あて名のお子さんが小学生の保護者のかた】 

 

■あて名のお子さんは、平日の放課後をどのように過ごしていますか。（複数回答） 

◇ 「自宅」が 75.1％と最も多く、次いで「習い事」が 55.2％となっている。 

 

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

学校で行われる部活動
（課外活動を含む）

習い事（ピアノ教室、サッカー
スクール、学習塾など）

トワイライトスクール、
トワイライトルーム

学童保育（児童館で行われる
学童保育を含む）

児童館

放課後等デイサービス
（障害児通所支援）

のびのび子育てサポート事業

その他（公園など）

  無回答

75.1

11.3

16.4

55.2

27.1

10.1

0.6

3.6

0.1

24.7

1.0

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

(N = 1,651)

 

お子さんの放課後の過ごし方について 【就学後 問 52】 
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【1週間あたりの日数】 

N=

自宅 1,240

祖父母宅や友人・知人宅 186

学校で行われる部活動 270

習い事 911

トワイライトスクール、ルーム 447

学童保育 166

児童館 10

放課後等デイサービス 59

のびのび子育てサポート事業 1

その他（公園など） 407

17.2

49.5

52.2

24.6

28.0

0.6
40.0

13.6

100.0

39.8

18.3

22.6

35.9

32.1

19.0

10.2

30.0

15.3

31.4

14.0

8.1

10.0

22.4

15.4

13.9

20.0

23.7

15.5

9.8

3.2

12.8

11.2

11.4

13.6

5.7

39.0

14.0

0.4
7.6

23.9

62.0

10.0

33.9

6.9

1.9

2.7

1.5

0.5

2.5

1.8

0.7

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

1日 2日 3日 4日 5日以上 無回答

 

 

【利用終了時間】（トワイライトスクール、ルーム、学童保育のみ） 

 

 

N=

トワイライトスクール、ルーム 447

学童保育 166

43.6

1.8

31.3

15.7

15.7

59.0

5.6

22.3

3.8

1.2

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

16時台以前 17時 18時 19時以降 無回答
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■あて名のお子さんは、休日（学校がない日）をどのように過ごしていますか。 

（複数回答） 

◇ 「自宅」が 89.0％と最も多い。 

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

学校で行われる部活動
（課外活動を含む）

習い事（ピアノ教室、サッカー
スクール、学習塾など）

トワイライトスクール、
トワイライトルーム

学童保育（児童館で行われる
学童保育を含む）

児童館

放課後等デイサービス
（障害児通所支援）

のびのび子育てサポート事業

その他（公園など）

  無回答

89.0

25.4

1.0

38.2

2.6

1.3

0.7

1.8

0.0

44.3

1.0

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

(N = 1,651)

 

 

 

お子さんの休日（学校がない日）の過ごし方について 【就学後 問 53】 
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【1か月あたりの日数】 

N=

自宅 1,469

祖父母宅や友人・知人宅 419

学校で行われる部活動 16

習い事 631

トワイライトスクール、ルーム 43

学童保育 22

児童館 12

放課後等デイサービス 29

のびのび子育てサポート事業 0

その他（公園など） 731

4.8

39.4

31.3

10.3

23.3

31.8

50.0

20.7

12.2

11.1

31.5

6.3

8.2

44.2

18.2

25.0

13.8

24.5

4.8

7.4

12.5

5.7

4.7

18.2

6.9

10.4

19.5

14.3

43.8

53.4

20.9

27.3

8.3

31.0

31.9

55.3

6.2

6.3

21.2

2.3
4.5

16.7

24.1

19.6

4.5

1.2

1.1

4.7

3.4

1.5

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

1日 2日 3日 4日 5日以上 無回答

 

 

 

 

【利用時間】（トワイライトスクール、ルーム、学童保育のみ） 

 

＜始まり＞ 

N=

トワイライトスクール、ルーム 43

学童保育 22

72.1

90.9

11.6 7.0

9.1

9.3

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

9時台以前 10時 11時以降 無回答

 

 

 

＜終わり＞ 

N=

トワイライトスクール、ルーム 43

学童保育 22

14.0

4.5

14.0 20.9

9.1

18.6

36.4

18.6

36.4

4.7

9.1

9.3

4.5

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

14時以前 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答
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■あて名のお子さんは、夏休みや冬休みなどの長期休業をどのように過ごしています 

か。（複数回答） 

◇ 「自宅」が 82.8％と最も高く、次いで「習い事」が 46.3％となっている。 

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

学校で行われる部活動
（課外活動を含む）

習い事（ピアノ教室、サッカー
スクール、学習塾など）

トワイライトスクール、
トワイライトルーム

学童保育（児童館で行われる
学童保育を含む）

児童館

放課後等デイサービス
（障害児通所支援）

のびのび子育てサポート事業

その他（公園など）

  無回答

82.8

44.9

0.9

46.3

23.7

10.2

1.3

3.5

0.1

35.6

1.6

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

(N = 1,651)

 

 

 

【1か月あたりの日数】 

 

N=

自宅 1,367

祖父母宅や友人・知人宅 742

学校で行われる部活動 15

習い事 765

トワイライトスクール、ルーム 392

学童保育 168

児童館 21

放課後等デイサービス 57

のびのび子育てサポート事業 1

その他（公園など） 587

1.9
19.3

40.0

3.1

4.8

1.2
57.1

1.8

9.5

8.3

36.1

33.3

25.4

21.9

8.3

23.8

17.5

29.6

21.9

25.6

6.7

31.4

23.0

12.5

4.8

15.8

100.0

34.4

10.1

6.2

16.9

17.3

13.1

15.8

7.7

18.9

5.4

13.3

16.6

23.7

53.6

9.5

26.3

7.3

8.5

0.8

2.0
2.8

5.4

14.0

1.2

21.2

2.0

0.5

1.0

2.4

8.8

3.1

9.3

4.6

6.7

4.2

5.4

3.6

4.8

7.2

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

3日未満 3～5日 6～10日 11～15日 16～20日 21～25日 26日以上 無回答

 

お子さんの長期休業中の過ごし方について 【就学後 問 54】 
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【利用時間】（トワイライトスクール、ルーム、学童保育のみ） 

 

＜始まり＞ 

N=

トワイライトスクール、ルーム 392

学童保育 168

87.2

91.1

3.6

1.2

1.3

3.0

7.9

4.8

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

9時台以前 10時 11時以降 無回答

 

 

 

＜終わり＞ 

N=

トワイライトスクール、ルーム 392

学童保育 168

13.5

1.8

15.1

1.2

22.7

3.6

21.9

16.7

12.5

51.2

5.9

20.8

8.4

4.8

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

14時以前 15時 16時 17時 18時 19時以降 無回答

 

 

 

 



345 

【あて名のお子さんが小学生の保護者のかた】 

 

 

■トワイライトスクール、ルームまたは学童保育を現在、利用していない理由は何で 

すか。（３つまで） 

 

◇ 「子どもが帰宅する時間に、保護者が自宅にいるから」が 52.2％と最も多く、次い

で「子どもが一人で過ごすことができるから（好きだから）」が 30.5％となってい

る。 

 

子どもが帰宅する時間に、保護者が
自宅にいるから

祖父母宅や知人・友人宅で過ごせるから

子どもが一人で過ごすことができるから
（好きだから）

学校内での運動・文化活動に参加しているから

習い事（ピアノ、サッカースクール、学習塾等）
に通っているから

児童館で過ごしているから

放課後等デイサービス（障害児通所支援）を
利用しているから

公園、図書館などの施設で過ごしているから

子どもが通える範囲に学童保育がないから

トワイライトスクール（トワイライトルーム）や
学童保育の開設時間が短いから

トワイライトスクール（トワイライトルーム）や
学童保育の活動内容が子どもに合わないから

子どもの興味・関心を伸ばす継続的な
取り組みが少ないから

子どもが自由に過ごすことができないから

その他

  無回答

52.2

9.8

30.5

7.0

29.7

0.1

3.3

5.7

0.5

2.2

11.6

5.5

8.7

13.0

12.2

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

(N = 965)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

トワイライトスクール、ルーム・学童保育を利用しない理由について 

【就学後 問 55】 
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【あて名のお子さんが小学生の保護者のかた】 

 

■この１年間で、あて名のお子さんが病気やケガ等で学校を休まなければならなかっ 

た場合、どのように対応しましたか。（複数回答） 

◇ 「母親が休んだ」が 69.1％と最も多く、次いで「父親または母親のうち、就労して

いないかたが看護した」が 22.6％となっている。 

 

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に
看護してもらった

父親または母親のうち、
就労していないかたが看護した

病児・病後児デイケア事業を
利用した

ベビーシッターを利用した

のびのび子育てサポート事業
を利用した

仕方なく子どもだけで
留守番させた

その他

  無回答

20.6

69.1

12.6

22.6

1.5

0.3

0.0

5.3

4.6

0.8

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

(N = 1,170)
 

 

 

病気やケガ等での休みの対応について 【就学後 問 57】 
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【日数】 

N=

父親が休んだ 241

母親が休んだ 808

親族・知人に看護してもらった
（同居者を含む）

147

父親または母親のうち、
就労していないかたが看護した

264

病児・病後児デイケア事業を利
用した

17

ベビーシッターを利用した 3

のびのび子育てサポート事業を
利用した

0

仕方なく子どもだけで
留守番させた

62

その他 54

34.9

13.1

23.1

7.2

17.6

45.2

20.4

19.9

15.5

29.9

14.8

29.4

19.4

9.3

13.3

14.5

17.7

13.3

5.9

33.3

11.3

7.4

2.5
4.3

2.0

3.8

3.2

1.9

13.7

18.7

13.6

17.4

17.6

66.7

6.5

18.5

5.4

9.0

2.0
11.4

11.8

6.5

5.6

9.1

21.4

8.2

23.5

5.9

3.2

16.7

1.2

3.5

3.4

8.7

11.8

4.8

20.4

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

1日 2日 3日 4日 5日 6～9日 10日以上 無回答

 

 

 

 

■あて名のお子さんが病気やケガで学校を休まなければならないときに、できれば病 

気のお子さんを対象とした保育事業等を利用したいと思いますか。（１つ） 

 

◇ 「利用を希望しない」が 56.6％と最も多く、次いで「父親、母親が休めないときは

利用したい」が 35.2％となっている。 

 

N=

小学生の親 452 56.6 35.2 4.9

0.7

2.7

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

利用を希望しない 父親、母親が休めないときは利用したい できれば病気のときはすべて利用したい その他 無回答

 

 

 

【日数】（利用したい場合のみ） 

 

N=

父親・母親が休めない
ときは利用したい

159

できれば病気のときは
すべて利用したい

22

47.2

4.5

25.2

36.4

10.1

22.7

5.0

4.5

12.6

31.8

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

1～4日 5～9日 10～14日 15～19日 20日以上 無回答

 

 

病気やケガ等で休みの場合の保育事業利用希望について 【就学後 問 58】 
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～自由意見～ 

 

 

◇ 就学前の子の保護者は「経済的負担」についての意見が 25.9％と最も多く、次いで

「まちづくり」についての意見が 17.2％であった。 

◇ 就学後の子の保護者は「経済的負担」についての意見が 27.7％と最も多く、次いで

「学校教育」についての意見が 17.5％であった。 

 

表  保護者（就学前・就学後）の意見の概要・件数 

 保護者（就学前） 保護者（就学後） 

件数（件） 構成比（％） 件数（件） 構成比（％） 

学校教育 58 3.2 197 17.5 

家庭 17 1.0 12 1.1 

放課後・子どもの 

居場所 
    152       8.5      124     11.0 

経済的負担 463 25.9 313 27.7 

障害児支援 20 1.1 26 2.3 

まちづくり 308 17.2 122 10.8 

社会 138 7.7 89 7.9 

医療 18 1.1 5 0.4 

保育所・幼稚園 213 11.9 25 2.2 

子育て支援 164 9.2 57 5.1 

行政等 179 9.7 100 8.9 

その他 58 3.2 58 5.1 

合計 1,788 100.0 1,128 100.0 

 

    主な意見は、以下のとおりである。 

 

（１） 学校教育（就学前：58 件 就学後：197 件） 

＜就学前＞ 

・小学校ごとの教育の質に差が大きい。 

・公立中学校への給食導入。 

・公立小学校が古く、汚い。 

・小学生がのびのびボール、野球遊びできる場所がないので、校庭開放をしてほ

しい。 

＜就学後＞ 

・不登校の子の居場所作り、進学へ希望の持てない子へのフォロー。制服の自由

（制服自体が拒否なため）。居場所作りでは充分な広さを確保し、一人になれ

る空間も必要。 

・小・中学生に自転車のヘルメット着用を校則で義務化してほしい。 

・性教育の拡充。 

子ども・子育て支援のあり方や必要だと思われる支援策、環境整備、名古屋市に望む

ことについてのご意見などを、ご自由にお書きください。 
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・名古屋の小学校はＩＴ化が遅れていると知った。私がきいたのは大阪のことで

したが、進んでいる地域を参考にどんどん取り入れていってほしいと思いまし

た。 

 

（２） 家庭（就学前：17件 就学後：12件） 

＜就学前＞ 

・父親の帰宅を早くしてほしい。 

・男性の家事育児についてもっと情報や参加するシステム作りが必要だと感じる。

女性の社会進出、仕事との両立は進んでいるのに男性の家事育児スキルは一向

に上がらない。社会全体で取り組んでほしい。 

・出産後のパパママ教室があると良い。子どもの成長時期の特徴などパパの理解

がもっと欲しいと思った。 

＜就学後＞ 

・名古屋市の子育ては近くに頼れる親族がいる事を前提にして全てが考えられて

いる。夫すら子育てに頼れない家庭もある事をもっと認識すべき。妻の就労意

欲は十分にあるが、子供が病気になった際の預け場所が近くにないので働けな

い。 

・子供の授業参観や、急な発熱対応等、平日であっても男性も積極的に子育てに

参加する風潮が必要。育児休業だけでなく、子供が大きくなってからも男性に

子育てに協力してもらえないと、女性の仕事と子育ての両立は成り立たない。

現在の子育て対応はまだまだ女性中心であり、仕事との両立はすごく大変だと

感じる。 

 

（３） 放課後・子どもの居場所（就学前：152件 就学後：124件） 

＜就学前＞ 

・小学生が放課後に安心して楽しくすごせる場所の拡充。 

・小学校のトワイライトを１９：００までにしてほしいです。１８：００までだ

と定時に帰っても間に合いません。ぜひお願いします。 

＜就学後＞ 

・子どもの面倒を見てくれる人（教員やデイサービス、学童など）の待遇をよく

して質とキャパをあげることで子どもを預けようと思える親もでてきて循環

していくと思います。即効性はないので地道な活動、支援が必要でしょう。 

・子どもが学校へ行けない時期がありました。子も親も苦しかったです。学校以

外の居場所が増えるといいです。フリースクールなどは高額なところが多いで

す。 

・学区外の子どもでも仲間に入りやすいような取り組みをされているトワイライ

トや地域活動がもっとあれば助かるのになあと思います。 
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（４） 経済的負担（就学前：463 件 就学後：313件） 

＜就学前＞ 

・今の子育て手当、補助金では、子どもを欲しくても増やせば増やしただけ経済

的に余裕がなくなるから増やせない。 

・ひとり親の手当を値上げして下さい。 

・まわりの環境や家庭の事情にかかわらず、子供が生まれてから義務教育を受け

る年齢までは平等に無償の支援（教育、医療、学費など）が必要だと思います。 

・０～２才の保育料無償化希望。月６万も払っていく生活に苦しかった。 

・不妊治療の経済的負担、税金、収入が増えたところで税金ばかり上がり子育て

にお金がかかり不妊治療までお金がまわらない。名古屋は色々とお金が高すぎ

る。 

＜就学後＞ 

・私立高校の助成が、わずかに収入を上回って受けられないと、不公平に感じる。 

いっそう収入が少ない方がいいのかと、やるせなくなる。 

・大学進学希望なので学費の不安が大きいです。 

・現在最低でも高卒があたり前の時代になっていると思われますので義務教育の

中学校までの各種手当枠を高校まで広げた方が良いと思います。 

・医療費無料はありがたいです。 

・第三子に対する補助を年の差があってももっと手厚くして欲しい。 

 

（５） 障害児支援（就学前：20件 就学後：26 件） 

＜就学前＞ 

・施設、保育の現場を含めて、子供の行動が定型発達異常だととても肩身が狭い

です。定型発達だと受けられる支援が多いのに、もっと必要とする子供への支

援が少なく感じます。 

・障害がある子供が通いやすい施設が増えるといい。 

・病気、障害がある子どもの保活は、本当に大変でした。受け入れ先が増えるこ

とを願います。又、就学後は長時間の預け先が見つからないと仕事を続けられ

なくなる可能性が高く、将来的な経済面の不安が出てきます。きょうだいが居

るので学童の整備はもちろん、障害児向けの長時間の受け入れ先の整備も望み

ます。 

・ＡＳＤ・ＡＤＨＤ・知的障害・多動症など障害に対する情報が周知されてない

と感じます。障害者を持つ親だけでなく、健常児の親や役所全職員にきちんと

した知識がもてるようにしてほしいです。 

＜就学後＞ 

・軽度知的障害に対する支援の少なさを感じます。 

・発達障害のグレーゾーンや学校に行きたくない、教室へ入ることができない子

供の支援、居場所がもっとできるといいです。また、利用費もお手頃価格にし

てもらいたいです。 

・発達に問題のある子供に対して、支援できる人材を増やしてほしい。学校に話

しても対応してくれないので困っている。 

・障がい児に対してのサポートがかなり受けられて大変感謝しています。絶対に
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名古屋から出たくないと思えるほど、多方面のサポートを受けることができて

います。 

 

（６） まちづくり（就学前：308 件 就学後：122件） 

＜就学前＞ 

・歩道がない道路の整備をお願いします。特に飯田街道。車通りが多いのに、歩

道がなく危険。 

・転勤で初めて名古屋へ住んで初の子育てをしています。名古屋駅や他の駅のエ

レベーターの無いこと、遠いことにびっくりしました。ベビーカーできつく感

じました。 

・公園や地下鉄、公共施設等のトイレをもっときれいに。必要であれば新しくし

て、子どもから大人まで使いやすくしてほしいです。 

・夏に公園で遊ばせたいが、遊具が暑すぎて危険。屋根があるといい。無料で遊

べる屋内施設（大型遊具有り）が増えてほしい。 

＜就学後＞ 

・歩いていける距離に気軽に遊びにいける広場や公園などをたくさん整備してほ

しい。 

・街灯のＬＥＤ化（夜道が暗い）。 

・子ども達がボール遊びできる公園が減っていて困っています。 

・朝、登校時の旗当番など地域でもっと見守っていけることができたらと思う。

子育て中は旗当番も大変なので、シルバーさんなどの協力があればありがたい。 

・不審者情報をよく聞くので、パトロールなどをして子どもが安心して外出でき

ると助かる。歩道をしっかり整備してほしい（線が消えている、草や木が生え

ている、電柱で通れないなど）。 

・無料や低価格で、子どもたちが安心して遊ぶことのできる公園、スポーツ施設

など、体を動かしたり、遊べる場所、図書館、芸術を楽しく場所など、家と学

校以外で子どもたちがスマホ、ゲーム漬けにならず、健全に遊べる場所、成長

できる場を作ってほしい。 

 

（７）社会（就学前：138 件 就学後：89件） 

＜就学前＞ 

・仕事を続けながらの育児は、そうとう環境にめぐまれていないと難しいと思う。

特に正社員は、まだまだ女性が育児という概念が強い。これを取っぱらわない

限り、女性の負担は増すばかり。自分が産まれ時より女性の負担が増えている

ように感じます。 

・仕事を休む際は母親が休む。子どもは、大声出すことも多いが周りが寛容でな

い。 

・最低賃金あげて下さい。 

・子育てをするために会社の就業時間を法的に規定すること。 

・男性の看護休暇の認知度も上がるとうれしいです。そもそも有休が取りやすけ

れば必要ないですが。 
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＜就学後＞ 

・看護休暇が未就学児までしかもらえませんが、小学生でも看護は必要なので制

度を拡充してほしい。 

・育休制度をとりやすくするためにも、職場に残って仕事する方たちを支える制

度も拡充して欲しい。 

・子ども関係の職業に従事している方の給料 UP など労働条件の向上が必要と思

います。 

・子供の有無に関わらず地域全体で子育てをするような社会の構築を望みます。 

 

（８）医療（就学前：18件 就学後：5件） 

＜就学前＞ 

・小児科が少ないので増えると助かります。また車を所有していないため通院の

際にタクシーを利用しますがタクシーチケットなど補助があると嬉しい。 

＜就学後＞ 

・名古屋市の医療無料はよくないと思います。少額でも支払わないとサービスを

得ているという気持ちがうすれるし、それに対して病院も「無料だから」と通

院をむだに長くすすめている気がします。耳鼻科などで「無料なんだし毎日き

なさい」と言われたこともあります。 

・夜間診療に連れていった時、「子どもを診察できる医師がいない」と受付で言

われたことがありました。時間帯なのか、体制なのか、ご事情があるとは思い

ますが、とても不安になりました。改善してくださると嬉しいです。 

 

（９）保育所・幼稚園（就学前：213 件 就学後：25件） 

＜就学前＞ 

・日曜日の保育所が欲しい。日曜も普通に仕事なので。 

・母親が仕事をしていなくても預けれる保育所を増やして欲しいです（下の子を

出産して２人育児と家事の両立が大変でした）。身近に頼れる祖父母が高齢の

ため。 

・保育士さんの給与を大きくあげて頂きたいです。先生方は日々の仕事に追われ

てとても大変そうに感じます。保育士さんのゆとりがうまれることで、より良

い保育、未来を支える子どもたちの生活が豊かになることと思います。名古屋

から全国に、ぜひ発信して下さい！！ 

・自宅に近く、通える所に保育園の空きがない。遠くに行けば空いているが通う

には難しく無理。 

＜就学後＞ 

・保育園の利用に関する条件を緩和して欲しい。就労以外の理由での利用に厳し

すぎる。 

・一時保育の充実。 

・子どもを安心して預けられる環境とするためにも、保育士や教員の待遇改善・

負荷軽減は必須と考える。現在の環境は保育士や教員への負担が大きく、かつ

子どもたちの安全や安心にも不安がある。保育士の配置基準の改善、教員の労

働時間の改善などへ向けた市からの補助を望む。 
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（10）子育て支援（就学前：164 件 就学後：57 件） 

＜就学前＞ 

・乳幼児を連れて気楽に参加できるイベント等がもっとあれば嬉しい。 

・何度か病児保育を利用しようとしましたがほぼ毎回定員に達しており、利用が

できません。可能であれば定員が増えるもしくは施設が大きくなればな・・・

と思います。 

・子育てのリフレッシュな時間を設けやすいように、施設の予約がとりやすく、

具体的にどのようなことを行っているかを知る機会を増やしてほしいです。 

・支援センター等が予約なしで気軽に利用できると嬉しい。 

・親族が遠方の場合、預け先がないことに不安を感じます。働いている方（正社

員として）だけでなくもっと様々な働き方に対応できるようにして欲しいです。

宜しくお願い致します。 

・子どもと関わる時間を確保したいので、家事代行が公的サービスとして利用で

きると嬉しい。 

＜就学後＞ 

・子ども達の将来に、学ぶチャンスやスポーツに取り組む際の土台を平等にチャ

ンスを与えてくれる様な子育て支援を求めます。子ども達の才能は、平等に楽

しく努力する権利があると思います。 

・フルで働きたくても受け皿が少ない。また、施設に預けられたとしても、預け

時間が短い。女性に社会進出への意欲があっても現実できていないのが現状な

ため、対応施設を増やしてほしい。 

・市が主体となって子供達が発表したり表現したりするイベントなど各方面にア

ウトプットできるような企画等を発信していって欲しいです。 

・親子で参加できるワークショップ等を増やして欲しい。すべての子供にいろい

ろな体験をさせてあげたい。 

 

 

（11）行政等（就学前：179件 就学後：100 件） 

＜就学前＞ 

・出産祝金の増額などの一時的な金銭支援ではなく（もちろんそれはそれで嬉し

いですが）永続的な支援を考えてくださるととても助かります。 

・子どもあんしん電話相談について、いつ電話をかけてもつながりません。改善

していただけると助かります。 

・せっかくマイナンバーカード作ったのにコンビニなどで住民票をとれないのを

変えてほしい。子づれで役所はキツい。病院も子供を預けられる場所が増える

といいのに。 

・ひとり親で不安をかかえている 相談する場所等わかりやすくしてほしい。 

・市内でも地域により支援に差があるように感じる。難しい面もあると思うが、

なるべく統一した状況にしていただきたい。 

・保育施設、学校のデータベースがほしい。特に力を入れていることや行事、年

間スケジュールやＰＴＡの活動状況、保護者の評価や口コミなど。地域に知り

合いがいないと情報がない。 
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＜就学後＞ 

・不妊治療をしてから生まれ私達の年齢での子育ては体力的にきびしいです。 

親の介護もあるため、働くことも難しいです。子育て支援を子育てだけで考え

ず、色々な状況に対応できる政策をお願いします。 

・世帯収入で線引きをする経済的支援ばかりではなく、全ての子どもが恩恵を受

けられる小中学校の環境整備に税金を使ってほしい。 

・子供をもっても不安がなく過せるサポートをお願いします。 

 

（12）その他（就学前：58 件 就学後：58件） 

＜就学前＞ 

・この調査を実施後、どのような意見がありどのような課題が明確になったのか、

結果をフィードバックしてください。 

・子どもが幼い家庭にとって、とても量の多いアンケートだったと思います。 

・第一子から第三子までの 7 年間で、保育所が拡充されたり子育てと仕事の両立

がしやすくなったり、大きく変化したと感じています。特に要望はありません。 

・経済的な負担を解決することはもちろんですが、親自身一人の人間として肯定

感を持てないと、子どもを育てたりたくさん産もうとは思わないのかなと思い

ます。結婚が幸せな全てではない時代です。若い世代に結婚やその後の子育て

生活に安心感や肯定感がなければ、出産にはつながっていかないと思います。 

＜就学後＞ 

・名古屋市はとても住みやすく気に入っています。 

・このアンケートが多すぎる。 

・名古屋市は、とても子育てしやすい環境であると思う。 

 


