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I. 調査概要 
 
1. 調査目的および実施方法等 
（１）調査目的 
 本調査は、子ども・子育て支援新制度の施行に必要なシステムの規模・仕様の確定及び子ども・子育て支援

法第 61 条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画（以下「事業計画」という。）の策定に資する情報を

収集することを目的とする。 

 

（２）調査の対象 
①就学前児童：住民基本台帳から、市内在住の就学前児童を年齢別・地域別に 2,500 人を無作為抽出し対象

とした。 

②就学児童：住民基本台帳から、市内在住の就学児童を年齢別・地域別に 2,500 人を無作為抽出し対象とし

た。 

 

（３）調査期間・方法 
 平成 25 年 11 月 6 日から平成 25 年 11 月 29 日までを調査期間とし、郵送配布・郵送回収により調査を実施

した。 

 

（４）回収状況 
 本調査の回収状況は下表のとおり。 

① 就学前児童調査 

調査票送付数 調査票回収数 調査票回収率 調査対象該当数※1
調査対象該当率※2 

2,500 1,149 46.0% 18,259 13.7% 

※１…平成 25 年 10 月 1 日時点の就学前児童の住民基本台帳人数 
※２…調査対象該当率＝調査票送付数÷調査対象該当数 
 

ア)年齢別回収状況 

年齢 調査票送付数 調査票回収数 調査票回収率 調査対象該当数 調査対象該当率

0 歳 372 168 45.2% 2,717 13.7% 

1 歳 397 190 47.9% 2,912 13.6% 

2 歳 426 188 44.1% 3,107 13.7% 

3 歳 424 190 44.8% 3,106 13.7% 

4 歳 432 208 48.1% 3,152 13.7% 

5 歳 449 193 43.0% 3,265 13.8% 

全体 2,500 1,149 46.0% 18,259 13.7% 
※ アンケート調査票の「お子さんの生年月」が無回答であったサンプルが存在するため、0～5 歳の調査票回収数の合計

と、全体の調査票回収数は一致しない。 
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イ）行政センター別回収状況 
行政センター名 調査票送付数 調査票回収数 調査票回収率 調査対象該当数 調査対象該当率

本庁 348 146 42.0% 2,539 13.7% 

追浜 189 82 43.4% 1,381 13.7% 

田浦 94 43 45.7% 686 13.7% 

逸見 44 24 54.5% 325 13.5% 

衣笠 410 179 43.7% 2,995 13.7% 

大津 266 126 47.4% 1,942 13.7% 

浦賀 271 129 47.6% 1,981 13.7% 

久里浜 377 175 46.4% 2,753 13.7% 

北下浦 249 112 45.0% 1,819 13.7% 

西 252 90 35.7% 1,838 13.7% 

全体 2,500 1,149 46.0% 18,259 13.7% 
※ アンケート調査票の「お住まいの地区」が無回答であったサンプルが存在するため、各行政センターの調査票回収数

の合計と、全体の調査票回収数は一致しない。 

 

 

② 就学児童調査 

調査票送付数 調査票回収数 調査票回収率 調査対象該当数※1
調査対象該当率※2 

2,500 1,059 42.4% 21,054 11.9% 

※１…平成 25 年 10 月 1 日時点の就学児童の住民基本台帳人数 
※２…調査対象該当率＝調査票送付数÷調査対象該当数 
 

ア)学年別回収状況 
学年 調査票送付数 調査票回収数 調査票回収率 調査対象該当数 調査対象該当率

1 年生 395 162 41.0% 3,324 11.9% 

2 年生 397 155 39.0% 3,329 11.9% 

3 年生 409 185 45.2% 3,449 11.9% 

4 年生 414 194 46.9% 3,497 11.8% 

5 年生 440 182 41.4% 3,713 11.9% 

6 年生 445 172 38.7% 3,742 11.9% 

全体 2,500 1,059 42.4% 21,054 11.9% 
※ アンケート調査票の「お子さんの学年」が無回答であったサンプルが存在するため、1～6 年生の調査票回収数の合計

と、全体の調査票回収数は一致しない。 
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イ）行政センター別回収状況 

行政センター名 調査票 
送付数 

調査票 
回収数 

調査票 
回収率 

調査対象 
該当数※1 

調査対象 
該当率※2 

本庁 363 147 40.5% 3,061 11.9% 

追浜 163 69 42.3% 1,374 11.9% 

田浦 100 45 45.0% 841 11.9% 

逸見 53 22 41.5% 446 11.9% 

衣笠 377 144 38.2% 3,179 11.9% 

大津 243 109 44.9% 2,042 11.9% 

浦賀 333 152 45.6% 2,801 11.9% 

久里浜 363 141 38.8% 3,060 11.9% 

北下浦 241 83 34.4% 2,030 11.9% 

西 264 88 33.3% 2,220 11.9% 

全体 2,500 1,059 42.4% 21,054 11.9% 
※ アンケート調査票の「お住まいの地区」が無回答であったサンプルが存在するため、各行政センターの調査票回収数

の合計と、全体の調査票回収数は一致しない。 

 

（５）本報告書の見方および注意点 
・ 集計結果は、特に断りのない限り％（パーセンテージ、百分率）で表示している。 

・ 表やグラフに掲載した比率は、小数第 2 位を四捨五入して表示している。個別の項目を四捨五入している

ため、個別の比率を合計した場合に、全体の比率と一致しないことがある。 

・ 表や、グラフの中の「n」および「サンプル数」は回答者数を示している。 

・ 複数回答が可能な設問（2 つ以上の選択肢への回答が可能な設問）には（複数回答）あるいは（上位３つ）

のように表示している。複数回答の設問の場合、個別の項目を選択した比率を合計すると 100％を上回る

ことがある。 

・ 「年齢別」「家庭類型別」「行政センター別」などのクロス集計の表では、「無効・無回答」であった対象者グ

ループを省略して掲載している場合がある。そのため、「無効・無回答」を省略しているクロス集計表では、

個別項目を合計した結果と、全体の結果は一致しない。 

・ 報告書の図表で、調査票の選択肢が長い場合に、見やすさの観点から表記を簡略化している場合があ

る。 

・ 本調査で「5 年前の調査」と記載のある場合、以下の調査報告書を指す。 

「子育ち支援アンケート・青少年アンケート報告書」（平成 21 年 3 月） 
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2. 調査結果の概要 
(1) 就学前児童調査 

 

【お子さんとご家族の状況】 

 お子さんのきょうだい数は、「1 人」が 35.7%、「2 人」が 45.8%、「3 人」が 14.4%で、3 人までのお子さんを持つ

家庭は全体の 95.9％を占めている。 

 アンケート調査票への回答者は、「母親」が 92.7％を占めている。 

 配偶者のいる回答者は 90.7％、配偶者のいない回答者は 8.2％を占めている。配偶者のいない回答者のうち、

79.0％が母子家庭、4.0％が父子家庭となっている。 

 お子さんの子育てを主に行っているのは、「父母ともに」が 51.1％で最も多く、次いで「母親」が 45.1％となって

いる。 

 

 

【子どもの育ちをめぐる環境】 

 お子さんの子育てに日常的に関わっているのは、「母親」が最も多く 92.6％、次いで「父親」が 60.0％、「幼稚

園」が 31.7％、「祖父母」が 31.3％、「保育園」が 23.8％である。 

 子育てに影響すると思われる環境は、「家庭」が 97.9％、「地域」が 60.5％、「幼稚園」が 55.9％、「保育園」が

33.5％である。 

 「緊急時もしくは用事の際に祖父母等の親族にみてもらえる」人は 61.4％で最も多く、次いで「日常的に祖父母

等の親族にみてもらえる」が 27.2％である。一方で、お子さんをみてもらえる親族・知人が「いずれもいない」人

は 12.4％である。 

 親族や知人に子どもをみてもらえる人のうち、36.4％は「安心して親族にみてもらえる」、7.3％は「安心して友

人・知人にみてもらえる」との回答となっている。一方、41.4％は「親族の時間的制約や精神的負担が心配であ

る」とし、37.6％は「親族の身体的負担が心配である」と考えている。また、「親の立場として負担をかけているこ

とが心苦しい」と回答したのは 27.8％であった。 

 気軽に相談できる人や場所が「ある」のは 89.8％、「ない」と回答した人は 3.9％であった。 

 子育てに関して気軽に相談できる先は、「配偶者」が最も高く 85.6％、「祖父母等の親族」は 78.2％、「友人や

知人」は 78.2％であった。 

 子育てで不安やストレスを感じることが「よくある」は 17.3％、「ときどきある」は 60.0％で、合わせて 77.3％が子

育てで不安やストレスを感じることが「ある」と回答した。5 年前の調査と比較すると、子育てで不安やストレスを

感じることが「ある」（「よくある」と「ときどきある」の合計）の比率は 6.4 ポイント増加した。 

 どのような時に子育てで不安やストレスを感じるかは、「自分が病気をしたとき」が 35.7％、「子どもが病気やケ

ガをしたとき」が 35.1％と、病気やケガをしたときという回答が多い。次いで、「経済的に不安を感じた時」が

28.1％である。 

 子育てを楽しいと感じることが多いか、辛いと感じることが多いかでは、7 割以上が「楽しいと感じることの方が

多い」と回答した。「辛いと感じることが多い」と回答したのは 2.5％である。 

 子育てをする中で有効と感じる対策（上位 3 つ）で、最も回答が多かったのは「地域における子育て支援の充

実」が 36.2％、次いで「仕事と家庭生活の両立」が 34.1％、「保育サービスの充実」が 33.5％、「子育てしやす

い住居・町の環境面での充実」が 31.6％、「小学校の放課後等の居場所の充実」が 26.2％となっている。 

 理想的なお子さんの人数として、最も多いのは「3 人」（46.1％）、次いで「2 人」（45.0％）であった。理想的な人

数として「1 人」を希望するのは 2.5％であるのに対し、実際のお子さんの人数が「1 人」であるのは 35.7％に上
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る。理想的な人数より実際のお子さんの人数が少ないのは、全体の 59.5％であった。 

 理想的な人数に比べ現在のお子さんの人数が少ない理由として、「金銭面での負担が大きい」が 61.0％を占め

た。 

 

 

【保護者の就労状況】 

 母親の就労状況は「以前は就労していたが、現在は就労していない」が最も多く 46.5％を占めている。フルタイ

ム、またはパート・アルバイト等で就労している母親（産休・育休・介護休業中を含む）は、41.0％を占めている。

5年前の調査と比較すると、「以前は就労していたが現在は就労していない」母親の比率が9.0ポイント減少し、

フルタイムで就労している母親（産休・育休・介護休業中を含む）の比率は 5.3 ポイント増加している。 

 フルタイムの母親の 1 週当たりの就労日数は「週 5 日勤務」が 76.3％を占める。次いで「週 6 日勤務」が 6.5％

であった。１日当たりの勤務時間は「8 時間」が 50.0％を占めている。月の就労時間は、58.2％が「月 160～

200 時間未満」となった。家を出る時間では、「7 時台」が 50.4％で最も多く、帰宅時間は「18 時台」が 43.5％で

最も多い。 

 パートタイム・アルバイト等の母親の 1 週当たりの就労日数は「週 4 日」が 31.1％で最も多く、次いで「週 5 日」

が 23.0％、「週 3 日」が 17.9％を占める。１日当たりの勤務時間は「6 時間」が 20.4％と最も多く、7 時間未満ま

でで 63.8％を占める。月の就労時間は、「月 64 時間未満」が 26.4％、「月 64～120 時間未満」が 37.0％、「月

120 時間以上」が 23.0％となった。家を出る時間では、「8 時台」が 31.5％で最も多く、帰宅時間は 14 時台から

18 時台までに 54.5％が分布している。 

 パートタイム・アルバイト等で就労している母親のうち、33.2％がフルタイムへの転換希望がある。51.1％は、パ

ートタイム・アルバイトの就労を続けることを希望している。 

 未就労の母親のうち、67.3％が就労を希望しており、「子育てや家事に専念したい（就労の希望はない）」を選

択した比率は 14.5％であった。 

 1 年より先に就労を希望する母親のうち、一番下の子どもが「7 歳」になった時に就労を希望する母親は 23.4％、

次いで「3 歳」になった時に就労を希望する方が 18.8％であった。 

 「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した未就労の母親のうち、84.9％が「パートタイム・アルバイ

ト等」での就労を希望し、13.5％が「フルタイム」での就労を希望している。 

 未就労の母親の「パートタイム、アルバイト等」での希望就労形態は、51.4％が 1 週当たり「3 日」、74.8％が 1

日当たり 4～5 時間を希望している。希望する月の就労時間は、「月 64 時間未満」が 52.3％、「月 64～120 時

間未満」が 42.1％、「月 120 時間以上」が 4.7％であった。 

 父親の就労状況はフルタイムの就労（産休・育休・介護休業中を含む）が 90.5％と最も多い。 

 フルタイムの父親の 1 週当たりの就労日数は「週 5 日勤務」が 48.6％、次いで「週 6 日勤務」が 23.4％であっ

た。１日当たりの勤務時間は「8 時間」が最も多く 26.7％であった。月当たりの就労時間では、「月 200 時間以

上」（例えば週５日、１日１０時間以上の就労状況）が 38.2％を占める。 

 家を出る時間では、「6～7 時台」で 44.9％を占め、帰宅時間は「19 時台」が最も多く 15.3％であるが「22 時台

～翌 5 時」の回答も 15.2％存在する。 
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【平日の定期的な教育・保育事業の利用状況】 

 幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用しているのは全体の 64.9％である。5 年前の調査

と比較すると、定期的な教育・保育の事業の利用者は 45.7％から 64.9％と 19.2 ポイント増加した。 

 幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」の利用者のうち、「幼稚園」の利用者は 57.0％、「認可保

育所（保育園）」は 35.0％を占める。利用者における利用事業の比率を 5 年前と比較すると、「幼稚園」の利用

者は 2.9 ポイント減少し、「幼稚園の預かり保育」に関しては、5 年前調査と比較して 9.0 ポイント減少した。 

 平日の定期的な教育・保育の利用状況と希望に関して、週当たりの利用状況は「週 5 日」が 82.3％で、「週 6

日」が 2.8％である。1 日当たりの利用時間は「5～6 時間」で 45.6％を占める。利用希望は「6～8 時間」の希望

が多く合計で 47.4％を占める。現在の利用開始時間は「9 時台」が最も多く 46.3％、利用終了時間は「14 時台」

が最も多く 33.7％である。 

 現在利用している教育・保育事業の実施場所は横須賀市内が 96.2％を占める。 

 現在利用している教育・保育の事業を利用されている理由は、「子どもの教育の発達のため」が 70.0％、次い

で「子育てをしている方が現在就労している」が 46.0％である。 

 平日に定期的に教育・保育の事業を利用していない理由として最も多い回答は、「子どもがまだ小さいため」

（59.6％）、次いで「利用する必要がない」（47.8％）であった。「利用したいが、教育・保育の事業に空きがない」

と回答した人は 10.5％存在する。 

 平日の教育・ 保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業は、「幼稚園」が 71.0％、「認可保育所

（保育園）」が 36.8％、「幼稚園の預かり保育」が 36.4％、「認定こども園」が 25.9％である。 

 「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育を望むかについては、「幼児期に必要な

体験」が 74.5％、「人格形成の基礎を築く教育・保育」が 69.9％、「生活習慣の確立」が 46.6％であった。 

 「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育の環境や設備を望むかについては、「子

どもがのびのびと運動ができる園庭」が58.8％、「保育士や幼稚園教諭の手厚い配置」が55.8％、「子どもの発

達に応じた広さや環境を備えた保育室」が 49.1％、「給食の提供」が 36.3％であった。 

 

 

【地域の子育て支援事業の利用状況について】 

 「愛らんど」を利用している人は 16.8％、「わいわい広場」を利用している人は 7.4％で、「利用していない」は

77.5％であった。5 年前の調査と比較しても利用率に大きな変化がない。愛らんどの利用頻度は、1 ケ月当たり

「1 回」が最も多く 53.1％である。わいわい広場の利用頻度は、1 年当たり「1～3 回」で 58.8％を占める。 

 「愛らんど」や「わいわい広場」の利用回数を現在よりも増やしたいと考えているのは 25.8％となっている。 

 今後の利用意向（１ケ月当たりの利用頻度）は、現在利用していない回答者で「月 1～2 回」が 70.3％を占め

る。 

 子育て支援の事業に関する認知、利用の有無、今後の利用意向を事業別集計した結果は以下の通りである。 

① 健康福祉センターの子育て教室の認知度は 84.7％、利用したことがあるのは 59.4％、今後の利用意向は

33.5％であった。 

② 健康福祉センターの育児相談会の認知度は 61.1％、利用したことがあるのは 14.4％、今後の利用意向

は 33.6％であった。 

③ 横須賀市子育てホットラインの認知度は 65.2％、利用したことがあるのは 9.7％、今後の利用意向は

38.5％であった。 

④ 保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談の認知度は 64.6％、利用したことがあるのは 33.4％、今後

の利用意向は 57.2％であった。 
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⑤ 保育園や幼稚園での親子教室や講演会の認知度は 60.1％、利用したことがあるのは 35.2％、今後の利

用意向は 56.0％であった。 

⑥ 地域の子育て広場やサロンの認知度は 77.4％、利用したことがあるのは 44.9％、今後の利用意向は

45.4％であった。 

⑦ はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）の認知度は 80.4％、利用したことがあるのは 25.0％、今後の利用

意向は 44.3％であった。 

⑧ 市発行の「子育てガイド」の認知度は54.8％、利用したことがあるのは26.4％、今後の利用意向は51.8％

であった。 

⑨ 子育て支援ヘルパーの認知度は 53.5％、利用したことがあるのは 3.9％、今後の利用意向は 25.2％であ

った。 

⑩ 乳幼児健康支援デイサービスセンターの認知度は26.4％、利用したことがあるのは1.8％、今後の利用意

向は 24.0％であった。 

 

 

【土曜・休日や長期期間中の「定期的」な教育・保育の利用希望】 

 土曜日の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、「ほぼ毎週利用したい」が 8.8％、「月に 1～2 回利用した

い」が 26.4％となっている。５年前の調査と比較すると、「利用する必要はない」が 8.9 ポイント減少した。土曜日

の利用希望時間は、開始が「9 時台」が最も多く 40.8％、利用終了時間は「15 時台～18 時台」に73.6％が分布

している。 

 日曜日・祝日の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、「ほぼ毎週利用したい」が 2.4％、「月に１～2 回利

用したい」が 18.5％となっている。5 年前の調査と比較すると、「月に 1～2 回利用したい」が 4.8 ポイント増加し

た。日曜日・祝日の利用希望時間は、開始が「9時台」が最も多く40.3％、利用終了時間は「15時台～18時台」

に 75.2％が分布している。 

 土曜日、日曜日、祝日の定期的な教育・保育の事業を「月に 1～2 回は利用したい」と回答した方について、利

用したい理由としては、「月に数回仕事が入るため」が 53.1％と最も多く、「リフレッシュのため」「平日に済ませ

られない用事をまとめて済ませるため」がそれぞれ約 4 割となっている。 

 幼稚園を定期的に利用している人の 57.3％が夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の利用を希望している。

なお、「休みの期間中ほぼ毎日利用したい」と回答したのは、幼稚園を定期的に利用している人の 7.3％である。

利用希望時間は、開始が「9 時台」が最も多く 62.4％、利用終了時間は「15 時台」が最も多く 38.0％である。週

に数回の利用を希望する人の利用したい理由は「リフレッシュのため」「買い物等の用事を済ますため」「週に数

回仕事が入るため」がそれぞれ約 4 割である。 

 

 

【お子さんの病気の際の対応】 

 子どもの病気やケガで平日の教育・保育事業が利用できなかったことが「あった」と回答したのは 76.7％であっ

た。 

 子どもの病気やケガで平日の教育・保育事業が利用できなかった場合の、この 1 年間の対処方法は、「母親が

休んだ」が最も多く 52.3％、次いで「就労していない方が子どもをみた」が 42.4％、「親族・知人に子どもをみて

もらった」が 34.2％であった。 

 子どもの病気やケガで平日の教育・保育事業が利用できなかった場合の対処日数は、「母親が休んだ」「親族・

知人に子どもをみてもらった」「就労していない方が子どもをみた」の中央値は年間 5 日で、平均は約 7 日～8
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日であった。病児・病後児保育は利用者における平均利用日数が 4.2 日、中央値が３日、最大で 10 日であった。

父母が仕事を休んで対応した人のうち、「できれば病児・病後児のための保育施設等に預けたい」と回答したの

は 40.3％であった。その場合の利用希望日数は、年間 1～10 日で 78.0％を占める。一方で 13.0％は年間 11

日以上（現在のの利用状況の最大日数を超える日数）の利用を希望している。 

 病気やけがで子どもを預ける場合に望ましい事業の形態は、「保育園や幼稚園などに併設した施設で子どもを

預かる事業」が最も多く 79.7％を占める。 

 病児・病後児保育を利用したいと思わない理由は、「病気やけがの子どもを他人に看てもらうのは不安」が

62.2％を占める。次いで、「親が仕事を休んで対応する」が 48.9％、「地域の事業の利便性がよくない」が

28.9％、「利用料がかかる・高い」が 28.3％であった。 

 父母が休む以外の対処方法を取った人で、できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たいと回答したのは

41.0％であった。出来れば仕事を休んで看たかった日数は、1 日～10 日に 86.0％が分布している。 

 父母が休む以外の対処方法を取った人で、「休んで看ることは非常に難しい」と答えた理由としては、「子どもの

看護を理由に休みが取れない」が最も多く 57.5％であった。 

 

 

【不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用】 

 不定期に利用している事業の利用状況は、「幼稚園の預かり保育」が 12.9％で最も多く、「一時預かり」6.5％、

「ファミリー・サポート・センター」1.8％であった。不定期の預かり事業を「利用していない」との回答は 77.1％で

あった。 

 不定期の事業を利用していない理由は、「特に利用する必要がない」が 72.2％、「利用料がかかる・高い」が

27.7％、「事業の利用方法（手続き等）がわからない」が 17.0％であった。 

 不定期の事業の利用意向は、「利用する必要がある」が 47.0％、「利用する必要はない」が 48.4％であった。

「利用する必要がある」と回答した人の利用目的は、「私用（買い物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、

リフレッシュ目的）」が 75.0％、「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」が 67.2％であ

った。 

 保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、お子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなけ

ればならないことが「あった」のは 22.1％であった。「あった」場合の対処法は、「親族・知人にみてもらった」が

82.5％、「仕方なく子どもを同行させた」が 18.7％であった。 

 保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、お子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなけ

ればならなかった日数は、「親族・知人にみてもらった」場合には、「1 日～5 日」に 77.4％が分布、「仕方なく子

どもを同行させた」場合には「1 日～5 日」に 80.9％が分布している。 

 

 

【育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度】 

 育児休業を取得した母親は 21.1％、父親は 1.1％であった。「育児休業を取得し職場に復帰した」母親は

全体の 16.0％、「育児休業を取得中に離職した」は 3.2％で、（取得中を除く）育児休業を取得した母親の

うち、16.7％が育児休業を取得中に離職したことがわかる。 

 育児休業を取得していない理由で最も多かった回答は、母親では「子育てや家事に専念するため退職し

た」（43.3％）で、父親では「配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要が

なかった」（40.4％）である。 

 育児休業を現在取得中の方について、1 歳になったときに必ず預けられる保育園などがあれば、「1 歳に
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なるまで育児休業を取得したい」と回答したのは 90.9％で、「1 歳になる前に復帰したい」は 0.0％（回答者

0 件）であった。 

 母親が育児休業から職場に復帰したのが、「年度初めの入園に合わせたタイミングだった」のは 50.8％で

あった。 

 母親が育児休業から職場に復帰したときの子どもの年齢は、「0 歳」が 47.5％、「1 歳」が 46.4％、「2 歳」

が 4.9％であった。希望は、「0 歳」が 6.6％、「1 歳」が 63.4％、「2 歳」が 10.4％、「3 歳」が 16.4％で、実

際と希望が乖離しており、母親が希望よりも早く職場復帰をする傾向がみられる。 

 希望の時期に職場復帰しなかった理由は、「希望する保育園に入るため」が 43.4％で最も多く、次いで

「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」が 27.9％、「経済的な理由で早く復帰する必要があっ

た」が 25.7％となっている。 

 勤め先に、育児のために 3 歳まで休暇を取得できる制度があった場合に何歳まで育児休業を取りたいか

たずねたところ、「3 歳」と回答したのは 39.3％であった。 

 母親の育児休業からの職場復帰時に、「短時間勤務制度を利用した」のは 43.7％、「短時間勤務制度を

利用したかったが利用しなかった（できなかった）」は 36.6％で、実際に利用した方も含めて、80.3％が短

時間勤務制度を利用したいという意向があった。短時間勤務制度を利用しなかった理由は、「職場に短時

間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」が 41.8％、「短時間勤務にすると給与が減額される」が 35.8％

であった。 

 育児休業給付が支給される仕組みを「知っていた」のは 51.5％、健康保険料及び厚生年金保険の保険料

が免除になる仕組みを「知っていた」のは 29.1％、いずれの仕組みも「知らなかった」のは 39.1％であっ

た。 

 地域における子育ての環境や支援への満足度は、「満足度 3」が最も多く 42.7％、「満足度 2」が 26.1％、

「満足度 4」が 13.6％であった。 

 

 

【小学校就学後の放課後の過ごし方】 

 お子さんが小学校になった時に、放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいかは、「習い事」が最も多く

55.0％、次いで「自宅のみで過ごす」が 50.8％、「祖父母や友人・知人宅」が 28.5％であった。 

 小学校の放課後の時間を過ごさせたい日数では、「放課後児童クラブ」については週「5 日」と回答した比率が

50.0％であった。対照的に、週「1～2 日」の回答が多いのは「習い事」（78.2％）、「祖父母や友人・知人宅」

（77.5％）であった。 

 小学校の放課後の時間を過ごさせたい場所として「放課後児童クラブ」と回答した人の利用希望時間について

は、「18 時台」までで 72.5％を占める。「19 時台」までを含めると 95.0％であった。 

 土曜日の放課後児童クラブの利用希望は、「利用したい」が 41.3％、「利用する必要はない」が 58.8％である。

土曜日の利用希望時間は、開始が「8 時台」が最も多く 51.5％、利用終了時間は「18 時台」が最も多く 48.5％と

なっている。 

 日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望は、「利用したい」が 21.3％、「利用する必要はない」が 73.8％と

なっている。日曜日・祝日の利用希望時間は、開始が「8 時台」「9 時台」が多く合わせて 82.4％、利用終了時間

は「18 時台」が最も多く 52.9％となっている。 

 夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望は、「利用したい」が 91.3％、「利用

する必要はない」が 8.8％である。利用希望時間は、開始が「8 時台」が最も多く 64.4％、利用終了時間は「18

時台」が最も多く 47.9％となっている。 
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【自由回答】 

 子育てをする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのような支援や援助があればよいかについて、

1,142 人中 635 人（55.6％）からの自由回答が寄せられた。「一時預かり」に関して、自由回答記入者の 26.0％

からの意見があった。主な内容としては、保護者の病気や急な用事などの緊急時の一時預かりを求める意見

や、気軽に利用できることを求める意見があった。「子育ての悩みの相談」は回答者の 9.8％から意見が寄せら

れた。主な内容として、0 歳から 2 歳の子どものを持つ回答者がどんなことでも気軽に相談できる場所がほしい

という意見が多くみられた。 

 子育てをするうえでの悩みについては、1,142 人中 636 人（55.7％）からの回答が寄せられた。自由回答に回

答した方のうち 12.7％が「経済的な負担」を子育ての悩みとして挙げている。「経済的な負担」の具体的な内容

としては、幼稚園、保育園などの保育料が高く金銭的な負担が大きいという意見や、将来の養育費に関する不

安などであった。また、「子どもが言うことを聞かない等の育児ストレス」（回答者の 9.3％）では、1～2 歳の子ど

ものを持つ回答者からの意見が多く、主な内容として、何度言っても言うことを聞かず怒鳴ってしまう、イライラし

て感情的に怒ってしまう、という意見が多くみられた。 

 「認定こども園」に関しては、1,142 人中 625 人（54.7％）から回答があった。回答者の 41.1％（257 件）から「認

定こども園を良いと思う、利用したい、増やすべき」という賛成意見が寄せられた。また、「認定こども園」の内容

に関する意見として、「保育料」（13.6％、85 件）を知りたいという質問や、利用しやすい保育料であることを求め

る意見が多くみられた。「既存施設との違い等、こども園に関する分かりやすい情報の提供」については 8.2％

（51 件）から意見があった。 

 教育・保育環境の充実や親子の過ごし方など子育てに関する意見について、1,142 人中 587 人（51.4％）から

の回答が寄せられた。「子どもの居場所・遊び場」（回答者の 24.7％、145 件）に関する主な意見は、地域の公

園の整備、公園の遊具の改善、屋内の遊び場の設置等であった。0 歳から 2 歳の子どもを持つ回答者からは、

屋内の安全な居場所を求める意見が多くみられた。また、「保育所」（12.6％、74 件）に関する意見として、保育

園の定員増や待機児童の解消の要望が多くあった。「学童クラブを含む放課後の居場所」（11.6％、68 件）の主

な意見として、学童クラブの保育料の負担の軽減や、わいわいスクールの設置に関する要望があった。 
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(2) 就学児童調査 
   

【お子さんとご家族の状況】 

 お子さんのきょうだい数は、「1 人」が 17.4%、「2 人」が 53.8%、「3 人」が 23.2%で、3 人までのお子さんを持つ

家庭は全体の 94.4％を占めている。 

 アンケート調査票への回答者は、「母親」が 89.8％を占めている。 

 配偶者のいる回答者は 84.9％、配偶者のいない回答者は 14.5％を占めている。「配偶者はいない」と回答した

方のうち、83.1％が母子家庭で、9.1％が父子家庭となっている。 

 お子さんの子育てを主に行っているのは、「父母ともに」が 53.9％で最も多く、次いで「主に母親」が 40.8％とな

っている。 

 

 

【子どもの育ちをめぐる環境】 

 「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 55.1％で最も多く、次いで「日常的に祖父母

等の親族にみてもらえる」が 31.4％となった。お子さんをみてもらえる親族・知人が「いずれもいない」人は

10.2％である。 

 親族や知人に子どもをみてもらえる人のうち、42.5％は「安心して親族にみてもらえる」、11.3％は「安心して友

人・知人にみてもらえる」との回答となっている。一方、31.5％は「親族の時間的制約や精神的負担が心配であ

る」とし、28.0％は「親族の身体的負担が心配である」と考えている。 

 気軽に相談できる人や場所が「ある」のは 86.1％、「ない」と回答した人は 7.4％であった。 

 子育てに関して気軽に相談できる先は、「友人や知人」が最も高く 81.3％、次いで「配偶者」75.1％、「祖父母等

の親族」69.6％、であった。相談先の数を集計すると、「3 か所」が 35.7％で最も高く、次いで「2 か所」が 26.6％

となっている。 

 子育てで不安やストレスを感じることが「よくある」は 15.3％、「ときどきある」は 57.8％で、合わせて 73.1％が子

育てで不安やストレスを感じることが「ある」と回答した。5 年前の調査と比較すると、子育てで不安やストレスを

感じることが「ある」（「よくある」と「ときどきある」の合計）の比率は 8.4 ポイント増加した。 

 どういった時に不安やストレスを感じたかは、「子どもが親の言うことを聞かないとき」が 44.7％、「子どもが病気

やケガをしたとき」が 32.9％、「経済的に不安を感じた時」が 30.2％となった。 

 子育てを楽しいと感じることが多いと思うか、辛いと感じることが多いと思うかかでは、61.6％が「楽しいと感じる

ことの方が多い」と回答した。「辛いと感じることの方が多い」と回答したのは 3.0％である。 

 子育てをする中で有効と感じる対策（上位 3 つ）で、最も回答が多かったのは「小学校の放課後等の居場所の

充実」が 41.9％、次いで「仕事と家庭生活の両立」が 35.3％、「子どもを対象にした犯罪・事故の軽減」が

30.6％、「子育てしやすい住居・町の環境面での充実」が 30.1％、「地域における子育て支援の充実」が 29.2％、

「子どもの教育環境」28.2％となっている。 

 理想的なお子さんの人数として、最も多いのは「3 人」（45.1％）、次いで「2 人」（43.1％）であった。理想的な人

数として「1 人」を希望するのは 3.4％であるのに対し、実際のお子さんの人数が「1 人」であるのは 17.4％であ

る。理想的な人数より実際のお子さんの人数が少ないのは、全体の 38.1％であった。 

 理想的な人数に比べ現在のお子さんの人数が少ない理由として、「金銭面での負担が大きい」が 65.0％、次い

で「高年齢での出産に不安がある」が 35.5％であった。「今後、理想の人数まで子どもを持つ予定」は 4.2％で

ある。 
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【保護者の就労状況】 

 母親の就労状況は「パート・アルバイト等」が最も多く 38.8％を占めている。「フルタイム」または「パート・アルバ

イト等」で就労している母親（産休・育休・介護休業中を含む）は、59.5％を占めている。5 年前の調査と比較す

ると、「以前は就労していたが現在は就労していない」母親の比率が 6.5 ポイント減少した。 

 フルタイムの母親の 1 週当たりの就労日数は「週 5 日勤務」が 72.4％を占める。次いで「週 6 日勤務」が 7.0％

であった。１日当たりの勤務時間は「8 時間」が 50.9％であった。月の就労時間は、60.3％が「月 160～200 時

間未満」であった。家を出る時間では、「7 時台」が 42.1％で最も多く、帰宅時間は「18 時台」が 34.1％で最も多

い。 

 パートタイム・アルバイトの母親の 1 週当たりの就労日数は「週 3～5 日」で 72.5％を占める。１日当たりの勤務

時間は「4 時間」が 23.8％と最も多く、7 時間未満までで 76.7％を占める。月の就労時間は、「月 64～200 時間

未満」が最も多く 29.9％、次いで「月 48～64 時間未満」が 18.4％となった。家を出る時間では、「8 時台」が

39.7％で最も多く、帰宅時間は「13 時台」から「18 時台」までに 70.6％が分布している。 

 パートタイム・アルバイト等で就労している母親のうち、35.8％がフルタイムへの転換希望がある。49.3％はパ

ートタイム・アルバイトの就労を続けることを希望している。 

 未就労の母親のうち、60.2％が就労を希望しており、「子育てや家事に専念したい（就労の希望はない）」を選

択した比率は 20.8％であった。1 年より先に就労を希望する未就労の母親のうち、一番下の子どもが「7 歳」に

なった時に就労を希望する母親は 24.1％、次いで「6 歳」、「10 歳」になった時に就労を希望する方が 14.3％で

あった。 

 「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した未就労の母親のうち、86.2％が「パートタイム・アルバイ

ト等」での就労を希望し、11.7％が「フルタイム」での就労を希望している。 

 未就労の母親が希望する「パートタイム、アルバイト等」の 1 週当たり就労日数は「3 日」が最も多く 55.6％、1

日当たり就労時間は「4～5 時間」で 84.0％を占めている。希望する月の就労時間は、「月 64 時間未満」が

60.5％、「月 64～120 時間未満」が 37.0％、「月 120 時間以上」が 1.2％であった。 

 父親の就労状況は、「フルタイム」が 88.9％と最も多い。 

 フルタイムの父親の 1 週当たりの就労日数は「週 5 日勤務」が 55.0％、次いで「週 6 日勤務」が 19.1％であっ

た。１日当たりの勤務時間は「8 時間」が最も多く 29.0％であった。月当たりの就労時間では、「月 160～200 時

間未満」が 37.2％を占める。月の就労時間が「200 時間以上」は 36.0％であった。家を出る時間は「6～7 時台」

が 48.6％を占め、帰宅時間は「19 時台」の 15.7％が最も多い。一方、帰宅時間が「22 時台～翌 5 時」という回

答も 15.6％存在する。 

 

 

【放課後の過ごし方】 

 放課後児童クラブ（学童クラブ）を知っている比率は 90.7％、利用したことがある比率は 17.3％であった。わい

わいスクールを知っている比率は 31.4％、利用したことがある比率は 10.2％であった。みんなの家（青少年の

家）を知っている比率は 78.4％、利用したことがある比率は 33.7％であった。 

 放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしているかは、「自宅のみで過ごす」が最も多く

75.3％、次いで「習い事」が 70.0％、その他（公民館、図書館、公園等）35.7％となっている。 

 放課後の時間を過ごしている日数では、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」については週「5 日」と回答した比率

が 61.5％であった。対照的に、週「1 日」の回答が多いのは「わいわいスクール」（64.3％）、「みんなの家」

（62.5％）となっている。 

 「放課後児童クラブ（学童クラブ）」利用者の利用終了時間は、「18 時台」が最も多く 47.1％を占める。利用終了
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時間が「17 時台」から「19 時台」までで 98.1％を占める。「わいわいスクール」利用者の利用終了時間は「16

時」が 92.9％を占める。「みんなの家（青年の家）」利用者の利用終了時間は「17 時台」が最も多く 76.4％であ

った。 

 放課後児童クラブ（学童クラブ）を理由している理由は、「現在就労している」が 99.0％を占める。 

 放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用者のうち、土曜日に放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」の

は 11.5％、「利用していない」のは 87.5％であった。 

 土曜日の放課後児童クラブの 1 ケ月当たりの利用頻度で、月「4 日」が 41.7％、月「2 日」が 41.7％であった。

開始時刻は「8 時台」が 66.7％を占める。終了時刻は「18 時台」が 41.7％、次いで「14 時台」が 25.0％であっ

た。 

 放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用者のうち、日曜日・祝日に放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用してい

る」と回答した人は 0％であった。 

 放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用者のうち、長期の休暇期間中に放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用

している」のは 94.2％、「利用していない」のは 5.8％であった。 

 長期の休暇中の放課後児童クラブの利用状況で、1 週当たりの利用頻度は週「5 日」が 65.3％、「4 日」が

14.3％であった。開始時刻は「8 時台」が 77.6％を占める。終了時刻は「18 時台」が 48.0％であった。 

 放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していない理由は、「現在就労していない」が最も多く 35.2％であった。 

 放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいかは、「習い事」が最も多く 70.6％、次

いで「自宅のみで過ごす」が 58.4％、「その他（公民館、図書館、公園等）」が 39.5％となっている。 

 小学校の放課後の時間を過ごさせたい日数では、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」については週「5 日」と回

答した比率が 45.3％であった。対照的に、週「1 日」の回答が多いのは「祖父母や友人・知人宅」（49.7％）、「み

んなの家」（45.8％）となっている。 

 「放課後児童クラブ（学童クラブ）」利用希望者の利用終了時間は、「18 時台」が最も多く 44.4％を占める。「20

時台」、「21 時台」は、現在の利用状況が 1.0％であったが、希望では 8.5％を占める。「わいわいスクール」利

用希望者の利用終了時間は「16 時台」が最も多く 51.6％であった。「みんなの家（青年の家）」の利用希望者の

利用終了時間は「17 時台」が最も多く 56.5％であった。 

 「放課後児童クラブ（学童クラブ）」利用希望者の利用したい理由は、「現在就労している」が 81.2％を占める。 

 土曜日の放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用希望は「利用したい」が 29.1％、「利用の希望はない」が

59.8％であった。現在の利用状況と比較すると、17.5 ポイント増加している。 

 土曜日の放課後児童クラブの利用希望で、1 ケ月当たりの利用頻度は月「2 日」（隔週利用）が 38.2％、月「4

日」（毎週利用）が 35.3％であった。開始時刻は「8 時台」が 52.9％を占める。終了時刻は「18 時台」が 41.2％

であった。 

 日曜日・祝日の放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用希望で、「利用したい」は 14.5％、「利用の希望はない」

は 72.6％であった。 

 日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望で、1 ケ月当たりの利用頻度は月「2 日」が 35.3％、月「4 日」が

29.4％であった。開始時刻は「8 時台」が 58.8％を占める。終了時刻は「18 時台」「19 時台」がそれぞれ 41.2％

であった。 

 夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用希望で、「利用したい」は

88.9％、「利用の希望はない」は 6.0％であった。 

 夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望で、1 週当たりの利用頻度は週「5

日」が 64.4％であった。開始時刻は「8 時台」が 73.1％を占める。終了時刻は「18 時台」が 47.1％であった。 

 小学校低学年（1～3 年生）のお子さんについて、小学校高学年（4～6 年生）になったら、放課後（平日の小学
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校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいかは、「習い事」が 76.9％、次いで「自宅のみで過ごす」が

55.4％であった。「放課後児童クラブ（学童クラブ）」の利用希望は 12.5％であった。 

 小学校低学年（1～3 年生）のお子さんが小学校高学年（4～6 年生）になった時に放課後を過ごさせたい場所で、

「放課後児童クラブ」の利用希望日数は週「5 日」が 39.7％であった。「わいわいスクール」は週「2 日」に 44.4％

が分布している。「みんなの家」は週「１日」が最も多く 45.9％であった。 

 小学校低学年（1～3 年生）のお子さんが小学校高学年（4～6 年生）になった時に放課後を過ごさせたい場所で、

「放課後児童クラブ」を選択した方の希望終了時間は、「18 時台」が 42.9％、「19 時台」が 36.5％であった。「わ

いわいスクール」の利用を希望する場合の希望終了時間は「16 時」が 54.2％を占める。「みんなの家（青年の

家）」の利用を希望する場合の希望終了時間は「17 時台」が最も多く 50.6％であった。 

 

 

【地域の子育て支援事業等】 

 子育て支援の事業に関する認知、利用の有無、今後の利用意向を事業別集計した結果は以下の通りである。 

① はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）の認知度は 88.5％、利用したことがあるのは 25.9％、今後の利用

意向は 35.8％であった。 

② 市発行の「子育てガイド」の認知度は46.1％、利用したことがあるのは13.0％、今後の利用意向は40.4％

であった。 

③ 乳幼児健康支援デイサービスセンターの認知度は25.0％、利用したことがあるのは2.6％、今後の利用意

向は 10.9％であった。 

④ 横須賀市子育てホットラインの認知度は 58.0％、利用したことがあるのは 3.8％、今後の利用意向は

29.3％であった。 

 地域における子育ての環境や支援への満足度は、「満足度 3」が最も多く 42.2％、「満足度 2」が28.6％、「満足

度 4」が 12.3％であった。小学校の学年別では、学年が高くなるほど「満足度 1」が多くなる傾向にある。 

 

 

【自由回答】  

 子育てをする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのような支援や援助があればよいかについて、

1,059人中536人（回答者の50.6％）からの自由回答が寄せられた。「放課後の居場所、学童クラブ」（22.2％、

119 件）に関しては、わいわいスクールをすべての小学校に開設してほしいという要望、父兄が運営する学童に

対する運営支援や学童保育の保育料補助を求める意見がみられた。「一時預かり」（11.8％、63 件）に関する

主な意見は、緊急時に一時的に預かる施設に対する要望などが多くみられた。「子育ての悩みの相談」（9.0％、

48 件）では、気軽に、いつでも相談できる窓口に関する意見が多く見られた。 

 子育てをするうえでの悩みについては、1,059人中519人（49.0％）からの回答が寄せられた。「経済的な負担」

に 12.7％（66 件）、「子育ての仕方（育児の方針、反抗期の対応等）」に 8.5％（44 件）、「子どもの友人関係、い

じめの不安」に 7.3％（38 件）の回答者からの意見が寄せられた。また、「ひとり親」や「共働き（フルタイム）」の

回答者からは、「子どもと向き合う時間が少ない」ことが「経済的な負担」に次いで多く挙げられた。 

 子育て環境の充実等、子育てに関する自由回答では、1,059人中697人（65.8％）からの回答が寄せられ、「放

課後の居場所」（39.5％、275 件）「子どもの居場所・遊び場」（19.2％、134 件）に関する意見が多く挙げられた。

「放課後の居場所」に関しては、学童クラブの運営に関する保護者の負担が重いため市に運営支援を求める意

見、学童クラブの保育料が高く利用できないという意見、利用する児童が少なく学童クラブの継続が困難である

という意見、わいわいスクールやみんなの家の開設を求める意見が寄せられた。学童クラブに関する意見は、
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主に「共働き（フルタイム）」や「ひとり親」で、学童クラブを利用している方からの意見が多くみられた。「子ども

の・居場所・遊び場」に関しては、ボールを使うことのできる公園を求める意見が特に多くみられた。また、安全

に遊べる場所や公園を求める意見があった。 
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II. 就学前児童調査結果 
1. お住まいの地域について 

(1) お住まいの地区（問１） 

本庁, 12.8%

追浜行政センター, 

7.2%

田浦行政センター, 

3.8%

逸見行政センター, 

2.1%

衣笠行政センター, 

15.7%

大津行政センター, 

11.0%

浦賀行政センター, 

11.3%

久里浜行政セン

ター, 15.3%

北下浦行政セン

ター, 9.8%

西行政センター, 

7.9%

無効・無回答, 3.2%

n=1142 

 

 

2. お子さんとご家族の状況について 
(1) お子さんの生年月（問２） 

 

平成19年生まれ, 

14.4%

平成20年生まれ, 

18.3%

平成21年生まれ, 

16.3%
平成22年生まれ, 

16.9%

平成23年生まれ, 

16.0%

平成24年生まれ, 

15.2%

平成25年生まれ, 

2.5%

無効・無回答, 0.4%

n=1142 
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(2) お子さんのきょうだい数（本人を含めた人数）（問３） 

【お子さんの人数】 

１人, 35.7%

２人, 45.8%

３人, 14.4%

４人, 1.8%

５人以上, 0.5%
無効・無回答, 1.8%

n=1142 

【一番小さいお子さんの生年月】 

平成19年生まれ, 

9.0%

平成20年生まれ, 

12.5%

平成21年生まれ, 

12.6%

平成22年生まれ, 

14.8%
平成23年生まれ, 

16.5%

平成24年生まれ, 

19.0%

平成25年生まれ, 

11.8%

無効・無回答, 3.8%

n=714 

※きょうだい数が「１人」の回答者、「無効・無回答」を除く 
お子さんのきょうだい数は、「1 人」が 35.7%、「2 人」が 45.8%、「3 人」が 14.4%で、3 人までのお子さんを持つ

家庭は全体の 95.9％を占めている。 

 

(3) この調査票にご回答いただく方（問４） 

母親, 92.7%

父親, 5.8%

その他, 1.1%
無効・無回答, 0.4%

n=1142  

アンケート調査票への回答者は、「母親」が 92.7％を占めている。 

 

(4) この調査票にご回答いただいている方の配偶関係（問５） 

配偶者がいる, 90.7%

配偶者はいない, 

8.2%

無効・無回答, 1.1%

n=1142 

【配偶者がいない回答者の内訳】 

母子家庭, 79.0%

父子家庭, 4.0%

その他, 11.0%

n=94 

 

配偶者のいる回答者は 90.7％、配偶者のいない回答者は 8.2％を占めている。配偶者のいない回答者のうち、

79.0％が母子家庭、4.0％が父子家庭となっている。 

17



 

(5) 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（問６） 

51.1%

45.1%

0.4%

1.4%

1.2%

0.8%

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

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無効・無回答 n=1142
 

【家庭類型別】 

6.0%

68.2%

59.4%

51.1%

45.6%

80.7%

27.8%

39.4%

48.0%

41.6%

2.4%

0.6%

0.6%

0.7%

8.4%

2.8%

2.7%

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

ひとり親(n=83)

共働き（フルタイム）(n=176)

共働き（パートタイム）(n=180)

専業主婦（夫）(n=554)

不明・その他(n=149)

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無効・無回答
 

家庭類型 父母 
ともに 主に母親 主に父親

主に 
祖父母 その他 無効・ 

無回答 

ひとり親(n=83) 6.0% 80.7% 2.4% 8.4% 1.2% 1.2%

共働き（フルタイム）(n=176) 68.2% 27.8% 0.6% 2.8% 0.0% 0.6%

共働き（パートタイム）(n=180) 59.4% 39.4% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6%

専業主婦（夫）(n=554) 51.1% 48.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.2%

全体（n=1,142) 51.1% 45.1% 0.4% 1.4% 1.2% 0.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示 

 

お子さんの子育てを主に行っているのは、「父母ともに」が 51.1％で最も多く、次いで「母親」が 45.1％となって

いる。家庭類型別では、「共働き（フルタイム）」の場合に「父母ともに」と回答した比率が最も高く 68.2％であっ

た。「主に母親」と回答した比率は、「ひとり親」で 80.7％、「専業主婦（夫）」で 48.0％である。 
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3. 子どもの育ちをめぐる環境について 
(1) あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか（複数回

答）（問７） 

92.6%

60.0%

31.3%

31.7%

23.8%

5.4%

0.4%

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

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育園

その他

無効・無回答 n=1142

 
【家庭類型別】 

家庭類型 母親 父親 祖父母 幼稚園 保育園 その他 無効・ 
無回答 

ひとり親(n=83) 80.7% 19.3% 50.6% 28.9% 48.2% 8.4% 0.0%

共働き（フルタイム）(n=176) 90.9% 73.9% 47.2% 5.7% 69.9% 5.7% 0.0%

共働き（パートタイム）(n=180) 93.3% 64.4% 30.6% 44.4% 33.9% 4.4% 0.0%

専業主婦（夫）(n=554) 97.7% 63.2% 23.8% 36.3% 2.5% 3.4% 0.0%

全体（n=1,142) 92.6% 60.0% 31.3% 31.7% 23.8% 5.4% 0.4%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示 

 

お子さんの子育てに日常的に関わっているのは、「母親」が最も多く 92.6％、次いで「父親」が 60.0％、「幼稚

園」が 31.7％、「祖父母」が 31.3％、「保育園」が 23.8％である。 

家庭類型別では、どの類型においても「母親」の比率が最も高い。「ひとり親」では、「母親」に次いで、「祖父母」

（50.6％）、「保育園」（48.2％）の比率が高い。「共働き（フルタイム）」は、「父親」が 73.9％、「祖父母」が

47.2％、「保育園」が 69.9％であった。 

 

(2) あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に、影響すると思われる環境（複数回答）（問８） 

97.9%

60.5%

55.9%

33.5%

6.2%

0.8%

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

家庭

地域

幼稚園

保育園

その他

無効・無回答 n=1142
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【行政センター別】 

  サンプル

数 家庭 地域 幼稚園 保育園 その他 無効・ 
無回答 

本庁 146 97.9% 53.4% 56.8% 34.2% 6.8% 0.7%

追浜行政センター 82 97.6% 62.2% 56.1% 40.2% 6.1% 2.4%

田浦行政センター 43 100.0% 67.4% 53.5% 34.9% 2.3% 0.0%

逸見行政センター 24 100.0% 70.8% 45.8% 37.5% 4.2% 0.0%

衣笠行政センター 179 97.8% 62.0% 59.2% 26.3% 6.1% 1.1%

大津行政センター 126 96.8% 48.4% 48.4% 41.3% 5.6% 0.0%

浦賀行政センター 129 97.7% 62.0% 62.0% 34.1% 3.9% 0.8%

久里浜行政センター 175 99.4% 66.9% 57.7% 28.6% 7.4% 0.0%

北下浦行政センター 112 98.2% 59.8% 55.4% 32.1% 7.1% 0.0%

西行政センター 90 97.8% 68.9% 56.7% 38.9% 6.7% 0.0%

全体 1,142 97.9% 60.5% 55.9% 33.5% 6.2% 0.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示 

子育てに影響すると思われる環境は、「家庭」が 97.9％、「地域」が 60.5％、「幼稚園」が 55.9％、「保育園」が

33.5％である。 

行政センター別で、子育てに影響すると思われる環境として「地域」と回答した比率が高いのは、「逸見」

（70.8％）、「西」（68.9％）、「田浦」（67.4％）、比率が相対的に低いのは「大津」（48.4％）、「本庁」（53.4％）であ

った。 

 

(3) 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか（複数回答）（問９） 

27.2%

61.4%

4.8%

21.5%

12.4%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無効・無回答 n=1142
 

【家庭類型別】 

 
ひとり親 

共働き 
（フル 

タイム） 

共働き 
（パート 
タイム） 

専業主婦

（夫） 

サンプル数 83 176 180 554

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる  42.2% 33.0% 25.6% 23.3%

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる  57.8% 55.7% 66.7% 63.0%

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる  4.8% 1.7% 5.0% 4.9%

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 25.3% 6.8% 28.3% 24.4%

いずれもいない   4.8% 15.3% 8.3% 13.4%

無効・無回答 2.4% 1.1% 1.7% 0.9%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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「緊急時もしくは用事の際に祖父母等の親族にみてもらえる」人は 61.4％で最も多く、次いで「日常的に祖父母

等の親族にみてもらえる」が 27.2％である。一方で、お子さんをみてもらえる親族・知人が「いずれもいない」人

は 12.4％である。 

家庭類型別では、どの類型においても「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」とした比

率が最も高い傾向にある。「ひとり親」では、次いで、「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」との比率が

42.2％であった。「共働き（フルタイム）」では、「日常的に子どもをみてもらえる知人・友人がいる」と回答した比

率が 1.7％、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる知人・友人がいる」比率が 6.8％と、他の類型

と比較して低い傾向にある。また、「いずれもいない」と回答した比率が 15.3％と、他の類型と比較して最も高

い。 

 
【問９で「お子さんをみてもらえる親族・知人がいる」と回答した方のみ 】      

(4) 親族や知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください（複数回答）（問９-１） 

36.4%

37.6%

41.4%

7.3%

3.6%

12.7%

27.8%

9.7%

4.1%

0.8%

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

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配すること

なく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が心配である

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、

安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的負担が心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある

その他

無効・無回答 n=979

 
 

親族や知人に子どもをみてもらえる人のうち、36.4％は「安心して親族にみてもらえる」、7.3％は「安心して友

人・知人にみてもらえる」との回答となっている。一方、41.4％は「親族の時間的制約や精神的負担が心配であ

る」とし、37.6％は「親族の身体的負担が心配である」と考えている。また、「親の立場として負担をかけているこ

とが心苦しい」と回答したのは 27.8％であった。 
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(5) あて名のお子さんの子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所 はありますか（問 10） 

ある, 89.8%

ない, 3.9%

無効・無回答, 6.2%

n=1142  

【家庭類型別】 

88.0%

93.2%

94.4%

90.3%

89.8%

2.4%

2.8%

1.1%

4.5%

3.9%

9.6%

4.0%

4.4%

5.2%

6.2%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

ひとり親 (n=83)

共働き（フルタイム） (n=176)

共働き（パートタイム） (n=180)

専業主婦（夫） (n=554)

全体 (n=1142)

ある ない 無効・無回答
 

 

【子どもの年齢別】 

88.7%

87.4%

85.6%

95.3%

91.3%

90.7%

89.8%

6.0%

4.7%

5.9%

1.6%

3.4%

2.6%

3.9%

5.4%

7.9%

8.5%

3.2%

5.3%

6.7%

6.2%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

0歳 (n=168)

1歳 (n=190)

2歳 (n=188)

3歳 (n=190)

4歳 (n=208)

5歳 (n=193)

全体 (n=1142)

ある ない 無効・無回答
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【定期的な教育・保育の事業の利用の有無別】 

90.7%

89.3%

89.8%

3.0%

5.4%

3.9%

6.3%

5.4%

6.2%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

定期的な教育・保育の事業の利用あり (n=741)

利用なし (n=391)

全体 (n=1142)

ある ない 無効・無回答  

 

気軽に相談できる人や場所が「ある」のは 89.8％、「ない」と回答した人は 3.9％であった。 

全体の値と比較して、気軽に相談できる先が「ない」と回答した比率がやや高い傾向にあるのは、家庭類型別

で「専業主婦（夫）」、子どもの年齢別で「0 歳、1 歳、2 歳」、定期的な教育保育の事業について「利用なし」の

場合であった。 

 

【問 10 で「ある」と回答した方のみ】          

(6) お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか（複数回答）（問 10-1） 

85.6%
78.2%
78.2%

19.7%
9.7%

18.2%
21.9%

1.0%
14.4%

1.1%
3.6%

0.0%

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

配偶者

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

保健所・健康福祉センター

保育園

幼稚園

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市役所の職員

その他

無効・無回答 n=1026

 

【相談できる先の数】 

3.9% 5.4%

17.8%

30.3%

20.8%

11.6%

3.2% 0.6% 0.1% 0.1%
6.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

気
軽

に
相

談
で

き
る

先
が

な
い

1ヶ
所

2ヶ
所

3ヶ
所

4ヶ
所

5ヶ
所

6ヶ
所

7ヶ
所

8ヶ
所

9ヶ
所

無
効

・無
回

答

n=1142
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【子育てをする上での不安やストレスの有無別（問 13 とのクロス集計）】 
  よくある ときどきある ほとんどない 全体 

サンプル数 171 630 220 1,026
配偶者 78.4% 85.9% 90.0% 85.6%
祖父母等の親族 70.8% 79.2% 81.4% 78.2%
友人や知人  74.9% 78.1% 80.5% 78.2%
近所の人 19.3% 19.7% 20.0% 19.7%
保健所・健康福祉センター 16.4% 9.4% 5.5% 9.7%
保育園 19.9% 16.7% 21.4% 18.2%
幼稚園 22.2% 20.6% 25.5% 21.9%
民生委員・児童委員 1.8% 0.6% 0.9% 1.0%
かかりつけの医師 13.5% 13.7% 16.8% 14.4%
市役所の職員 0.6% 1.4% 0.5% 1.1%
その他 5.3% 3.8% 1.8% 3.6%

※「よくある」と「ほとんどない」で 10 ポイント以上の差異がある項目を網掛けで表示 

子育てに関して気軽に相談できる先は、「配偶者」が最も高く 85.6％、「祖父母等の親族」は 78.2％、「友人や知

人」は 78.2％であった。 

相談先の数を集計すると、「3 か所」が 30.3％で最も高く、次いで「4 か所」が 20.8％、「2 か所」が 17.8％となっ

ている。 

子育てをする上でのストレスの有無別にみると、「ほとんどない」と回答した人は、ストレスを感じることが「よくあ

る」と回答した人に比べて、「配偶者」や「祖父母等の親族」「友人や知人」など身近な人を気軽に相談できる先と

回答した比率が高い。 

 

(7) あて名のお子さんの子育てをする上で、不安、ストレスを感じたことがありますか。（問 13） 

【今回調査】 

よくある, 17.3%

ときどきある, 60.0%

ほとんどない, 21.5%

無効・無回答, 1.2%

n=1142 

【5 年前の調査】 

よくある, 10.7%

ときどきある, 60.2%

ほとんど

ない, 28.1%

無効・無回答, 1.0%

n=988 

 

【家庭類型別】 

 
サンプル

数 よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 
無効・ 
無回答 

ひとり親 83 22.9% 60.2% 15.7% 1.2% 

共働き（フルタイム） 176 17.0% 60.2% 22.7% 0.0% 

共働き（パートタイム） 180 17.2% 60.6% 21.7% 0.6% 

専業主婦（夫） 554 17.3% 61.7% 20.0% 0.9% 

全体 1,142 17.3% 60.0% 21.5% 1.2% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【子どもの年齢別】 

 
サンプル

数 よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 
無効・ 
無回答 

0 歳 168 13.7% 56.5% 28.6% 1.2% 

1 歳 190 12.6% 65.3% 20.0% 2.1% 

2 歳 188 25.0% 58.0% 16.0% 1.1% 

3 歳 190 18.9% 63.2% 16.8% 1.1% 

4 歳 208 14.9% 60.6% 23.1% 1.4% 

5 歳 193 18.1% 56.5% 24.9% 0.5% 

全体 1,142 17.3% 60.0% 21.5% 1.2% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【行政センター別】 

 
サンプル

数 よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 
無効・ 
無回答 

本庁 146 13.0% 65.1% 19.9% 2.1% 

追浜行政センター 82 14.6% 65.9% 18.3% 1.2% 

田浦行政センター 43 25.6% 60.5% 11.6% 2.3% 

逸見行政センター 24 8.3% 66.7% 25.0% 0.0% 

衣笠行政センター 179 20.1% 57.5% 20.1% 2.2% 

大津行政センター 126 18.3% 58.7% 23.0% 0.0% 

浦賀行政センター 129 12.4% 62.8% 24.8% 0.0% 

久里浜行政センター 175 21.1% 56.0% 21.7% 1.1% 

北下浦行政センター 112 19.6% 53.6% 26.8% 0.0% 

西行政センター 90 16.7% 64.4% 17.8% 1.1% 

全体 1,142 17.3% 60.0% 21.5% 1.2% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

子育てで不安やストレスを感じることが「よくある」は 17.3％、「ときどきある」は 60.0％で、合わせて 77.3％が子

育てで不安やストレスを感じることが「ある」と回答した。5 年前の調査と比較すると、子育てで不安やストレスを

感じることが「ある」（「よくある」と「ときどきある」の合計）の比率は 6.4 ポイント増加した。 

家庭類型別では、「ひとり親」では「よくある」と回答した比率は 22.9％と、全体と比較して高い。 

子どもの年齢別では、子どもの年齢が「２歳」の場合で「よくある」と回答した比率が 25.0％であった。 
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【問 13 で「よくある」「ときどきある」と回答した方のみ】 

(8) どういった時に不安やストレスを感じましたか。 （上位３つ）（問 14） 

18.7%

16.2%

18.4%

35.7%

11.0%

28.1%

35.1%

9.9%

17.5%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40%

育児のために睡眠時間が少ないとき

子どもが泣き止まないとき

家族の協力、理解が得られないとき

自分が病気をしたとき

子どもとだけの生活で孤独を感じたとき

経済的に不安を感じたとき

子どもが病気やケガをしたとき

子どもの成長の違いを他人に比較・指摘されたとき

その他

無効・無回答 n=882

 
どのような時に子育てで不安やストレスを感じるかは、「自分が病気をしたとき」が 35.7％、「子どもが病気やケ

ガをしたとき」が 35.1％と、病気やケガをしたときという回答が多い。次いで、「経済的に不安を感じた時」が

28.1％である。 

 

 

(9) あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じることが

多いと思いますか。（問 15） 

楽しいと感じることの

方が多い, 70.1%

楽しいと感じることと、

辛いと感じることが同

じくらい, 19.5%

辛いと感じることの方

が多い, 2.5%

分からない, 2.7%
その他, 1.4% 無効・無回答, 3.7%

n=1142  

【家庭類型別】 

 
サンプ

ル数 

楽しいと感

じることの方

が多い 

楽しいと感

じることと辛

いと感じるこ

とが同じくら

い 

辛いと感じ

ることの方

が多い 
分からない その他 無効・ 

無回答 

ひとり親 83 61.4% 25.3% 2.4% 2.4% 1.2% 7.2%

共働き（フルタイム） 176 77.8% 15.3% 1.7% 1.7% 0.6% 2.8%

共働き（パートタイム） 180 75.0% 16.7% 1.1% 3.9% 0.6% 2.8%

専業主婦（夫） 554 68.4% 20.9% 3.1% 2.5% 2.2% 2.9%

全体 1,142 70.1% 19.5% 2.5% 2.7% 1.4% 3.7%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【子どもの年齢別】 

 
サンプ

ル数 

楽しいと感

じることの方

が多い 

楽しいと感

じることと辛

いと感じるこ

とが同じくら

い 

辛いと感じ

ることの方

が多い 
分からない その他 無効・ 

無回答 

0 歳 168 74.4% 16.1% 2.4% 0.6% 0.6% 6.0%

1 歳 190 73.7% 16.3% 2.1% 2.6% 1.6% 3.7%

2 歳 188 69.1% 21.3% 1.6% 3.7% 1.1% 3.2%

3 歳 190 68.4% 23.2% 3.2% 1.1% 2.1% 2.1%

4 歳 208 66.8% 21.6% 2.9% 3.4% 1.0% 4.3%

5 歳 193 68.9% 18.1% 3.1% 4.7% 2.1% 3.1%

全体 1,142 70.1% 19.5% 2.5% 2.7% 1.4% 3.7%

 

子育てを楽しいと感じることが多いか、辛いと感じることが多いかでは、7 割以上が「楽しいと感じることの方が

多い」と回答した。「辛いと感じることが多い」と回答したのは 2.5％である。 

 

 

(10) 子育てをする中で、どのような支援や対策が有効と感じていますか。 (上位 3 つ)（問 16） 

36.2%

33.5%

9.2%

18.4%

17.1%

7.3%

21.6%

31.6%

34.1%

19.1%

5.8%

3.1%

26.2%

2.0%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40%

地域における子育て支援の充実

保育サービスの充実

子育て支援のネットワークづくり

地域における子どもの活動拠点の充実

妊娠・出産に対する支援

母親・乳児の健康に対する安心

子どもの教育環境

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

仕事と家庭生活の両立

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

障がいのある子どもへの支援

虐待を受けた子どもへの支援

小学校の放課後等の居場所の充実

その他

無効・無回答 n=1142
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【子育てをする上での不安やストレスの有無別】 

 よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 全体 

サンプル数 197 685 246 1142

地域における子育て支援の充実 31.0% 37.8% 36.2% 36.2%

保育サービスの充実 40.6% 32.7% 30.9% 33.5%

子育て支援のネットワークづくり 11.7% 9.6% 6.1% 9.2%

地域における子どもの活動拠点の充実 11.7% 19.7% 20.3% 18.4%

妊娠・出産に対する支援 14.7% 17.8% 16.7% 17.1%

母親・乳児の健康に対する安心 7.1% 8.8% 3.7% 7.3%

子どもの教育環境 19.3% 21.9% 23.2% 21.6%

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 29.4% 32.0% 32.5% 31.6%

仕事と家庭生活の両立 37.1% 35.6% 28.0% 34.1%

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 14.2% 19.4% 22.8% 19.1%

障がいのある子どもへの支援 8.6% 5.7% 4.1% 5.8%

虐待を受けた子どもへの支援 4.1% 2.6% 3.7% 3.1%

小学校の放課後等の居場所の充実 24.9% 26.7% 27.2% 26.2%

その他 3.6% 1.9% 1.2% 2.0%

無効・無回答 12.2% 6.9% 11.0% 9.1%

※「よくある」の比率が「ほとんどない」と比較して５ポイント以上高い場合に網掛けで表示。 

 

【家庭類型別】 

 ひとり親 
共働き 
（フル 

タイム） 

共働き 
（パート 
タイム） 

専業主婦

（夫） 
全体 

サンプル数 83 176 180 554 1142

地域における子育て支援の充実 28.9% 23.9% 23.3% 45.5% 36.2%

保育サービスの充実 30.1% 48.3% 38.9% 29.2% 33.5%

子育て支援のネットワークづくり 6.0% 5.1% 5.0% 13.4% 9.2%

地域における子どもの活動拠点の充実 13.3% 10.2% 10.6% 25.8% 18.4%

妊娠・出産に対する支援 7.2% 15.9% 11.7% 20.0% 17.1%

母親・乳児の健康に対する安心 2.4% 8.0% 4.4% 10.3% 7.3%

子どもの教育環境 19.3% 17.6% 21.7% 24.2% 21.6%

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 30.1% 18.8% 30.6% 37.2% 31.6%

仕事と家庭生活の両立 55.4% 56.8% 42.8% 21.8% 34.1%

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 20.5% 13.6% 18.3% 20.9% 19.1%

障がいのある子どもへの支援 6.0% 2.3% 7.2% 6.3% 5.8%

虐待を受けた子どもへの支援 4.8% 1.7% 4.4% 2.2% 3.1%

小学校の放課後等の居場所の充実 38.6% 33.5% 37.8% 19.1% 26.2%

その他 0.0% 2.3% 1.7% 2.0% 2.0%

無効・無回答 9.6% 10.2% 11.1% 5.8% 9.1%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【子どもの年齢別】 
0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 全体 

サンプル数 168 190 188 190 208 193 1142

地域における子育て支援の充実 45.8% 34.2% 40.4% 35.8% 29.8% 33.7% 36.2%

保育サービスの充実 39.9% 41.6% 43.6% 32.6% 19.7% 25.9% 33.5%

子育て支援のネットワークづくり 11.3% 10.0% 10.1% 9.5% 8.2% 6.7% 9.2%

地域における子どもの活動拠点の充実 19.0% 18.4% 21.3% 17.9% 16.3% 17.6% 18.4%

妊娠・出産に対する支援 19.6% 20.0% 20.2% 18.4% 15.9% 8.8% 17.1%

母親・乳児の健康に対する安心 12.5% 9.5% 8.0% 4.2% 5.8% 4.7% 7.3%

子どもの教育環境 16.7% 15.8% 19.7% 20.0% 30.3% 25.4% 21.6%

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 35.7% 32.1% 33.5% 31.1% 29.3% 29.5% 31.6%

仕事と家庭生活の両立 31.5% 34.2% 25.5% 40.0% 37.5% 34.2% 34.1%

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 12.5% 21.6% 13.3% 14.7% 23.1% 28.0% 19.1%

障がいのある子どもへの支援 4.8% 4.7% 6.9% 6.8% 4.8% 6.7% 5.8%

虐待を受けた子どもへの支援 3.0% 3.7% 1.6% 4.2% 3.8% 2.1% 3.1%

小学校の放課後等の居場所の充実 12.5% 18.4% 20.7% 32.1% 34.6% 36.8% 26.2%

その他 1.8% 2.6% 1.6% 0.5% 2.9% 2.6% 2.0%

無効・無回答 9.5% 9.5% 9.0% 7.9% 9.1% 9.3% 9.1%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【行政センター別】 

 本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 久 里

浜 
北 下

浦 西 全体

サンプル数 146 82 43 24 179 126 129 175 112 90 1142

地域における子育て
支援の充実 39.7% 30.5% 41.9% 29.2% 39.7% 30.2% 37.2% 37.7% 38.4% 32.2% 36.2%

保育サービスの充実 33.6% 32.9% 25.6% 33.3% 36.3% 37.3% 33.3% 29.7% 37.5% 35.6% 33.5%

子育て支援のネット
ワークづくり 9.6% 3.7% 14.0% 8.3% 9.5% 9.5% 9.3% 7.4% 11.6% 6.7% 9.2%

地域における子ども
の活動拠点の充実 21.9% 19.5% 18.6% 25.0% 15.6% 12.7% 17.8% 25.7% 14.3% 20.0% 18.4%

妊娠・出産に対する
支援 15.8% 19.5% 18.6% 16.7% 17.9% 15.1% 19.4% 18.3% 13.4% 16.7% 17.1%

母親・乳児の健康に
対する安心 5.5% 11.0% 11.6% 20.8% 6.7% 5.6% 7.8% 6.9% 4.5% 7.8% 7.3%

子どもの教育環境 19.9% 28.0% 18.6% 37.5% 15.1% 23.8% 27.1% 19.4% 17.0% 27.8% 21.6%

子 育 て し や す い 住
居・まちの環境面で
の充実 

37.7% 40.2% 16.3% 20.8% 33.0% 27.0% 24.0% 30.3% 40.2% 27.8% 31.6%

仕事と家庭生活の両
立 32.2% 26.8% 34.9% 25.0% 36.9% 38.1% 32.6% 33.1% 37.5% 35.6% 34.1%

子どもを対象にした
犯罪・事故の軽減 17.8% 17.1% 25.6% 20.8% 16.2% 16.7% 20.2% 20.6% 16.1% 26.7% 19.1%

障がいのある子ども
への支援 4.1% 3.7% 20.9% 0.0% 6.7% 5.6% 8.5% 4.0% 5.4% 3.3% 5.8%

虐待を受けた子ども
への支援 5.5% 3.7% 4.7% 0.0% 0.6% 3.2% 3.9% 2.9% 1.8% 1.1% 3.1%

小学校の放課後等
の居場所の充実 21.9% 32.9% 23.3% 25.0% 24.0% 28.6% 28.7% 26.3% 25.9% 25.6% 26.2%

その他 0.7% 2.4% 2.3% 0.0% 1.7% 3.2% 3.9% 1.1% 3.6% 1.1% 2.0%

無効・無回答 9.6% 8.5% 7.0% 12.5% 10.1% 10.3% 6.2% 9.1% 8.0% 10.0% 9.1%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

子育てをする中で有効と感じる対策（上位 3 つ）で、最も回答が多かったのは「地域における子育て支援の充

実」が 36.2％、次いで「仕事と家庭生活の両立」が 34.1％、「保育サービスの充実」が 33.5％、「子育てしやすい

住居・町の環境面での充実」が 31.6％、「小学校の放課後等の居場所の充実」が 26.2％となっている。 

子育てに不安やストレスを感じることが「よくある」と回答した人が有効と感じる対策としては、「保育サービスの

充実」（40.6％）、「仕事と家庭生活の両立」（37.1％）が多く選択されている。 

家庭類型別の「ひとり親」では、「仕事と家庭生活の両立」（55.4％）が最も高く、次いで「小学校の放課後等の居

場所の充実」が 38.6％であった。 

子どもの年齢別の特徴として、「0 歳」では、「地域における子育て支援の充実」（45.8％）、「母親・乳児の健康に

対する安心」（12.5％）が他の年齢と比較して高い傾向にある。「1・2 歳」では、「保育サービスの充実」（1 歳

41.6％、2 歳 43.6％）が最も多い。「５歳」では、「小学校の放課後等の居場所の充実」（36.8％）が最も多い。 
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(11) 理想的なお子さんの人数（問 17） 
【理想的なお子さんの人数】 

０人, 0.3%

１人, 2.5%

２人, 45.0%

３人, 46.1%

４人, 3.9%

５人以上, 1.2%

無効・無回答, 1.1%

n=1142  
 

【実際のお子さんの人数と理想的な人数の比較】 

35.7 

2.5 

45.8 

45.0 

14.4 

46.1 

1.8 

3.9 

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

実際

理想

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無効・無回答
 

 
【お子さんの人数 実際×理想】 

 理想 
実際 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 実際＜希望の

合計 
１人 0.2% 1.9% 21.6% 11.0% 0.4% 0.2% 33.2%
２人 0.0% 0.3% 20.8% 23.1% 1.3% 0.0% 24.4%
３人 0.0% 0.2% 1.3% 11.1% 1.2% 0.4% 1.6%
４人 0.1% 0.0% 0.3% 0.3% 0.9% 0.4% 0.4%
５人以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0%

全体 0.3% 2.4% 44.0% 45.6% 3.8% 1.1% 59.5%
※比率は全体（n=1,142）に対する比率。網掛けは、「実際」のお子さんの人数が「利用」より少ない分布を示す。 
 

【家庭類型別 実際と理想のお子さんの平均人数】 

1.65 

1.98 

1.71 

1.79 

1.84 

2.44 

2.69 

2.54 

2.51 

2.55 

0 1 2 3

ひとり親

共働き（パートタイム）

共働き（フルタイム）

専業主婦（夫）

全体

（人）

実際のお子さんの人数 理想のお子さんの人数  
 

理想的なお子さんの人数として、最も多いのは「3 人」（46.1％）、次いで「2 人」（45.0％）であった。理想的な

人数として「1 人」を希望するのは 2.5％であるのに対し、実際のお子さんの人数が「1 人」であるのは 35.7％

に上る。理想的な人数より実際のお子さんの人数が少ないのは、全体の 59.5％であった。 
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【問 17 の理想的な人数に比べて、現在のお子さんの人数が少ない方のみ】 

(12) 理想的なお子さんの人数に比べ現在のお子さんの人数が少ない理由 （複数回答）（問 17-1） 

25.3%
61.0%

12.2%
23.5%

6.6%
4.6%

29.0%
30.7%

10.9%
2.2%

14.0%
5.1%

13.4%
2.8%

0% 20% 40% 60% 80%

今後、理想の人数まで子どもを持つ予定

金銭面での負担が大きい

自分の仕事に差し支える

働きながら子育てができる職場環境がない

雇用が安定しない

自分や夫婦の生活を大切にしたい

高年齢での出産に不安がある

育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある

母親の健康上の不安

家族の看病や介護による負担が大きい

ほしいと思うができない

子どもがのびのび育つ社会環境ではない

その他

無効・無回答
n=680

 
 

【家庭類型別】 

  ひとり

親 

共働き

（フルタ

イム） 

共働き

（パート

タイム）

専業主

婦（夫） 全体 

サンプル数 46 109 117 344 680

今後、理想の人数まで子どもを持つ予定 19.6% 33.0% 18.8% 27.9% 25.3%

金銭面での負担が大きい 45.7% 57.8% 68.4% 59.9% 61.0%

自分の仕事に差し支える 17.4% 37.6% 16.2% 2.6% 12.2%

働きながら子育てができる職場環境がない 37.0% 17.4% 23.1% 23.3% 23.5%

雇用が安定しない 15.2% 4.6% 8.5% 4.4% 6.6%

自分や夫婦の生活を大切にしたい 6.5% 3.7% 3.4% 4.7% 4.6%

高年齢での出産に不安がある 17.4% 29.4% 31.6% 29.1% 29.0%

育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある 15.2% 30.3% 28.2% 34.9% 30.7%

母親の健康上の不安 8.7% 4.6% 11.1% 14.0% 10.9%

家族の看病や介護による負担が大きい 2.2% 1.8% 0.9% 3.2% 2.2%

ほしいと思うができない 4.3% 18.3% 11.1% 15.4% 14.0%

子どもがのびのび育つ社会環境ではない 10.9% 3.7% 3.4% 4.9% 5.1%

その他 41.3% 10.1% 12.0% 11.9% 13.4%

無効・無回答 4.3% 2.8% 2.6% 2.0% 2.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 
 

32



 

【子育てをする上での不安やストレスの有無別】 

  よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 全体 

サンプル数 120 419 138 680

今後、理想の人数まで子どもを持つ予定 23.3% 25.1% 27.5% 25.3%

金銭面での負担が大きい 56.7% 64.2% 54.3% 61.0%

自分の仕事に差し支える 13.3% 12.6% 10.1% 12.2%

働きながら子育てができる職場環境がない 22.5% 27.0% 13.0% 23.5%

雇用が安定しない 3.3% 8.8% 2.9% 6.6%

自分や夫婦の生活を大切にしたい 5.8% 4.5% 3.6% 4.6%

高年齢での出産に不安がある 23.3% 28.6% 34.8% 29.0%

育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある 45.0% 32.9% 11.6% 30.7%

母親の健康上の不安 20.0% 10.0% 5.8% 10.9%

家族の看病や介護による負担が大きい 3.3% 1.9% 2.2% 2.2%

ほしいと思うができない 10.0% 14.1% 17.4% 14.0%

子どもがのびのび育つ社会環境ではない 4.2% 6.7% 0.7% 5.1%

その他 15.8% 15.0% 6.5% 13.4%

無効・無回答 5.8% 1.7% 3.6% 2.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 
【子育てを楽しいと感じることの方が多いか、辛いと感じることの方が多いか】 

  
楽しいと感
じることの
方が多い 

楽しいと感
じ る こ と
と、辛いと
感じること
が同じくら
い 

辛いと感じ
ることの方
が多い 

全体 

サンプル数 491 126 15 680

今後、理想の人数まで子どもを持つ予定 27.7% 16.7% 13.3% 25.3%

金銭面での負担が大きい 62.3% 57.9% 66.7% 61.0%

自分の仕事に差し支える 12.6% 12.7% 6.7% 12.2%

働きながら子育てができる職場環境がない 21.6% 30.2% 26.7% 23.5%

雇用が安定しない 6.7% 7.1% 0.0% 6.6%

自分や夫婦の生活を大切にしたい 3.5% 8.7% 6.7% 4.6%

高年齢での出産に不安がある 29.3% 27.0% 40.0% 29.0%

育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある 25.5% 44.4% 66.7% 30.7%

母親の健康上の不安 8.6% 17.5% 33.3% 10.9%

家族の看病や介護による負担が大きい 2.4% 0.8% 0.0% 2.2%

ほしいと思うができない 14.5% 15.1% 6.7% 14.0%

子どもがのびのび育つ社会環境ではない 4.7% 6.3% 6.7% 5.1%

その他 12.2% 15.9% 13.3% 13.4%

無効・無回答 1.8% 4.0% 13.3% 2.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。「楽しいと感じることの方が多い」と「辛いと感じることが多

い」の差が１０ポイント以上ある選択肢を網掛け、太字で表示。 
 

33



 

 
理想的な人数に比べ現在のお子さんの人数が少ない理由として、「金銭面での負担が大きい」が 61.0％を占め

た。 

家庭類型別にみると、「共働き（フルタイム）」では、「今後、理想の人数まで子どもを持つ予定」（33.0％）、「自分

の仕事に差し支える」（37.6％）の比率が相対的に高い。「共働き（パートタイム）」では、「金銭面での負担が大

きい」が 68.4％であった。 

不安やストレスの有無別では、「今後、理想の人数まで子どもを持つ予定」と回答した比率について、不安やスト

レスが「よくある」場合には 23.3％であるのに対し、不安やストレスが「ほとんどない」場合には 27.5％と、より子

どもを持つことに前向きな傾向がある。 

また、子育てを「楽しいと感じることの方が多い」と回答した人は、「今後、理想の人数まで子どもを持つ予定」を

27.7％が選択した。子育てを「辛いと感じることの方が多い」と回答した人では、「金銭面での負担が大きい」「高

年齢での出産に不安がある」「育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある」「母親の健康上の不安」な

どを相対的に多く選択しており、子育てをめぐる様々な不安が理想の人数まで子どもを持つことができない要因

となっていることがうかがえる。 
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4. 保護者の就労状況について 
(1) 母親の現在の就労状況【父子家庭を除く】（問 18-1） 

フルタイム, 16.8%

フルタイム（産休・育

休・介護休業中） , 

3.6%

パート・アルバイト, 

20.1%

パート・アルバイト

（産休・育休・介護休

業中）, 0.5%

以前は就労していた

が、現在は就労して

いない , 46.5%

これまで就労したこ

とがない , 6.8%

無効・無回答, 5.7%

n=1138  
 

【5 年前調査との比較】 

16.8 

12.8 

3.6 

2.3 

20.1 

19.8 

0.5 

0.0 

46.5 

55.5 

6.8 

7.7 

5.7 

1.9 

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

今回調査

（n=1138)

5年前調査

（n=988)

フルタイム

フルタイム

（産休・育休・介護休業中）

パート・アルバイト

パート・アルバイト

（産休・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

無効・無回答  

 

母親の就労状況は「以前は就労していたが、現在は就労していない」が最も多く 46.5％を占めている。フルタイ

ム、またはパート・アルバイト等で就労している母親（産休・育休・介護休業中を含む）は、41.0％を占めている。

5 年前の調査と比較すると、「以前は就労していたが現在は就労していない」母親の比率が 9.0 ポイント減少し、

フルタイムで就労している母親（産休・育休・介護休業中を含む）の比率は 5.3 ポイント増加している。 
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【行政センター別】 

 サンプル数
フルタイム 
※ 

パートタイム

※ 無業 

本庁 145 20.0% 27.6% 48.3% 

追浜行政センター 82 23.2% 19.5% 53.7% 

田浦行政センター 43 20.9% 16.3% 53.5% 

逸見行政センター 24 33.3% 8.3% 45.8% 

衣笠行政センター 179 14.5% 19.6% 60.3% 

大津行政センター 125 28.0% 22.4% 46.4% 

浦賀行政センター 129 17.8% 20.9% 58.1% 

久里浜行政センター 174 20.1% 16.7% 55.7% 

北下浦行政センター 112 22.3% 19.6% 52.7% 

西行政センター 89 18.0% 27.0% 51.7% 

全体 1,138 20.4% 20.7% 53.3% 

※フルタイム、パートタイムには、育休・産休・介護休業中のものが含まれる。 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【子どもの年齢別】 

 サンプル数 フルタイム フルタイム 
（休業中） パートタイム

パートタイム

（休業中） 
無業 

（以前就労） 
無業 

（就業なし）

0 歳 168 13.7% 10.1% 9.5% 0.0% 57.1% 3.6%

1 歳 189 15.9% 3.2% 12.7% 1.1% 58.2% 4.2%

2 歳 188 16.0% 3.2% 11.7% 0.0% 58.0% 5.9%

3 歳 190 16.3% 2.6% 27.4% 0.0% 40.0% 7.4%

4 歳 206 18.0% 3.4% 27.2% 1.0% 35.9% 8.3%

5 歳 192 19.8% 0.0% 30.7% 1.0% 32.8% 10.4%

全体 1,138 16.8% 3.6% 20.1% 0.5% 46.5% 6.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

母親の就労状況を、子どもの年齢別に別にみると、子どもの年齢が上がるほど「パートタイム」就労の比率が高

くなり、「無業」の比率が減少している。子どもの年齢が「2 歳」と「3 歳」を比較すると、「パートタイム」の比率は

11.7％から 27.4％と 15.7 ポイント増加し、「無業（以前就労）」は 58.0％から 40.0％と 18 ポイント減少している。
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(2) フルタイムの母親の就労状況  
【１週当たりの就労日数」】 

0.0% 0.0% 0.0% 1.3%

76.3%

6.5%
0.4%

15.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
１

日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
効

・
無

回
答

n=232 

 

【１日当たりの就労時間（残業時間を含む）】 

0.0% 0.0% 2.6% 4.7%
9.9%

50.0%

9.5% 6.9%
0.9% 0.0%

15.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

４
時

間
未

満

４
時

間

５
時

間

６
時

間

７
時

間

８
時

間

９
時

間

10
時

間

11
時

間

12
時

間
以

上

無
効

・
無

回
答

n=232 

 

【月の就労時間数】 

0.0% 0.0% 0.0% 1.7%

15.5%

58.2%

7.3%
1.7%

15.5%

0%

20%

40%

60%

80%

～
月

48
時

間
未

満

～
月

64
時

間
未

満

～
月

80
時

間
未

満

～
月

12
0時

間
未

満

～
月

16
0時

間
未

満

～
月

20
0時

間
未

満

～
月

24
0時

間
未

満

月
24

0時
間

以
上

無
効

・
無

回
答

n=232 
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【家を出る時間】 

0.4% 0.4%

10.3%

50.4%

16.4%

3.4%0.9% 0.4%

17.2%

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

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・
無

回
答

n=232 

 
【帰宅時間】 

0.4%2.6%
8.2%

43.5%

17.7%

7.3%
2.2%0.4%

17.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・
無

回
答

n=232 

 
フルタイムの母親の 1 週当たりの就労日数は「週 5 日勤務」が 76.3％を占める。次いで「週 6 日勤務」が 6.5％

であった。１日当たりの勤務時間は「8 時間」が 50.0％を占めている。月の就労時間は、58.2％が「月 160～200

時間未満」となった。家を出る時間では、「7 時台」が 50.4％で最も多く、帰宅時間は「18 時台」が 43.5％で最も

多い。 
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(3) パートタイム・アルバイトの母親の就労状況  
【１週当たりの就労日数」】 

4.7%
7.7%

17.9%

31.1%

23.0%

3.8%
0.0%

11.9%

0%

10%

20%

30%

40%
１

日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
効

・
無

回
答

n=235 

 

【１日当たりの就労時間（残業時間を含む）】 

12.8%

18.3%

12.3%

20.4%

9.4%
11.5%

0.4% 0.9% 0.0% 0.4%

13.6%

0%

10%

20%

30%

４
時

間
未

満

４
時

間

５
時

間

６
時

間

７
時

間

８
時

間

９
時

間

10
時

間

11
時

間

12
時

間
以

上

無
効

・
無

回
答

n=235 

【月の就労時間数】 

12.3% 14.0% 11.9%

25.1%

17.9%

4.3% 0.0% 0.9%

13.6%

0%

20%

40%

～
月

48
時

間
未

満

～
月

64
時

間
未

満

～
月

80
時

間
未

満

～
月

12
0時

間
未

満

～
月

16
0時

間
未

満

～
月

20
0時

間
未

満

～
月

24
0時

間
未

満

月
24

0時
間

以
上

無
効

・無
回

答

n=235 

 
 

【家を出る時間】 

0.4% 0.9%1.7%

14.0%

31.5%

17.0%

3.8%
0.9% 0.9% 0.4%

0.9%
0.4%0.4%

0.9%
0.9%

2.6%
0.9%

21.7%

0%

10%

20%

30%

40%

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・
無

回
答

n=235 

 
【帰宅時間】 

0.4%
1.3%

0.9% 0.4%
1.3%

0.4%0.4% 1.3% 2.6%

8.5%
11.9%

7.7%
11.5%

11.9%
11.5%

2.6%
1.7%

1.3%
0.9%

21.7%

0%

10%

20%

30%

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・
無

回
答

n=235 
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パートタイム・アルバイトの母親の 1 週当たりの就労日数は「週 4 日」が 31.1％で最も多く、次いで「週 5 日」が

23.0％、「週 3 日」が 17.9％を占める。１日当たりの勤務時間は「6 時間」が 20.4％と最も多く、7 時間未満まで

で63.8％を占める。月の就労時間は、「月64時間未満」が26.4％、「月64～120時間未満」が37.0％、「月120

時間以上」が 23.0％となった。家を出る時間では、「8 時台」が 31.5％で最も多く、帰宅時間は 14 時台から 18

時台までに 54.5％が分布している。 

 

(4) パートタイム・アルバイト等の母親のフルタイムへの転換希望 

フルタイムへの転換

希望があり、実現で

きる見込みがある , 

7.2%

フルタイムへの転換

希望はあるが、実現

できる見込みはな

い , 26.0%

パート・アルバイト等

の就労を続けること

を希望 , 51.1%

パート・アルバイト等

をやめて子育てや

家事に専念したい , 

6.0%

無効・無回答, 9.8%

 

【子どもの年齢別】 

  ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 全体

サンプル数 16 26 22 52 58 61 235

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある  25.0% 0.0% 4.5% 9.6% 5.2% 6.6% 7.2%

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない  25.0% 30.8% 18.2% 21.2% 24.1% 32.8% 26.0%

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望  37.5% 53.8% 59.1% 57.7% 50.0% 45.9% 51.1%

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい   0.0% 0.0% 4.5% 3.8% 10.3% 8.2% 6.0%

無効・無回答 12.5% 15.4% 13.6% 7.7% 10.3% 6.6% 9.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

パートタイム・アルバイト等で就労している母親のうち、33.2％がフルタイムへの転換希望がある。51.1％は、パ

ートタイム・アルバイトの就労を続けることを希望している。 

子どもの年齢別では、どの年齢においても、「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」を選択した比率

が最も高かった。「０歳」では、「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」（25.0％）を選択した

比率が他の年齢と比較して高い傾向にある。「５歳」では「フルタイムへの転換希望があるが、実現できる見込

みはない」が 32.8％で、他の年齢と比較して高い傾向にある。 

 

n=235
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(5) 未就労の母親の就労希望 

子育てや家事など

に専念したい（就労

の希望はない） , 

14.5%

１年より先、一番下

の子どもが□□歳

になったころに就労

したい , 46.5%

すぐにでも、もしくは

１年以内に就労した

い , 20.8%

無効・無回答, 18.2%

n=606  
 

【子どもの年齢別】 
  ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 全体 

サンプル数 102 118 120 90 91 83 606 

子育てや家事などに専念したい 
（就労の希望はない）  14.7% 11.0% 16.7% 16.7% 11.0% 18.1% 14.5% 

１年より先、一番下の子どもが 
□□歳になったころに就労したい 52.0% 50.0% 42.5% 45.6% 41.8% 47.0% 46.5% 

すぐにでも、 
もしくは１年以内に就労したい  12.7% 20.3% 20.8% 21.1% 30.8% 20.5% 20.8% 

無効・無回答 20.6% 18.6% 20.0% 16.7% 16.5% 14.5% 18.2% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 
 

【就労したい時期の一番下の子どもの年齢】 

0.7%
3.2%

18.8%

11.3%
7.1%

14.9%

23.4%

6.4%
1.1%

7.8%
5.0%

0.4%
0%

10%

20%

30%

１
歳

２
歳

３
歳

４
歳

５
歳

６
歳

７
歳

８
歳

９
歳

１
０

歳

１
１

歳
以

上

無
効

・
無

回
答

n=282 

 
 

未就労の母親のうち、67.3％が就労を希望しており、「子育てや家事に専念したい（就労の希望はない）」を選択

した比率は 14.5％であった。 

子どもの年齢別では、どの年齢でも「１年より先に就労したい」を選択した比率が最も高い結果となった。「4 歳」

の子どもを持つ未就労の母親の「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の比率は 30.8％で、他の年齢と

比較して高い比率であった。 

1 年より先に就労を希望する母親のうち、一番下の子どもが「7 歳」になった時に就労を希望する母親は

23.4％、次いで「3 歳」になった時に就労を希望する方が 18.8％であった。 
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【未就労の母親で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 」と回答した方のみ】 

(6) 希望する就労形態 

フルタイム, 13.5%

パートタイム、アル

バイト等 , 84.9%

無効・無回答, 1.6%

n=126 

 
「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した未就労の母親のうち、84.9％が「パートタイ

ム・アルバイト等」での就労を希望し、13.5％が「フルタイム」での就労を希望している。 

 

(7) 希望する就労形態 
【１週当たりの就労日数」】 

0.9%
5.6%

51.4%

32.7%

8.4%

0.9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

無
効

・無
回

答

n=107 

 

【１日当たりの就労時間】 

0.0%
2.8%

43.0%

31.8%

15.0%

2.8% 3.7%
0.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

３
時

間
未

満

３
時

間

４
時

間

５
時

間

６
時

間

７
時

間

８
時

間

無
効

・無
回

答

n=107 

【希望する月の就労時間】 

6.5%

45.8%

14.0%

28.0%

4.7%
0.9%

0%

20%

40%

60%

～
月

48
時

間
未

満

～
月

64
時

間
未

満

～
月

80
時

間
未

満

～
月

12
0時

間
未

満

～
月

16
0時

間
未

満

～
月

20
0時

間
未

満

～
月

24
0時

間
未

満

月
24

0時
間

以
上

無
効

・
無

回
答

n=107 

 
「パートタイム、アルバイト等」での就労を希望した未就労の母親の希望する就労形態は、51.4％が 1 週当たり

「3 日」、74.8％が 1 日当たり 4～5 時間を希望している。希望する月の就労時間は、「月 64 時間未満」が

52.3％、「月 64～120 時間未満」が 42.1％、「月 120 時間以上」が 4.7％であった。 
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(8) 父親の現在の就労状況 【母子家庭を除く】（問 18-2） 

フルタイム, 90.2%

フルタイム

（産休・育休・介護休

業中） , 0.3%

パート・アルバイト, 

0.5%

以前は就労していた

が、現在は就労してい

ない , 0.9%

無効・無回答, 8.1%

n=1063  
 

(9) フルタイムの父親の就労状況  
【１週当たりの就労日数」】 

0.0% 0.9% 0.5%

48.6%

23.4%

1.4%

25.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

２
日

以
下

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
効

・無
回

答

n=962 

 

【１日当たりの就労時間（残業時間を含む）】 

0.7%

26.7%

10.0%

14.7%

3.6%

9.3%

2.9% 1.9% 1.0% 1.6%

27.7%

0%

10%

20%

30%

８
時

間
未

満

８
時

間

９
時

間

１
０

時
間

１
１

時
間

１
２

時
間

１
３

時
間

１
４

時
間

１
５

時
間

１
６

時
間

以
上

無
効

・
無

回
答

n=962 

【月の就労時間】 

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5%

33.2%

14.3%

23.9%
28.0%
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～
月

20
0時

間
未

満

～
月
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0時

間
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満

月
24

0時
間

以
上

無
効

・無
回

答

n=962 
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【家を出る時間】 

1.6%

9.9%

21.1%
23.8%

10.7%

1.9%
0.6%0.5%0.7%

28.4%
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台
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時

台
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時

台
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時

台
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時

台
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時

台
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時

台
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時

台

無
効

・
無

回
答

n=962 

 
【帰宅時間】 

2.0% 4.9%
11.4%

15.3%
11.7%

9.8%7.7%
4.3%

29.0%
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時

台
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時

台
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時

台

20
時

台
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時

台
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時

台
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時

台

無
効

・
無

回
答

n=962 

 
父親の就労状況はフルタイムの就労（産休・育休・介護休業中を含む）が 90.5％と最も多い。 

フルタイムの父親の 1 週当たりの就労日数は「週 5 日勤務」が 48.6％、次いで「週 6 日勤務」が 23.4％であっ

た。１日当たりの勤務時間は「8 時間」が最も多く 26.7％であった。月当たりの就労時間では、「月 200 時間以

上」（例えば週５日、１日１０時間以上の就労状況）が 38.2％を占める。 

家を出る時間では、「6～7 時台」で 44.9％を占め、帰宅時間は「19 時台」が最も多く 15.3％であるが「22 時台

～翌 5 時」の回答も 15.2％存在する。 
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(10) 父親と母親の就労状況  
【父親と母親の就労状況のクロス集計結果（サンプル数）】 

  

母親 

フルタイム 
パートタイ

ム・アルバ

イト等 
未就労 (父子家庭）

無効・ 
無回答 合計 

父
親 

フルタイム 177 203 551 2 29 962

パートタイム・ 
アルバイト等 2 1 2 0 0 5

未就労 6 0 2 1 1 10

（母子家庭） 30 22 22   5 79

無効・無回答 17 9 29 1 30 86

合計 232 235 606 4 65 1,142

 

【父親と母親の就労状況のクロス集計結果（全体に対する分布状況）】 

  

母親 

フルタイム 
パートタイ

ム・アルバ

イト等 
未就労 (父子家庭）

無効・ 
無回答 合計 

父
親 

フルタイム 15.5% 17.8% 48.2% 0.2% 2.5% 84.2%

パートタイム・ 
アルバイト等 0.2% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4%

未就労 0.5% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.9%

（母子家庭） 2.6% 1.9% 1.9% 0.4% 6.9%

無効・無回答 1.5% 0.8% 2.5% 0.1% 2.6% 7.5%

合計 20.3% 20.6% 53.1% 0.4% 5.7% 100.0%

 

父親、母親の就労状況と、配偶状況を合わせて、次の通り家庭類型の区分を設定した。 
 父親 母親 
共働き（フルタイム） フルタイム フルタイム 

共働き（パートタイム） 
フルタイム パートタイム・アルバイト等 
パートタイム・アルバイト等 フルタイム 
パートタイム・アルバイト等 パートタイム・アルバイト等 

専業主婦（夫） 

フルタイム 未就労 
パートタイム・アルバイト等 未就労 
未就労 フルタイム 
未就労 パートタイム・アルバイト等 

ひとり親 配偶者なし 配偶者なし 

その他・不明 
未就労 未就労 
父親、母親のいずれかの就労状況が無効・無回答 

※家庭類型を区分する際に、調査票の回答者が父親、母親以外である回答や、お子さんの生年月が未回答であるサンプルを除

いて算出するため、上記の父親・母親の就労状況別のクロス集計件数と、家庭類型の集計件数に差異が生じる点に留意。 
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【子どもの年齢別の家庭類型】 

 

3.6%

4.2%

3.7%

12.6%

8.7%

10.4%

7.3%

22.0%

15.8%

15.4%

10.0%

17.8%

12.4%

15.4%

7.1%

8.9%

10.1%

20.5%

21.2%

25.4%

15.8%

58.3%

56.8%

59.6%

42.6%

38.5%

38.9%

48.5%

8.9%

14.2%

11.2%

14.2%

13.9%

13.0%

13.0%

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

0歳(n=168)

1歳(n=190)

2歳(n=188)

3歳(n=190)

4歳(n=208)

5歳(n=193)

全体(n=1142)

ひとり親 共働き（フルタイム） 共働き（パートタイム） 専業主婦（夫） その他・不明

 

 サンプル数 ひとり親 共働き（フル

タイム） 
共働き（パー

トタイム） 
専業主婦

（夫） 
その他・ 

不明 

0 歳 168 3.6% 22.0% 7.1% 58.3% 8.9%

1 歳 190 4.2% 15.8% 8.9% 56.8% 14.2%

2 歳 188 3.7% 15.4% 10.1% 59.6% 11.2%

3 歳 190 12.6% 10.0% 20.5% 42.6% 14.2%

4 歳 208 8.7% 17.8% 21.2% 38.5% 13.9%

5 歳 193 10.4% 12.4% 25.4% 38.9% 13.0%

全体 1,142 7.3% 15.4% 15.8% 48.5% 13.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【行政センター別の家庭類型】 

10.3%

7.3%

11.6%

4.2%

7.3%

7.1%

7.8%

5.1%

4.5%

6.7%

7.3%

16.4%

18.3%

7.0%

29.2%

9.5%

20.6%

13.2%

18.9%

18.8%

12.2%

15.4%

16.4%

17.1%

14.0%

8.3%

17.3%

17.5%

13.2%

12.0%

17.0%

24.4%

15.8%

44.5%

47.6%

51.2%

41.7%

54.7%

44.4%

51.9%

53.1%

47.3%

44.4%

48.5%

12.3%

9.8%

16.3%

16.7%

11.2%

10.3%

14.0%

10.9%

12.5%

12.2%

13.0%

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

本庁(n=146)

追浜(n=82)

田浦(n=43)

逸見(n=24)

衣笠(n=179)

大津(n=126)

浦賀(n=129)

久里浜(n=175)

北下浦(n=112)

西(n=90)

全体(n=1142)

ひとり親 共働き（フルタイム） 共働き（パートタイム） 専業主婦（夫） その他・不明  
 

 
サンプル数 ひとり親 

共働き（フル

タイム） 
共働き（パー

トタイム） 
専業主婦

（夫） 
その他・ 

不明 

本庁 146 10.3% 16.4% 16.4% 44.5% 12.3%

追浜行政センター 82 7.3% 18.3% 17.1% 47.6% 9.8%

田浦行政センター 43 11.6% 7.0% 14.0% 51.2% 16.3%

逸見行政センター 24 4.2% 29.2% 8.3% 41.7% 16.7%

衣笠行政センター 179 7.3% 9.5% 17.3% 54.7% 11.2%

大津行政センター 126 7.1% 20.6% 17.5% 44.4% 10.3%

浦賀行政センター 129 7.8% 13.2% 13.2% 51.9% 14.0%

久里浜行政センター 175 5.1% 18.9% 12.0% 53.1% 10.9%

北下浦行政センター 112 4.5% 18.8% 17.0% 47.3% 12.5%

西行政センター 90 6.7% 12.2% 24.4% 44.4% 12.2%

全体 1,142 7.3% 15.4% 15.8% 48.5% 13.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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5. 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 
(1) あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用されていますか

（問 19） 

利用している, 64.9%

利用していない, 

34.2%

無効・無回答, 0.9%

n=1142  

64.9%

45.7%

34.2%

52.7%

0.9 

1.6 

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

今回調査
(n=1142)

5年前調査
(n=988)

利用している 利用していない 無効・無回答
 

【子どもの年齢別】 

  サンプル数 利用している 利用していない 

0 歳 168 19.0% 81.0% 

1 歳 190 28.4% 70.0% 

2 歳 188 48.4% 50.5% 

3 歳 190 87.9% 11.1% 

4 歳 208 97.6% 1.9% 

5 歳 193 99.0% 0.0% 

全体 1,142 64.9% 34.2% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【家庭類型別】 

サンプル数 利用している 利用していない 

ひとり親 83 84.3% 14.5% 

共働き（フルタイム） 180 81.3% 18.8% 

共働き（パートタイム） 176 88.9% 10.0% 

専業主婦（夫） 554 49.1% 50.4% 

全体 1,142 64.9% 34.2% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

48



 

【行政センター別】 

  サンプル数 利用している 利用していない 

本庁 146 69.2% 30.1% 

追浜 82 70.7% 28.0% 

田浦 43 69.8% 27.9% 

逸見 24 54.2% 45.8% 

衣笠 179 63.1% 36.3% 

大津 126 64.3% 35.7% 

浦賀 129 62.8% 36.4% 

久里浜 175 62.3% 36.0% 

北下浦 112 60.7% 39.3% 

西 90 68.9% 30.0% 

全体 1,142 64.9% 34.2% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

 

幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用しているのは全体の 64.9％である。5 年前の調

査と比較すると、定期的な教育・保育の事業の利用者は 45.7％から 64.9％と 19.2 ポイント増加した。 

子どもの年齢別にみた定期的な教育・保育の利用率は、「0 歳児」は 19.0％であった。「2 歳」では 48.4％の利

用率が、幼稚園の就園時期である「3 歳」で 87.9％に大きく増加し、「5 歳」では 99.0％となっている。 

 
【問 19 で「利用している」と回答した方のみ】      

(2) 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）（問 19-１） 

57.0%

5.4%

35.0%

0.0%

3.1%

3.1%

0.4%

3.5%

0.5%

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

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（保育園）

家庭的保育（保育ママ）

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

無効・無回答 n=741
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【平日の教育・保育事業の利用者内の比率 5 年前との比較】 

57.0%

5.4%

35.0%

0.0%

3.1%

3.1%

0.4%

3.5%

0.5%

59.9%

14.4%

35.0%

1.1%

4.2%

0.7%

0.0%

1.6%

0.4%

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（保育園）

家庭的保育（保育ママ）

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

無効・無回答

今回調査(n=741) 5年前調査(n=451)
 

 
【家庭類型別】 

  ひとり親 共働き（フル

タイム） 
共働き（パー

トタイム） 
専業主婦

（夫） 全体 

サンプル数 70 160 143 272 741

幼稚園 40.0% 5.6% 62.9% 86.8% 57.0%

幼稚園の預かり保育 8.6% 2.5% 10.5% 3.7% 5.4%

（預かり保育利用率※） (21.4%) (44.4%) (16.7%) (4.2%) (9.5%)

認可保育所（保育園） 57.1% 73.8% 39.9% 4.8% 35.0%

家庭的保育（保育ママ） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

事業所内保育施設 2.9% 7.5% 2.8% 0.4% 3.1%

その他の認可外の保育施設 2.9% 3.8% 3.5% 3.3% 3.1%

ファミリー・サポート・センター 1.4% 0.6% 0.0% 0.4% 0.4%

その他 0.0% 0.6% 3.5% 6.6% 3.5%

無効・無回答 0.0% 0.0% 1.4% 0.7% 0.5%
※定期的な預かり保育の利用率は、「幼稚園の預かり保育回答者数」÷「幼稚園回答者数」により算出 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【子どもの年齢別】 
  ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 全体 

サンプル数 32 54 91 167 203 191 741

幼稚園 3.1% 1.9% 36.3% 64.1% 68.0% 73.8% 57.0%

幼稚園の預かり保育 0.0% 0.0% 3.3% 4.8% 5.4% 9.4% 5.4%

（預かり保育利用率※） (0.0%) (0.0%) (9.1%) (7.5%) (8.0%) (12.8%) (9.5%)

認可保育所（保育園） 81.3% 72.2% 42.9% 28.1% 29.6% 24.1% 35.0%

家庭的保育（保育ママ） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

事業所内保育施設 6.3% 7.4% 4.4% 2.4% 1.5% 3.1% 3.1%

その他の認可外の保育施設 9.4% 11.1% 5.5% 3.0% 1.5% 0.5% 3.1%

ファミリー・サポート・センター 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%

その他 3.1% 9.3% 12.1% 3.0% 0.5% 1.6% 3.5%

無効・無回答 0.0% 0.0% 2.2% 0.6% 0.0% 0.5% 0.5%
※定期的な預かり保育の利用率は、「幼稚園の預かり保育回答者数」÷「幼稚園回答者数」により算出 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

【行政センター別】 

  本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 久里

浜 
北下

浦 西 全体 

サンプル数 101 58 30 13 113 81 81 109 68 62 741

幼稚園 58.4% 46.6% 53.3% 38.5% 66.4% 48.1% 60.5% 61.5% 52.9% 56.5% 57.0%

幼稚園の預かり保育 5.9% 5.2% 6.7% 0.0% 4.4% 2.5% 7.4% 4.6% 4.4% 9.7% 5.4%

 ※預かり保育利用率 10.2% 11.1% 12.5% 0.0% 6.7% 5.1% 12.2% 7.5% 8.3% 17.1% 9.5%

認可保育所（保育園） 36.6% 41.4% 40.0% 53.8% 28.3% 40.7% 32.1% 22.9% 42.6% 37.1% 35.0%

家庭的保育（保育ママ） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

事業所内保育施設 2.0% 3.4% 6.7% 0.0% 0.9% 3.7% 1.2% 7.3% 1.5% 4.8% 3.1%

その他の 
認可外の保育施設 2.0% 6.9% 3.3% 0.0% 1.8% 3.7% 1.2% 7.3% 1.5% 1.6% 3.1%

ファミリー・サポート・ 
センター 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%

その他 1.0% 5.2% 0.0% 7.7% 5.3% 3.7% 4.9% 3.7% 4.4% 1.6% 3.5%

無効・無回答 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 2.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.5%

※定期的な預かり保育の利用率は、「幼稚園の預かり保育回答者数」÷「幼稚園回答者数」により算出 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 
幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」の利用者のうち、「幼稚園」の利用者は 57.0％、「認可保

育所（保育園）」は 35.0％となった。利用者における利用事業の比率を 5 年前と比較すると、「幼稚園の」利用者

は 2.9 ポイント減少し、「幼稚園の預かり保育」に関しては、5 年前調査と比較して 9.0 ポイント減少した。 

家庭類型別では、「幼稚園」の利用率が高いのは「専業主婦（夫）」（86.8％）、「共働き（パートタイム）」（62.9％）

であった。「認可保育所（保育園）」の利用率は「共働き（フルタイム）」（73.8％）、「ひとり親」（57.1％）で高い傾

向にある。 
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【問 19 で「利用している」と回答した方のみ】 

(3)  平日の定期的な教育・保育の利用状況と希望（問 19-2-①、問 19-2-②） 
 

【１週当たりの日数】 

①利用状況 

1.6%4.9%2.4% 4.2%
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②希望 
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【１日当たりの時間】 

①利用状況 
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②希望 
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４
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【開始時間】 

①利用状況 
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【終了時間】 

①利用状況 
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平日の定期的な教育・保育の利用状況と希望に関して、週当たりの利用状況は「週 5 日」が 82.3％で、「週 6

日」が 2.8％である。1 日当たりの利用時間は「5～6 時間」で 45.6％を占める。利用希望は「6～8 時間」の希望

が多く合計で 47.4％を占める。現在の利用開始時間は「9 時台」が最も多く 46.3％、利用終了時間は「14 時台」

が最も多く 33.7％である。 
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(4) 「幼稚園」利用者のの利用状況と希望 
 

【１週当たりの日数】 

①利用状況 
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0.7%1.9%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
１

日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

以
上

無
効

・
無

回
答

n=422 

②希望 

0.0%1.4%2.6% 0.7%

75.6%

3.1%

16.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

以
上

無
効

・
無

回
答

n=422 

 

【１日当たりの時間】 

①利用状況 
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【開始時間】 

①利用状況 
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【終了時間】 

①利用状況 
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「幼稚園」利用者の、週当たりの利用状況は「週 5 日」が 88.9％である。1 日当たりの利用時間は「5～6 時間」

で 76.1％を占める。利用希望は「6～8 時間」の希望が多く合計で 62.3％を占める。「9 時間」以上の希望は

7.3％存在する。現在の利用開始時間は「9 時台」が最も多く 57.8％、利用希望は「8 時台」が 6.2 ポイント増加し

30.6％であった。利用終了時間は「14～15 時台」が最も多く 82.5％を占める。終了時間の希望は「１６時台」以

降が 23.5 ポイント増加し、34.1％であった。 
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(5) 「幼稚園預かり保育」利用者のの利用状況と希望 
 

【１週当たりの日数】 

①利用状況 
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【１日当たりの時間】 

①利用状況 
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【開始時間】 

①利用状況 
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【終了時間】 
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「幼稚園預かり保育」利用者の、週当たりの利用状況は「週 5 日」が 87.5％である。1 日当たりの利用時間は「5

～6 時間」に 47.5％、「8～9 時間」に 35％分布している。利用希望は「９時間」の希望が 20.0％で最も多い。な

お、「６時間まで」が 12.5％、「７時間以上」が 70.0％を占める。現在の利用開始時間は「9 時台」が最も多く

52.5％、利用希望は「8 時台」が最も多く 42.5％であった。利用終了時間は「14 時台」が最も多く 30.0％である。

終了時間の希望は「１5～18 時台」に 70.0％が分布している。 
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(6) 「認可保育所」利用者のの利用状況と希望 
 

【１週当たりの日数】 

①利用状況 
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【１日当たりの時間】 
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【開始時間】 
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【終了時間】 
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１
１

時
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１
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時
台
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時
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時
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台
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時
台

１
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時
台

１
８

時
台

１
９

時
台

２
０

時
台

無
効

・
無

回
答

n=259 

②希望 

0.8%
3.9%

12.7%
15.8%

26.6%

12.4%
6.6%

0.8%

20.5%

0%
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１
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台
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台
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時
台

１
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台
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６

時
台

１
７

時
台

１
８

時
台

１
９

時
台

２
０

時
台

２
１

時
台

無
効

・
無

回
答

n=259 

 

「認可保育所」利用者の、週当たりの利用状況は「週 5 日」が 81.5％となった。1 日当たりの利用時間は「7～11

時間」に92.3％が分布している。利用希望は「8～11 時間」の希望が57.1％を占め、「12時間以上」の利用希望

が 9.7％存在する。現在の利用開始時間は「8 時台」が最も多く 43.2％であった。利用終了時間は「18 時台」が

最も多く 38.6％である。終了時間の希望は「19～21 時台」が 10.8 ポイント増え 18.9％である。 
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【問 19 で「利用している」と回答した方のみ】 

(7) 現在、利用している教育・保育事業の実施場所（問 19-3） 

96.2%

0.9% 0.0% 0.5% 1.3% 0.3% 0.7%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

横
須

賀
市

内

三
浦

市

逗
子

市

葉
山

町

横
浜

市

そ
の

他

無
効

・無
回

答

n=741 

 

現在利用している教育・保育事業の実施場所は横須賀市内が 96.2％を占める。 

 
【問 19 で「利用している」と回答した方のみ】 

(8) 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている主な理由（複数回答）（問 19-4） 

70.0%

46.0%

2.6%

1.1%

2.2%

0.5%

3.2%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方が就労予定であるか、

または求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを介護している

子育てをしている方に病気や障害がある

子育てをしている方が学生である

その他

無効・無回答 n=741
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【現在利用している教育・保育の事業別】 

 幼稚園 幼稚園の預

かり保育 
認可保育所

（保育園） 全体 

サンプル数 422 40 259 741

子どもの教育や発達のため  97.6% 90.0% 29.7% 70.0%

子育てをしている方が現在就労している  16.1% 52.5% 93.4% 46.0%

子育てをしている方が就労予定であるか、または求職中である 3.3% 2.5% 1.5% 2.6%

子育てをしている方が家族・親族などを介護している  1.2% 7.5% 0.8% 1.1%

子育てをしている方に病気や障害がある 1.2% 7.5% 2.7% 2.2%

子育てをしている方が学生である  0.2% 0.0% 0.8% 0.5%

その他 3.3% 10.0% 1.5% 3.2%

無効・無回答 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【家庭類型別】 

  ひとり親

共働き

（フルタイ

ム） 

共働き

（パートタ

イム） 

専業主

婦（夫） 全体 

サンプル数 70 160 143 272 741

子どもの教育や発達のため  55.7% 25.0% 79.7% 94.9% 70.0%

子育てをしている方が現在就労している  67.1% 85.6% 72.0% 2.9% 46.0%

子育てをしている方が就労予定であるか、または求職中である 7.1% 1.3% 0.0% 3.7% 2.6%

子育てをしている方が家族・親族などを介護している  0.0% 1.3% 0.7% 1.5% 1.1%

子育てをしている方に病気や障害がある 5.7% 0.6% 0.7% 3.7% 2.2%

子育てをしている方が学生である  1.4% 0.6% 0.0% 0.7% 0.5%

その他 2.9% 0.6% 3.5% 4.8% 3.2%

無効・無回答 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【子どもの年齢別】 

  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 全体

サンプル数 32 54 91 167 203 191 741

子どもの教育や発達のため  25.0% 27.8% 53.8% 76.6% 80.8% 80.1% 70.0%

子育てをしている方が現在就労している  90.6% 81.5% 50.5% 39.5% 37.4% 40.8% 46.0%

子育てをしている方が就労予定であるか、または求職中である 3.1% 1.9% 3.3% 3.6% 2.0% 2.1% 2.6%

子育てをしている方が家族・親族などを介護している  3.1% 0.0% 1.1% 0.6% 1.0% 1.6% 1.1%

子育てをしている方に病気や障害がある 9.4% 1.9% 2.2% 1.8% 2.5% 1.0% 2.2%

子育てをしている方が学生である  0.0% 1.9% 2.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.5%

その他 0.0% 3.7% 11.0% 2.4% 3.0% 1.0% 3.2%

無効・無回答 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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現在利用している教育・保育の事業を利用されている理由は、「子どもの教育は発達のため」が 70.0％、次いで

「子育てをしている方が現在就労している」が 46.0％である。 

現在利用している教育保育事業別に事業を利用する理由をみると、「幼稚園」の場合は「子どもの教育や発育

のため」が 97.6％で最も高い。「幼稚園預かり保育」の場合は「子どもの教育や発達のため」が 90.0％、「子育

てをしている方が現在就労している」が 52.5％である。このほか、「子育てをしている方が家族・親族などを介護

している」（7.5％）、「子育てをしている方に病気や障害がある」（7.5％）、「その他」（10.0％）等、他の事業と比

較して多様な理由で事業を利用している。「認可保育所（保育園）」の場合は、「子育てをしている方が現在就労

している」が 93.4％で最も高い。 

子どもの年齢別では、「3～5 歳」で「子どもの教育や発達のため」の比率が相対的に高い。この点については、

「幼稚園」利用者の比率が増加することによるものと考えられる。また、「子育てをしている方が現在就労してい

る」を選択する比率は、「0 歳」で 90.6％、「1 歳」で 81.5％であり、全体の値（46.0％）と比較して高くなっている。

 
【問 19 で「利用していない」と回答した方のみ】 

(9) 平日に定期的に教育・保育の事業を利用していない理由（複数回答）（問 19-5） 

47.8%

6.9%

0.0%

10.5%

13.6%

1.0%

3.3%

59.6%

10.5%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80%

（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労

していないなどの理由で）利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、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

（□歳くらいになったら利用しようと考えている）

その他

無効・無回答
n=391

 
【家庭類型別】 

  ひとり親 共働き（フ

ルタイム）

共働き（パ

ートタイ

ム） 

専業主婦

（夫） 全体 

サンプル数 12 33 18 279 391

利用する必要がない  33.3% 21.2% 11.1% 57.7% 47.8%

子どもの祖父母や親戚の人がみている  33.3% 18.2% 50.0% 2.2% 6.9%

近所の人や父母の友人・知人がみている  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない  25.0% 39.4% 11.1% 6.1% 10.5%

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない  0.0% 9.1% 11.1% 13.6% 13.6%

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない  0.0% 3.0% 11.1% 0.0% 1.0%

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 0.0% 6.1% 5.6% 2.9% 3.3%

子どもがまだ小さいため 25.0% 30.3% 61.1% 64.5% 59.6%

その他 25.0% 18.2% 11.1% 8.6% 10.5%

無効・無回答 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
※「ひとり親」「共働き（フルタイム）」「共働き（パートタイム）」のサンプル数が少ない点に留意。 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【子どもの年齢別】 

  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 全体 

サンプル数 136 133 95 21 4 0 391

利用する必要がない  42.6% 55.6% 48.4% 33.3% 50.0% － 47.8%

子どもの祖父母や親戚の人がみている  5.9% 9.0% 5.3% 9.5% 0.0% － 6.9%

近所の人や父母の友人・知人がみている  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% － 0.0%

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない  11.0% 14.3% 2.1% 9.5% 50.0% － 10.5%

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない  8.1% 19.5% 9.5% 23.8% 50.0% － 13.6%

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない  0.7% 0.8% 1.1% 0.0% 25.0% － 1.0%

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 2.2% 5.3% 1.1% 4.8% 25.0% － 3.3%

子どもがまだ小さいため 68.4% 60.2% 55.8% 23.8% 25.0% － 59.6%

その他 6.6% 6.8% 15.8% 38.1% 0.0% － 10.5%

無効・無回答 0.0% 0.8% 2.1% 0.0% 25.0% － 1.0%

※「3 歳」「4 歳」「5 歳」のサンプル数が少ない点に留意。 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 
【行政センター別】 

  本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 久里

浜 
北下

浦 西 全体 

サンプル数 44 23 12 11 65 45 47 63 44 27 391

利用する必要がない  43.2% 39.1% 83.3% 45.5% 41.5% 55.6% 44.7% 55.6% 50.0% 40.7% 47.8%

子どもの祖父母や親戚の人がみ

ている  13.6% 4.3% 16.7% 9.1% 7.7% 4.4% 2.1% 6.3% 11.4% 0.0% 6.9%

近所の人や父母の友人・知人が

みている  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

利用したいが、保育・教育の事業

に空きがない  13.6% 13.0% 0.0% 9.1% 7.7% 13.3% 4.3% 14.3% 4.5% 18.5% 10.5%

利用したいが、経済的な理由で

事業を利用できない  9.1% 13.0% 16.7% 0.0% 15.4% 11.1% 19.1% 7.9% 18.2% 22.2% 13.6%

利用したいが、延長・夜間等の時

間帯の条件が合わない  2.3% 4.3% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 1.0%

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 2.3% 4.3% 0.0% 0.0% 1.5% 6.7% 2.1% 6.3% 0.0% 7.4% 3.3%

子どもがまだ小さいため 50.0% 56.5% 50.0% 81.8% 60.0% 62.2% 66.0% 58.7% 61.4% 66.7% 59.6%

その他 20.5% 4.3% 16.7% 0.0% 12.3% 4.4% 14.9% 6.3% 6.8% 11.1% 10.5%

無効・無回答 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 1.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

平日に定期的に教育・保育の事業を利用していない理由として最も多い回答は、「子どもがまだ小さいため」

（59.6％）、次いで「利用する必要がない」（47.8％）であった。「利用したいが、教育・保育の事業に空きがない」

と回答した人は 10.5％存在する。 

家庭類型別では、「利用したいが保育・教育の事業に空きがない」を選択したのは、「ひとり親」（25.0％）、「共働

き（フルタイム）」（39.4％）が多くなっている。子どもの年齢別では、「1 歳」で「利用したいが、保育・教育の事業

に空きがない」（14.3％）、「利用したいが、経済的な理由で利用できない」（19.5％）を選択した比率が相対的に

高い。「3 歳」では「利用したいが、経済的な理由で利用できない」（23.8％）を選択した比率が相対的に高い。 
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(10) 現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの平日の教育・ 保育の事業とし

て、「定期的に」利用したいと考える事業（複数回答）（問 20） 

71.0%

36.4%

36.8%

25.9%

7.4%

2.1%

7.4%

3.0%

4.8%

8.3%

1.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（保育園）

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育（保育ママ）

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無効・無回答 n=1142

 

【現在利用している教育・保育の事業別】 
 現在利用の事業 

 
利用希望する事業 

幼稚園 
幼稚園の

預かり保

育 

認可保育

所（保育

園） 

事業所内

保育施設

その他の

認可外の

保育施設 

利用して

いない 全体 

サンプル数 422 40 259 23 23 391 1,142

幼稚園 95.5% 82.5% 17.0% 34.8% 30.4% 85.7% 71.0%

幼稚園の預かり保育 48.8% 90.0% 19.7% 34.8% 26.1% 34.8% 36.4%

認可保育所（保育園） 8.8% 15.0% 88.4% 39.1% 56.5% 34.0% 36.8%

認定こども園 16.6% 35.0% 37.8% 30.4% 43.5% 27.1% 25.9%

小規模な保育施設 3.3% 7.5% 8.5% 8.7% 21.7% 9.7% 7.4%

家庭的保育（保育ママ） 2.1% 7.5% 1.5% 4.3% 4.3% 2.0% 2.1%

事業所内保育施設 4.3% 7.5% 11.2% 56.5% 4.3% 6.6% 7.4%

その他の認可外の保育施設 1.4% 5.0% 1.5% 0.0% 60.9% 2.8% 3.0%

居宅訪問型保育 4.0% 12.5% 7.3% 17.4% 4.3% 3.3% 4.8%

ファミリー・サポート・センター 9.2% 27.5% 7.3% 0.0% 8.7% 8.2% 8.3%

その他 1.7% 5.0% 0.4% 4.3% 0.0% 0.3% 1.0%

無効・無回答 0.5% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.8% 1.5%
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【家庭類型別】 

  ひとり親 共働き（フ

ルタイム）

共働き（パ

ートタイ

ム） 

専業主婦

（夫） 全体 

サンプル数 83 176 180 554 1,142

幼稚園 51.8% 25.6% 61.7% 91.9% 71.0%

幼稚園の預かり保育 32.5% 25.0% 41.1% 40.8% 36.4%

認可保育所（保育園） 56.6% 74.4% 43.3% 20.6% 36.8%

認定こども園 28.9% 40.3% 22.8% 23.3% 25.9%

小規模な保育施設 10.8% 8.5% 5.0% 7.0% 7.4%

家庭的保育（保育ママ） 4.8% 1.1% 2.2% 2.3% 2.1%

事業所内保育施設 13.3% 18.8% 5.0% 3.8% 7.4%

その他の認可外の保育施設 4.8% 2.8% 2.2% 3.2% 3.0%

居宅訪問型保育 4.8% 5.7% 7.2% 4.0% 4.8%

ファミリー・サポート・センター 4.8% 10.2% 9.4% 8.3% 8.3%

その他 1.2% 0.6% 1.1% 1.1% 1.0%

無効・無回答 0.0% 0.0% 1.1% 1.1% 1.5%
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 
【子どもの年齢別】 

  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 全体 

サンプル数 168 190 188 190 208 193 1,142

幼稚園 67.3% 70.0% 74.5% 71.6% 68.8% 74.1% 71.0%

幼稚園の預かり保育 27.4% 34.7% 35.6% 38.9% 40.4% 40.4% 36.4%

認可保育所（保育園） 48.2% 47.9% 33.5% 30.0% 33.2% 29.0% 36.8%

認定こども園 28.0% 34.2% 27.1% 26.3% 21.2% 19.7% 25.9%

小規模な保育施設 10.1% 11.6% 8.0% 5.8% 3.8% 5.7% 7.4%

家庭的保育（保育ママ） 1.8% 1.6% 1.6% 3.7% 2.4% 1.6% 2.1%

事業所内保育施設 7.7% 11.6% 4.3% 7.9% 5.8% 7.3% 7.4%

その他の認可外の保育施設 1.8% 6.3% 3.7% 1.1% 3.8% 1.0% 3.0%

居宅訪問型保育 3.6% 5.8% 4.3% 3.2% 4.8% 7.3% 4.8%

ファミリー・サポート・センター 7.1% 6.3% 11.2% 5.8% 8.2% 11.4% 8.3%

その他 0.0% 0.5% 0.5% 1.1% 0.5% 3.1% 1.0%

無効・無回答 0.6% 2.1% 2.1% 1.1% 1.4% 1.6% 1.5%
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【行政センター別】 

  本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 久里

浜 
北下

浦 西 全体 

サンプル数 146 82 43 24 179 126 129 175 112 90 1,142

幼稚園 68.5% 68.3% 69.8% 66.7% 73.7% 69.0% 79.8% 69.7% 70.5% 70.0% 71.0%

幼稚園の 
預かり保育 42.5% 32.9% 30.2% 25.0% 40.2% 33.3% 38.8% 37.1% 38.4% 30.0% 36.4%

認可保育所 
（保育園） 39.7% 36.6% 27.9% 33.3% 32.4% 42.9% 30.2% 34.3% 36.6% 50.0% 36.8%

認定こども園 35.6% 29.3% 20.9% 16.7% 25.7% 23.8% 21.7% 28.6% 24.1% 23.3% 25.9%

小規模な保育施設 15.1% 7.3% 2.3% 0.0% 7.3% 5.6% 4.7% 7.4% 7.1% 5.6% 7.4%

家庭的保育 
（保育ママ） 2.7% 1.2% 0.0% 0.0% 2.8% 1.6% 3.9% 1.1% 2.7% 1.1% 2.1%

事業所内保育施設 8.9% 2.4% 4.7% 0.0% 4.5% 12.7% 5.4% 9.1% 11.6% 6.7% 7.4%

その他の 
認可外の保育施設 2.7% 6.1% 2.3% 0.0% 3.9% 2.4% 0.8% 4.0% 0.9% 3.3% 3.0%

居宅訪問型保育 6.2% 3.7% 2.3% 4.2% 5.6% 8.7% 4.7% 2.9% 3.6% 4.4% 4.8%

ファミリー・ 
サポート・センター 11.0% 12.2% 4.7% 0.0% 8.4% 7.9% 8.5% 5.1% 8.9% 8.9% 8.3%

その他 0.7% 2.4% 2.3% 0.0% 1.7% 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 1.1% 1.0%

無効・無回答 0.0% 2.4% 2.3% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 2.9% 0.9% 0.0% 1.5%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

平日の教育・ 保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業は、「幼稚園」が 71.0％、「認可保育所

（保育園）」が 36.8％、「幼稚園の預かり保育」が 36.4％、「認定こども園」が 25.9％である。 

現在利用している教育・保育の事業別に、「認定こども園」の利用を希望した比率をみると、「幼稚園の預かり保

育」の場合は 35.0%、「認可保育所」の場合は 37.8%、「事業所内保育施設」の場合は 30.4%、「その他の認可

外の保育施設」の場合は 43.5%であった。また、家庭類型別では、「共働き（フルタイム）」で、「認定こども園」の

利用を希望した比率は 40.3％であった。 
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(11) あて名のお子さんについて、「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育を望

まれますか。 (上位 3 つ)（問 21） 

69.9%

74.5%

46.6%

4.5%

3.9%

11.8%

27.9%

8.6%

22.0%

1.1%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80%

人格形成の基礎を築く教育・保育

幼児期に必要な体験

生活習慣の確立

親子交流の機会

子育てに関する相談

家庭的で和らげる雰囲気

安心して就労できる保育時間

配慮を要する子どもへの発達に応じた教育・保育

学力と体力の向上

その他

無効・無回答 n=1142
 

 
【現在利用している教育・保育の事業別】 

  幼稚園 
幼稚園

の預かり

保育 

認可保

育所（保

育園） 

事業所

内保育

施設 

その他の

認可外

の保育

施設 

利用して

いない 全体 

サンプル数 422 40 259 23 23 390 1,142

人格形成の基礎を築く教育・保育 76.5% 72.5% 64.1% 69.6% 73.9% 67.7% 69.9%

幼児期に必要な体験 79.4% 82.5% 63.7% 65.2% 60.9% 78.7% 74.5%

生活習慣の確立 48.6% 40.0% 45.6% 43.5% 30.4% 48.2% 46.6%

親子交流の機会 4.7% 5.0% 2.7% 0.0% 0.0% 6.2% 4.5%

子育てに関する相談 3.8% 2.5% 3.9% 8.7% 13.0% 3.6% 3.9%

家庭的で和らげる雰囲気 7.6% 5.0% 15.1% 0.0% 17.4% 15.1% 11.8%

安心して就労できる保育時間 19.0% 30.0% 47.9% 65.2% 43.5% 21.8% 27.9%

配慮を要する子どもへの発達に応じた

教育・保育 6.9% 12.5% 9.7% 13.0% 17.4% 8.5% 8.6%

学力と体力の向上 24.9% 25.0% 18.1% 17.4% 21.7% 22.6% 22.0%

その他 0.9% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 1.5% 1.1%

無効・無回答 0.5% 0.0% 1.2% 4.3% 0.0% 0.8% 5.9%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【家庭類型別】 

  ひとり親 共働き（フ

ルタイム）

共働き

（パートタ

イム） 

専業主婦

（夫） 全体 

サンプル数 83 176 180 554 1,142

人格形成の基礎を築く教育・保育 71.1% 63.6% 71.1% 74.9% 69.9%

幼児期に必要な体験 61.4% 63.6% 75.6% 82.7% 74.5%

生活習慣の確立 36.1% 50.0% 45.6% 50.0% 46.6%

親子交流の機会 6.0% 2.8% 3.9% 5.6% 4.5%

子育てに関する相談 3.6% 2.8% 4.4% 4.0% 3.9%

家庭的で和らげる雰囲気 13.3% 14.8% 11.1% 10.1% 11.8%

安心して就労できる保育時間 48.2% 48.3% 32.8% 16.8% 27.9%

配慮を要する子どもへの発達に応じた教育・保育 10.8% 9.1% 8.3% 8.5% 8.6%

学力と体力の向上 19.3% 19.3% 23.3% 23.1% 22.0%

その他 0.0% 0.6% 0.6% 1.4% 1.1%

無効・無回答 1.2% 0.6% 0.0% 0.4% 5.9%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

【子どもの年齢別】 
  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 全体 

サンプル数 168 190 188 190 208 193 1,142

人格形成の基礎を築く教育・保育 67.9% 63.7% 69.7% 72.6% 74.0% 71.5% 69.9%

幼児期に必要な体験 75.6% 76.8% 73.9% 72.1% 75.5% 74.6% 74.5%

生活習慣の確立 47.6% 45.3% 50.0% 45.8% 47.6% 45.6% 46.6%

親子交流の機会 6.5% 6.8% 2.7% 4.7% 3.8% 2.6% 4.5%

子育てに関する相談 3.6% 5.3% 3.2% 3.2% 3.4% 4.1% 3.9%

家庭的で和らげる雰囲気 13.7% 14.7% 10.6% 12.1% 9.1% 10.4% 11.8%

安心して就労できる保育時間 29.8% 30.5% 23.9% 24.7% 34.1% 24.9% 27.9%

配慮を要する子どもへの発達に応

じた教育・保育 7.1% 9.5% 8.5% 11.1% 6.3% 8.8% 8.6%

学力と体力の向上 19.0% 18.4% 25.5% 21.1% 22.6% 25.4% 22.0%

その他 0.6% 1.6% 0.5% 2.6% 0.5% 0.5% 1.1%

無効・無回答 0.0% 1.1% 1.6% 1.1% 0.5% 2.6% 5.9%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育を望むかについては、「幼児期に必要な

体験」が 74.5％、「人格形成の基礎を築く教育・保育」が 69.9％、「生活習慣の確立」が 46.6％であった。 

現在利用している教育・保育の事業別では、どの事業においても、「人格形成の基礎を築く教育・保育」「幼児期

に必要な体験」を選択した比率が高い結果となった。「安心して就労できる保育時間」については、「認可保育

所」の利用者で 47.9%、「事業所内保育所」の利用者で 65.2%、「認可外保育所」の利用者で 43.5%と、前述の

２選択肢に次いで３番目に高い比率となった。 
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(12) あて名のお子さんについて、「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育の環

境や設備を望まれますか。 (上位 3 つ)(問 22) 

49.1%

58.8%

36.3%

9.9%

24.4%

19.8%

55.8%

17.3%

2.6%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの発達に応じた広さや環境を備えた保育室

子どもがのびのびと運動ができる園庭

給食の提供

給食の内容（アレルギー対応や食材など）

送迎バス

送迎に便利な立地

保育士や幼稚園教諭の手厚い配置

施設や遊具が充実している

その他

無効・無回答 n=1142
 

 
【現在利用している教育・保育の事業別】 

  幼稚園 
幼稚園の

預かり保

育 

認可保育

所（保育

園） 

事業所内

保育施設

その他の

認可外の

保育施設 

利用して

いない 全体 

サンプル数 422 40 259 23 23 390 1,142

子どもの発達に応じた 
広さや環境を備えた保育室 45.5% 47.5% 54.4% 39.1% 52.2% 49.5% 49.1%

子どもが 
のびのびと運動ができる園庭 60.9% 50.0% 56.0% 65.2% 43.5% 60.8% 58.8%

給食の提供 29.6% 30.0% 53.3% 65.2% 39.1% 32.3% 36.3%

給食の内容 
（アレルギー対応や食材など） 5.9% 5.0% 15.8% 13.0% 13.0% 10.3% 9.9%

送迎バス 34.4% 20.0% 6.9% 21.7% 34.8% 23.8% 24.4%

送迎に便利な立地 17.3% 25.0% 21.2% 26.1% 26.1% 21.0% 19.8%

保育士や幼稚園教諭の手厚い配

置 61.1% 62.5% 49.8% 43.5% 56.5% 55.1% 55.8%

施設や遊具が充実している 17.5% 5.0% 11.6% 4.3% 8.7% 22.6% 17.3%

その他 3.1% 5.0% 1.9% 0.0% 0.0% 3.1% 2.6%

無効・無回答 0.9% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 1.0% 5.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【家庭類型別】 

  ひとり親 
共働き 
（フルタイ

ム） 

共働き 
（パートタ

イム） 

専業主婦

（夫） 全体 

サンプル数 83 176 180 554 1,142

子どもの発達に応じた広さや環境を備えた保育室 44.6% 52.3% 50.0% 50.7% 49.1%

子どもがのびのびと運動ができる園庭 48.2% 55.7% 58.3% 61.6% 58.8%

給食の提供 44.6% 58.5% 35.0% 30.7% 36.3%

給食の内容（アレルギー対応や食材など） 8.4% 14.8% 10.0% 7.4% 9.9%

送迎バス 28.9% 10.8% 24.4% 29.8% 24.4%

送迎に便利な立地 20.5% 28.4% 17.2% 19.1% 19.8%

保育士や幼稚園教諭の手厚い配置 50.6% 48.3% 58.3% 59.7% 55.8%

施設や遊具が充実している 14.5% 9.1% 15.6% 20.0% 17.3%

その他 6.0% 1.7% 2.2% 2.7% 2.6%

無効・無回答 0.0% 0.6% 0.6% 0.4% 5.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

【子どもの年齢別】 
0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 全体 

サンプル数 168 190 188 190 208 193 1,142
子どもの発達に応じた 
広さや環境を備えた保育室 54.2% 53.7% 47.9% 46.8% 46.2% 46.1% 49.1%

子どもが 
のびのびと運動ができる園庭 56.5% 62.6% 50.5% 56.8% 61.1% 64.2% 58.8%

給食の提供 36.9% 36.8% 36.2% 38.4% 40.9% 30.1% 36.3%

給食の内容 
（アレルギー対応や食材など） 8.9% 15.3% 9.0% 10.0% 8.2% 7.8% 9.9%

送迎バス 22.0% 21.1% 23.9% 24.7% 26.4% 28.0% 24.4%

送迎に便利な立地 17.9% 18.4% 24.5% 17.4% 23.1% 17.1% 19.8%

保育士や幼稚園教諭の手厚い

配置 50.6% 53.7% 54.8% 58.4% 59.1% 57.0% 55.8%

施設や遊具が充実している 23.2% 14.7% 20.7% 18.4% 14.9% 14.5% 17.3%

その他 3.6% 1.6% 2.7% 2.6% 2.9% 2.6% 2.6%

無効・無回答 0.0% 1.1% 2.7% 2.6% 0.5% 1.6% 5.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育の環境や設備を望むかについては、「子

どもがのびのびと運動ができる園庭」が 58.8％、「保育士や幼稚園教諭の手厚い配置」が 55.8％、「子どもの発

達に応じた広さや環境を備えた保育室」が 49.1％、「給食の提供」が 36.3％であった。 

現在利用している教育・保育の事業別では、「幼稚園」と「幼稚園の預かり保育」の利用者では「保育士や幼稚

園教諭の手厚い配置」を選択した比率が６割程度あった。「給食の提供」については、「認可保育所」の利用者

では 53.3%、「事業所内保育所」の利用者では 65.2%と、高い比率となった。 

家庭類型別では、「共働き（フルタイム）」の場合、「給食の提供」が 58.5％と最も高い。 
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6. 地域の子育て支援事業の利用状況について 
(1) あて名のお子さんは、「愛らんど」や「わいわい広場」を利用していますか。（複数回答） 

(問 23) 

16.8%

7.4%

77.5%

2.8%

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

愛らんどを利用している

わいわい広場を利用している

利用していない

無効・無回答
n=1142

 

16.8%

7.4%

77.5%

2.8%

15.0%

7.7%

76.0%

4.0%

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

愛らんどを利用している

わいわい広場を利用している

利用していない

無効・無回答

今回調査(n=1142) 5年前調査(n=988)  
 

【家庭類型別】 

  サンプル数 愛らんどを利用

している 
わいわい広場を

利用している 利用していない 

ひとり親 83 7.2% 2.4% 89.2% 

共働き（フルタイム） 176 10.2% 4.0% 87.5% 

共働き（パートタイム） 180 10.0% 3.9% 85.6% 

専業主婦（夫） 554 23.1% 11.4% 71.1% 

全体 1,142 16.8% 7.4% 77.5% 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 
【子どもの年齢別】 

  サンプル数 愛らんどを利用

している 
わいわい広場を

利用している 利用していない 

0 歳 168 33.9% 13.7% 62.5% 

1 歳 190 29.5% 17.4% 62.1% 

2 歳 188 18.6% 9.6% 74.5% 

3 歳 190 11.6% 1.6% 83.2% 

4 歳 208 7.7% 1.4% 88.5% 

5 歳 193 3.1% 2.6% 91.2% 

全体 1,142 16.8% 7.4% 77.5% 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【行政センター別】 
  
 サンプル数 愛らんどを利用

している 
わいわい広場を

利用している 利用していない 

本庁 146 17.8% 4.8% 78.8% 

追浜行政センター 82 37.8% 0.0% 62.2% 

田浦行政センター 43 27.9% 0.0% 67.4% 

逸見行政センター 24 16.7% 4.2% 79.2% 

衣笠行政センター 179 17.9% 8.9% 75.4% 

大津行政センター 126 13.5% 11.9% 81.0% 

浦賀行政センター 129 9.3% 10.9% 85.3% 

久里浜行政センター 175 16.0% 4.6% 78.9% 

北下浦行政センター 112 11.6% 13.4% 79.5% 

西行政センター 90 15.6% 8.9% 76.7% 

全体 1,142 16.8% 7.4% 77.5% 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【愛らんどを利用している場合の１ケ月当たりのおおよその利用回数（頻度）】 

10.4%

53.1%

10.9%
6.8% 7.3%

2.6% 1.0% 0.5% 2.1% 5.2%

0%

20%

40%

60%

１
回

未
満

１
回

２
回

３
回

４
回

５
回

６
回

７
回

８
回

９
回

１
０

回
以

上

無
効

・
無

回
答

n=192 

 
【わいわい広場を利用している場合の１年当たりのおおよその利用回数（頻度）】 

23.5%

16.5%
18.8%

9.4% 8.2% 7.1%

0.0% 1.2% 1.2%

9.4%

1.2%
3.5%

0%

10%

20%

30%

１
回

２
回

３
回

４
回

５
回

６
回

７
回

８
回

９
回

１
０

回

１
１

回
以

上

無
効

・無
回

答

n=85 

 
「愛らんど」を利用している人は 16.8％、「わいわい広場」を利用している人は 7.4％で、「利用していない」は

77.5％であった。5 年前の調査と比較しても利用率に大きな変化がない。愛らんどの利用頻度は、1 ケ月当たり

「1 回」が最も多く 53.1％である。わいわい広場の利用頻度は、1 年当たり「1～3 回」で 58.8％を占める。 

家庭類型別では、「専業主婦（夫）」の場合で「愛らんど」（23.1％）や「わいわい広場」（11.4％）を利用していると

回答した比率が高くなっている。子どもの年齢別では、「0 歳」「1 歳」の場合に、「愛らんど」や「わいわい広場」利

用していると回答した比率が高い。 
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(2) 問 23 のような事業について、利用日数を増やしたいと思いますか。（問 24） 
利用していないが、今

後利用したい, 18.0%

すでに利用している

が、今後利用日数を

増やしたい, 7.9%

新たに利用したり、利

用日数を増やしたいと

は思わない, 67.5%

無効・無回答, 6.7%

n=1142  
 

【問 24 で「利用していないが、今後利用したい」「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」と回答した方】 

今後の利用意向（１ケ月当たりの利用回数） 

【利用していないが今後利用したい】 

44.9%

25.4%

7.8%8.8%
2.4%0.5% 1.5%

8.8%

0%

20%

40%

60%

１
回

２
回

３
回

４
回

５
回

６
回

７
回

８
回

９
回

１
０

回
以

上

無
効

・
無

回
答

n=205 

【すでに利用しているが利用日数を増やしたい】 

15.6%

30.0%

15.6%
10.0%6.7%

2.2%2.2%5.6% 5.6%6.7%

0%

20%

40%

60%

１
回

２
回

３
回

４
回

５
回

６
回

７
回

８
回

９
回

１
０

回
以

上

無
効

・無
回

答

n=90 

※「すでに利用しているが利用日数を増やしたい」は、現在の

利用回数に加えて更に利用したい回数 
 

「愛らんど」や「わいわい広場」の利用回数を現在よりも増やしたいと考えているのは 25.8％となっている。 

今後の利用意向（1 ケ月当たりの利用頻度）は、現在利用していない回答者で「月１～2 回」が 70.3％を占め

る。 
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(3) 子育て支援の事業に関する認知、利用の有無、今後の利用意向（問 25） 

84.7%

61.1%

65.2%

64.6%

60.1%

77.4%

80.4%

54.8%

53.5%

26.4%

9.2%

34.2%

30.7%

29.8%

34.1%

16.8%

15.2%

40.0%

42.3%

69.3%

6.1%

4.6%

4.0%

5.6%

5.9%

5.8%

4.4%

5.2%

4.2%

4.3%

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

健康福祉センターの子育て教室

健康福祉センターの育児相談会

横須賀市子育てホットライン

保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談

保育園や幼稚園での親子教室や講演会

地域の子育て広場やサロン

はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）

市発行の「子育てガイド」

子育て支援ヘルパー

乳幼児健康支援デイサービスセンター

n=1142はい いいえ 無効・無回答

 

59.4%

14.4%

9.7%

33.4%

35.2%

44.9%

25.0%

26.4%

3.9%

1.8%

34.0%

75.5%

79.9%

57.8%

55.4%

46.8%

66.2%

63.4%

85.6%

87.2%

6.7%

10.2%

10.4%

8.8%

9.4%

8.3%

8.8%

10.2%

10.6%

10.9%

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

健康福祉センターの子育て教室

健康福祉センターの育児相談会

横須賀市子育てホットライン

保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談

保育園や幼稚園での親子教室や講演会

地域の子育て広場やサロン

はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）

市発行の「子育てガイド」

子育て支援ヘルパー

乳幼児健康支援デイサービスセンター

n=1142はい いいえ 無効・無回答

 

33.5%

33.6%

38.5%

57.2%

56.0%

45.4%

44.3%

51.8%

25.2%

24.0%

54.0%

54.6%

49.2%

31.5%

32.8%

43.5%

44.0%

36.6%

63.0%

64.1%

12.5%

11.8%

12.3%

11.3%

11.1%

11.0%

11.6%

11.6%

11.8%

11.9%

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

健康福祉センターの子育て教室

健康福祉センターの育児相談会

横須賀市子育てホットライン

保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談

保育園や幼稚園での親子教室や講演会

地域の子育て広場やサロン

はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）

市発行の「子育てガイド」

子育て支援ヘルパー

乳幼児健康支援デイサービスセンター

n=1142はい いいえ 無効・無回答

 
 

【次の事業を知っていますか】 

【次の事業をこれまでに利用したことがありますか】 

【次の事業を今後利用したいですか】 

74



 

①健康福祉センターの子育て教室の認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 32.1% 5.3% 1.0% 38.4%

比率※ (83.6%) (13.8%) (2.6%)   

いいえ 29.5% 24.1% 8.0% 61.6%

合計 61.6% 29.3% 9.0% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

②健康福祉センターの育児相談会の認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 11.5% 16.8% 9.6% 37.9%

比率※ (30.4%) (44.3%) (25.3%)   

いいえ 3.4% 32.4% 26.3% 62.1%

合計 45.4% 49.1% 35.9% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

③横須賀市子育てホットラインの認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 8.8% 24.9% 10.2% 43.9%

比率※ (20.1%) (56.7%) (23.1%)   

いいえ 1.2% 33.2% 21.7% 56.1%

合計 10.1% 58.1% 31.9% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

④保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談の認知、利用の有無、今後の利用意向 

（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 29.0% 19.2% 16.2% 64.4%

比率※ (45.1%) (29.8%) (25.1%)   

いいえ 6.2% 14.9% 14.5% 35.6%

合計 80.4% 34.1% 30.7% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 
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⑤保育園や幼稚園での親子教室や講演会の認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 31.4% 14.0% 17.5% 63.0%

比率※ (49.8%) (22.3%) (27.7%)   

いいえ 6.4% 12.4% 18.2% 37.0%

合計 87.7% 26.5% 35.6% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

⑥地域の子育て広場やサロンの認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 32.1% 12.9% 6.1% 51.0%

比率※ (62.8%) (25.2%) (11.9%)   

いいえ 15.7% 22.3% 11.0% 49.0%

合計 47.8% 35.2% 17.1% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

⑦はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）の認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 20.7% 23.9% 5.7% 50.4%

比率※ (41.1%) (47.5%) (11.4%)   

いいえ 5.5% 34.4% 9.7% 49.6%

合計 26.2% 58.3% 15.5% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

⑧市発行の「子育てガイド」の認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 25.3% 12.1% 21.7% 59.1%

比率※ (42.7%) (20.4%) (36.7%)   

いいえ 3.1% 16.9% 20.8% 40.9%

合計 71.1% 29.0% 42.5% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 
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⑨子育て支援ヘルパーの認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 2.5% 13.4% 12.4% 28.4%

比率※ (8.9%) (47.1%) (43.6%)   

いいえ 1.3% 37.9% 32.4% 71.6%

合計 12.8% 51.3% 44.8% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

⑩乳幼児健康支援デイサービスセンター（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 1.6% 7.7% 17.6% 27.1%

比率※ (6.0%) (28.6%) (65.0%)   

いいえ 0.2% 17.3% 55.4% 72.9%

合計 7.8% 25.1% 73.0% 100.0%
※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

子育て支援の事業に関する認知、利用の有無、今後の利用意向を事業別集計した結果は以下の通りである。 

・健康福祉センターの子育て教室の認知度は 84.7％、今後の利用意向は 33.5％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 83.6％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

13.8％であった。 

 

・健康福祉センターの育児相談会の認知度は 61.1％、今後の利用意向は 33.6％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 30.4％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

44.3％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 25.3％であった。 

 

・横須賀市子育てホットラインの認知度は 65.2％、今後の利用意向は 38.5％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 20.1％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

56.7％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 23.1％であった。 

 

・保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談の認知度は 64.6％、今後の利用意向は 57.2％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 45.1％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

29.8％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 25.1％であった。 

 

・保育園や幼稚園での親子教室や講演会の認知度は 60.1％、今後の利用意向は 56.0％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利
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用したい」と回答した比率は 49.8％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

22.3％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 27.7％であった。 

 

・地域の子育て広場やサロンの認知度は 77.4％、今後の利用意向は 45.4％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 62.8％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

25.2％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 11.9％であった。 

 

・はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）の認知度は 80.4％、今後の利用意向は 44.3％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 41.1％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

47.5％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 11.4％であった。 

 

・市発行の「子育てガイド」の認知度は 54.8％、今後の利用意向は 51.8％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 42.7％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

20.4％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 36.7％であった。 

 

・子育て支援ヘルパーの認知度は 53.5％、今後の利用意向は 25.2％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 8.9％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

47.1％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 43.6％であった。 

 

・乳幼児健康支援デイサービスセンターの認知度は 26.4％、今後の利用意向は 24.0％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 6.0％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

28.6％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 65.0％であった。 
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7. 土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業の利用希望について 
(1) あて名のお子さんについて、土曜日の定期的な教育・保育の事業の利用希望はありますか 

（問 26-1） 

利用する必要はな

い, 63.0%
ほぼ毎週利用した

い, 8.8%

月に１～２回は利用

したい, 26.4%

無効・無回答, 1.8%

n=1142  

63.0%

71.9%

8.8%

6.7%

26.4%

18.8%

1.8 

2.6 

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

今回調査

（n=1142)

5年前調査

（n=988)

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無効・無回答

 
【現在利用している教育・保育の事業別】 

  サンプル数 利用する必要

はない 
ほぼ毎週 

利用したい 
月に１～２回は

利用したい 
幼稚園 422 66.4% 4.7% 27.5%
幼稚園の預かり保育 40 47.5% 12.5% 40.0%
認可保育所（保育園） 259 40.5% 17.8% 41.7%
事業所内保育施設 23 26.1% 26.1% 43.5%
その他の認可外の保育施設 23 52.2% 8.7% 34.8%
利用していない 390 75.6% 6.7% 15.6%
全体 1,142 63.0% 8.8% 26.4%
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【問 26-1 で「ほぼ毎週利用したい」または「月に１～２回は利用したい」と回答した方のみ】 

利用したい時間帯 
【希望開始時間】 

0.2%

10.9%

31.3%

40.8%

11.7%

0.5%1.7%
2.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

６
時
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８
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９
時
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１
０

時
台

１
１

時
台

１
２

時
台
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降

無
効

・無
回

答

n=402 

 

【希望終了時間】 

0.5%

4.0%
3.0%

6.5%

20.9%
17.4%

16.2%
19.2%

6.2%
2.7%
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台
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台
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台

１
５

時
台

１
６

時
台

１
７

時
台

１
８

時
台

１
９

時
台

２
０

時
台

２
１

時
台

２
２

時
台

以
降

無
効

・無
回

答

n=402 
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土曜日の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、「ほぼ毎週利用したい」が 8.8％、「月に 1～2 回利用した

い」が26.4％となっている。５年前の調査と比較すると、「利用する必要はない」が8.9ポイント減少した。土曜日

の利用希望時間は、開始が「9 時台」が最も多く 40.8％、利用終了時間は「15 時台～18 時台」に 73.6％が分

布している。 

現在利用している教育・保育の事業別では、「事業所内保育」の利用者では「ほぼ毎週利用したい」（26.1％）と

回答した比率が高い。 

 

(2) あて名のお子さんについて、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 
（問 26-2） 

利用する必要はな

い, 76.7%

ほぼ毎週利用した

い, 2.4%

月に１～２回は利用

したい, 18.5%

無効・無回答, 2.5%

n=1142  

76.7%

80.7%

2.4%

2.5%

18.5%

13.7%

2.5 

3.1 

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

今回調査

（n=1142)

5年前調査

（n=988)

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無効・無回答

 
【現在利用している教育・保育の事業別】 

  サンプル数 利用する必要

はない 
ほぼ毎週 

利用したい 
月に１～２回は

利用したい 

幼稚園 422 78.2% 0.7% 19.0%

幼稚園の預かり保育 40 65.0% 0.0％ 30.0%

認可保育所（保育園） 259 65.3% 5.4% 27.8%

事業所内保育施設 23 30.4% 8.7% 56.5%

その他の認可外の保育施設 23 69.6% 4.3% 26.1%

利用していない 390 85.1% 2.3% 10.3%

全体 1,142 76.7% 2.4% 18.5%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【問 26-2 で「ほぼ毎週利用したい」または「月に１～２回は利用したい」と回答した方のみ】 

利用したい時間帯 
【希望開始時間】 

0.8%

15.5%

25.2%

40.3%

12.6%

2.1% 3.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
６

時
台

７
時

台

８
時

台

９
時

台

１
０

時
台

１
１

時
台

以
降

無
効

・
無

回
答

n=238 

【希望終了時間】 

1.7% 2.1%
5.5%

18.1%
14.7%

17.2%

25.2%

7.1%
4.2%

0.8%
3.4%

0%

10%

20%

30%

１
２

時
台

１
３

時
台

１
４

時
台

１
５

時
台

１
６

時
台

１
７

時
台

１
８

時
台

１
９

時
台

２
０

時
台

２
１

時
台

以
降

無
効

・
無

回
答

n=238 

 
日曜日・祝日の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、「ほぼ毎週利用したい」が 2.4％、「月に１～2 回利

用したい」が 18.5％となっている。5 年前の調査と比較すると、「月に 1～2 回利用したい」が 4.8 ポイント増加し

た。日曜日・祝日の利用希望時間は、開始が「9時台」が最も多く40.3％、利用終了時間は「15時台～18時台」

に 75.2％が分布している。 

現在利用している教育・保育の事業別では、土曜日の利用希望の傾向と同様、「事業所内保育」の利用者では

「ほぼ毎週利用したい」（8.7％）と回答した比率が高い。 

 

【問 26-1 もしくは 26-2 で「月に１～２回は利用したい」と回答した方のみ】 

(3) 毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか（複数回答）（問 26-3） 

53.1%

39.5%

2.3%

40.1%

16.2%

1.7%

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

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用

事をまとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必

要なため

リフレッシュのため

その他

無効・無回答 n=352

 
土曜日、日曜日、祝日の定期的な教育・保育の事業を「月に 1～2 回は利用したい」と回答した方について、利

用したい理由としては、「月に数回仕事が入るため」が 53.1％と最も多く、「リフレッシュのため」「平日に済ませ

られない用事をまとめて済ませるため」がそれぞれ約 4 割となっている。 
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【問 19-１で「幼稚園」と回答した方のみ】 

(4) あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育の事業の利用を希望

しますか（問 27） 

利用の希望はない, 

39.3%

休みの期間中、ほ

ぼ毎日利用したい, 

7.3%

休みの期間中、週

に数日利用したい, 

50.0%

無効・無回答, 3.3%

n=422  
【問 27 で「ほぼ毎週利用したい」または「月に１～２回は利用したい」と回答した方のみ】 

利用したい時間帯 
【希望開始時間】 

0.4% 1.2%

24.4%

62.4%

10.3%

1.2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%
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６
時

台
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時

台
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０

時
台

無
効

・
無

回
答

n=242 

【希望終了時間】 

1.7% 0.4%

12.0%

38.0%

19.4%
16.5%

8.7%

1.7% 0.4% 1.2%
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２
時

台

１
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４
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５
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６
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台
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７
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台

１
８

時
台

１
９

時
台

２
０

時
台

以
降

無
効

・
無

回
答

n=242 

【問 27 で「休みの期間中、週に数日利用したい」と回答した方のみ】 

(5) 毎日ではなく、たまに利用したい理由は何ですか（複数回答）（問 27-1） 

36.0%

40.8%

1.4%

43.6%

24.2%

1.9%

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

週に数回仕事が入るため

買い物等の用事をまとめて済ませるため

親等親族の介護や手伝いが必要なため

リフレッシュのため

その他

無効・無回答 n=211
 

幼稚園を定期的に利用している人の 57.3％が夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の利用を希望している。

なお、「休みの期間中ほぼ毎日利用したい」と回答したのは、幼稚園を定期的に利用している人の 7.3％であ

る。利用希望時間は、開始が「9 時台」が最も多く 62.4％、利用終了時間は「15 時台」が最も多く 38.0％であ

る。週に数回の利用を希望する人の利用したい理由は「リフレッシュのため」「買い物等の用事を済ますため」

「週に数回仕事が入るため」がそれぞれ約 4 割である。 
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8. お子さんの病気の際の対応について（平日定期的に教育・保育を利用している方のみ） 
(1) この１年間に、あて名のお子さんが病気やけがで通常の事業が利用できなかったことはありますか 

（問 28） 

あった, 76.7%

なかった, 20.1%

無効・無回答, 3.2%

n=741  
【現在利用している教育・保育の事業別】 

サンプル数 あった なかった 無効・無回答 

幼稚園 422 69.9% 26.5% 3.6% 

幼稚園の預かり保育 40 77.5% 20.0% 2.5% 

認可保育所（保育園） 259 88.8% 8.5% 2.7% 

事業所内保育施設 23 78.3% 21.7% 0.0% 

その他の認可外の保育施設 23 78.3% 21.7% 0.0% 

全体 741 76.7% 20.1% 3.2% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【家庭類型別】 

サンプル数 あった なかった 無効・無回答 

ひとり親 70 82.9% 17.1% 0.0% 

共働き（フルタイム） 143 89.5% 8.4% 2.1% 

共働き（パートタイム） 160 75.6% 21.9% 2.5% 

専業主婦（夫） 272 72.8% 24.3% 2.9% 

全体 741 76.7% 20.1% 3.2% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

子どもの病気やケガで平日の教育・保育事業が利用できなかったことが「あった」と回答したのは 76.7％であ

った。 

現在利用している教育・保育の事業別では、「認可保育所」の利用者で、88.8％が「あった」と回答している。 

家庭類型別では、「ひとり親」（82.9％）や「共働き（フルタイム）」（89.5％）の場合に、「あった」と回答した比率

が高い傾向にある。 
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【問 28 で「あった」と回答した方のみ】         

(2) お子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合に、この１年間

に行った対処方法（複数回答）（問 28-１） 

15.7%

52.3%

34.2%

42.4%

2.3%

0.5%

0.9%

2.6%

0.5%

0% 20% 40% 60%

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労をしていない方が子どもをみた

病児・病後児（乳幼児健康支援デイサービスセンター）の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無効・無回答 n=568
 

 
【現在利用している教育・保育の事業別】 

  幼稚園 
幼稚園の

預かり保

育 

認可 
保育所 

（保育園）

事業所内

保育施設

その他の

認可外の

保育施設 
全体 

サンプル数 295 31 230 18 18 568

父親が休んだ 3.4% 12.9% 30.4% 33.3% 22.2% 15.7%

母親が休んだ 23.4% 61.3% 88.3% 88.9% 44.4% 52.3%

親族・知人に子どもをみてもらった 17.3% 38.7% 56.1% 55.6% 22.2% 34.2%

父親又は母親のうち就労をしていない方

が子どもをみた 71.9% 38.7% 5.2% 22.2% 38.9% 42.4%

病児・病後児（乳幼児健康支援デイサー

ビスセンター）の保育を利用した 0.7% 6.5% 3.9% 0.0% 11.1% 2.3%

ベビーシッターを利用した 0.3% 0.0% 0.4% 0.0% 5.6% 0.5%

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 0.3% 3.2% 1.7% 0.0% 0.0% 0.9%

その他 1.7% 3.2% 3.5% 0.0% 5.6% 2.6%

無効・無回答 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【家庭類型別】 

  ひとり親 共働き（フル

タイム） 
共働き（パ

ートタイム）

専業主婦

（夫） 全体 

サンプル数 58 121 128 198 568

父親が休んだ 1.7% 46.3% 13.3% 2.0% 15.7%

母親が休んだ 60.3% 94.2% 71.1% 9.6% 52.3%

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみ

てもらった 58.6% 67.8% 33.6% 6.1% 34.2%

父親又は母親のうち就労をしていない方

が子どもをみた 20.7% 5.0% 22.7% 89.4% 42.4%

病児・病後児（乳幼児健康支援デイサー

ビスセンター）の保育を利用した 1.7% 4.1% 3.1% 1.5% 2.3%

ベビーシッターを利用した 1.7% 0.8% 0.8% 0.0% 0.5%

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 3.4% 1.7% 0.8% 0.0% 0.9%

その他 3.4% 5.0% 0.8% 1.5% 2.6%

無効・無回答 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.5%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

子どもの病気やケガで平日の教育・保育事業が利用できなかった場合の、この 1 年間の対処方法は、「母親

が休んだ」が最も多く 52.3％、次いで「就労していない方が子どもをみた」が 42.4％、「親族・知人に子どもを

みてもらった」が 34.2％であった。 

現在利用している教育・保育の事業別では、「認可保育所」の利用者と「事業所内保育」の利用者では、「父親

が休んだ」が約 3 割、「親族・知人にみてもらった」が 5 割強であり、他の事業と比べて高い傾向にある。 

家庭類型別では、「共働き（フルタイム）」の場合に「父親が休んだ」の比率が 46.3％と高い。「ひとり親」では、

「母親が休んだ」とほぼ同じ比率で「親族・知人に子どもをみてもらった」の回答が見られる。 

 

(3) お子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できずに対処した日数 
【父親が休んだ】 

20.2%
22.5%
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【母親が休んだ】 

6.1%

14.8%15.2%

3.7%

14.5%

2.4%

6.4%

1.0%0.7%

17.8%

6.4%5.4%

1.3%1.3%1.0%2.0%
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上

無
効

・
無

回
答

n=297 

 
 

【（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった】 

10.3%

16.0%
11.9%

4.1%

20.6%
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13.4%

2.6%
5.7%

0.5%
3.1%

0.5%2.6%

0%

10%

20%

30%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

１
０

日

１
１

～
１

５
日

１
６

～
２

０
日

２
１

～
２

５
日

２
６

～
３

０
日

３
１

日
以

上

無
効

・
無

回
答

n=194 

 
【父親又は母親のうち就労をしていない方が子どもをみた】 

7.1%
9.1%

13.3%
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【病児・病後児（乳幼児健康支援デイサービスセンター）の保育を利用した】 

23.1%
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 病気やケガで事業が利用 

できなかった人全体で集計 
個別の対処方法を 

選択した回答内で集計 

対処方法 対象

者数 平均 中央

値 
最大

値 
対象

者数
平均 中央

値 
最大

値 

父親が休んだ 568 0.6 0.0 15.0 89 3.7 3.0 15.0 

母親が休んだ 568 3.8 1.0 45.0 297 7.5 5.0 45.0 

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらっ

た 568 2.3 0.0 45.0 194 6.9 5.0 45.0 

父親又は母親のうち就労をしていない方が子ど

もをみた 568 3.2 0.0 84.0 241 7.9 5.0 84.0 

病児・病後児（乳幼児健康支援デイサービスセ

ンター）の保育を利用した 568 0.1 0.0 10.0 13 4.2 3.0 10.0 

 

子どもの病気やケガで平日の教育・保育事業が利用できなかった場合の対処日数は、「母親が休んだ」「親族・

知人に子どもをみてもらった」「就労していない方が子どもをみた」の中央値は年間 5 日で、平均は約 7 日～8

日であった。病児・病後児保育は利用者における平均利用日数が 4.2 日、中央値が３日、最大で 10 日であっ

た。 

 
【問 28-１で「父親が休んだ」または「母親が休んだ」と回答した方のみ】 

(4) その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等に預けたい」と思われましたか（問 28-2） 

できれば病児・病後

児保育施設等を利

用したいと思う, 

40.3%

利用したいとは思わ

ない, 59.0%

無効・無回答, 0.7%

n=305  
【「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」と回答した方のみ】 

【病児・病後児のための保育施設等を利用したい日数】 

4.1%

12.2%
15.4%

4.1%

17.1%
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1.6% 0.8%
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回
答

n=123 

 
 

父母が仕事を休んで対応した人のうち、「できれば病児・病後児のための保育施設等に預けたい」と回答したの

は 40.3％であった。その場合の利用希望日数は、年間 1～10 日で 78.0％を占める。一方で 13.0％は年間 11

日以上（現在の利用状況の最大日数を超える日数）の利用を希望している。 
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【「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」と回答した方のみ】 

(5) 病気やけがで子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか（複数回答）

（問 28-3） 

79.7%

69.1%

14.6%

3.3%

0.0%

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

保育園や幼稚園などに併設した施設で子どもを預かる事業

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業

（例：ファミリー・サポート・センター等）

その他

無効・無回答
n=123

 
病気やけがで子どもを預ける場合に望ましい事業の形態は、「保育園や幼稚園などに併設した施設で子どもを

預かる事業」が最も多く 79.7％を占める。 

 
【（病児・病後児保育を）「利用したいと思わない」と回答した方のみ】 

(6) 利用したいと思わない理由（複数回答）（問 28-4） 

62.2%

7.8%

28.9%

28.3%

22.8%

48.9%

25.0%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80%

病気やけがの子どもを他人に看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

無効・無回答 n=180

 

病児・病後児保育を利用したいと思わない理由は、「病気やけがの子どもを他人に看てもらうのは不安」が

62.2％を占める。次いで、「親が仕事を休んで対応する」が 48.9％、「地域の事業の利便性がよくない」が

28.9％、「利用料がかかる・高い」が 28.3％であった。 

 

 

 

88



 

【問 28-1 で「（同居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらった」～「その他」と回答した方のみ】 

(7) その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか（問 28-5） 

できれば仕事を

休んで看たい, 

41.0%

休んで看ることは

非常に難しい, 

27.6%

無効・無回答, 

31.3%

n=434 

 
【「できれば仕事を休んで看たかった日数」の日数】 

10.1%
14.6%

19.1%

2.8%

16.3%

0.6%

5.1%
1.7%

0.6%

15.2%

2.2% 2.2%
0.6% 0.6%

8.4%

0%

10%

20%

30%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

１
０

日

１
１

～
１

５
日

１
６

～
２

０
日

２
１

～
２

５
日

２
６

～
３

０
日

３
１

日
以

上

無
効

・
無

回
答

n=178 

 
父母が休む以外の対処方法を取った人で、できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たいと回答

したのは 41.0％であった。出来れば仕事を休んで看たかった日数は、1 日～10 日に 86.0％が分布

している。 

 

【問 28-5 で「休んで看ることは非常に難しい」と回答した方のみ】 

(8) 休んで看ることは非常に難しいと思われる理由（複数回答）（問 28-6） 

57.5%

5.0%

11.7%

38.3%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

その他

無効・無回答 n=120
 

父母が休む以外の対処方法を取った人で、「休んで看ることは非常に難しい」と答えた理由としては、「子どもの

看護を理由に休みが取れない」が最も多く 57.5％であった。 
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9. あて名のお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 
(1) 日中の定期的な保育や病気のため以外に、保護者の私用、通院、不定期の就労等の目的で不定期に

利用している事業はありますか（複数回答）（問 29） 

6.5%

12.9%

1.8%

0.3%

0.9%

77.1%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

ベビーシッター

その他

利用していない

無効・無回答 n=1142
 

 
 

(2) １年間の不定期に利用している日数 
【一時預かり（年間の利用日数）】 

17.6%

13.5%

6.8%
4.1%

8.1%

1.4%

12.2%
8.1%

5.4%
4.1% 5.4%

9.5%

4.1%

0%

10%

20%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

１
０

日

１
１

～
１
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日

１
６

～
２

０
日

２
１

～
２

５
日

２
６

～
３

０
日

３
１

日
以

上

無
効

・
無

回
答

n=74 

 

【幼稚園の預かり保育（年間の利用日数）】 

11.6%11.6%12.2%

1.4%

13.6%

1.4% 1.4%2.7%

16.3%

5.4%
4.1%

1.4% 2.7%

7.5% 6.8%

0%

10%

20%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

１
０

日

１
１

～
１
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日

１
６

～
２

０
日

２
１

～
２

５
日

２
６

～
３

０
日

３
１

日
以

上

無
効

・
無

回
答

n=147 
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【ファミリー・サポート・センター（年間の利用日数）】 

10.0%

30.0%

5.0% 5.0% 5.0%

15.0%

5.0%5.0% 5.0%

15.0%

0%

10%

20%

30%

40%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

１
０

日

１
１

～
１

５
日

１
６

～
２

０
日

２
１

～
２

５
日

２
６

～
３

０
日

３
１

日
以

上

無
効

・
無

回
答

n=20 

 
不定期に利用している事業の利用状況は、「幼稚園の預かり保育」が 12.9％で最も多く、「一時預かり」6.5％、

「ファミリー・サポート・センター」1.8％であった。不定期の預かり事業を「利用していない」との回答は 77.1％で

あった。 

 

 
【問 29 で（不定期の事業を）「利用していない」と回答した方のみ】 

(3) 現在利用していない理由は何ですか（複数回答）（問 29-１） 

72.2%

5.6%

4.5%

9.2%

27.7%

13.3%

9.5%

17.0%

8.4%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など） がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

その他

無効・無回答 n=881
 

不定期の事業を利用していない理由は、「特に利用する必要がない」が 72.2％、「利用料がかかる・高い」が

27.7％、「事業の利用方法（手続き等）がわからない」が 17.0％であった。 
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(4) あて名のお子さんに関して、保護者の私用、通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業を

利用する必要があると思いますか。（問 30） 

利用する必要があ

る, 47.0%

利用する必要はな

い, 48.4%

無効・無回答, 4.6%

n=1142  
【問 30 で「利用する必要がある」と回答した方のみ】 

(5) 利用したい目的（複数回答） 

75.0%

67.2%

26.1%

5.0%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

私用（買い物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、リフレッシュ目的）

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等

不定期の就労

その他

無効・無回答 n=537
 

不定期の事業の利用意向は、「利用する必要がある」が 47.0％、「利用する必要はない」が 48.4％であった。

「利用する必要がある」と回答した人の利用目的は、「私用（買い物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事

等、リフレッシュ目的）」が 75.0％、「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」が 67.2％

であった。 

 

(6) 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業を利用したいと思いますか 
【利用したい日数（年間の合計）】 

1.3%
4.3%4.3%

2.2%

7.8%

2.4%2.0%2.2%
0.7%

14.5% 14.5%

10.2%
8.4%

3.7%4.5%
3.0%2.4%

4.3%
3.0%

0.6% 0.2%

3.4%
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１
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５
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６
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２
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～
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５
日

２
６

～
３

０
日

３
１

日
～

４
０

日

４
１

日
～

５
０

日

５
１

日
～

６
０

日

２
～

３
ケ

月

３
～

４
ケ

月

４
～

５
ケ

月

５
～

６
ケ

月

６
ケ

月
～

無
効

・
無

回
答

n=537 
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【私用（買い物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、リフレッシュ目的）】 

3.2%

8.4%8.7%

3.2%

13.2%

5.5%
1.5%0.7%0.2%

14.1%

19.4%

2.0%
4.5%

2.0%2.5%
5.7%

0.5%0.7%0.2%
3.7%

0%

10%

20%

30%
１

日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

１
０

日

１
１

～
１

５
日

１
６

～
２

０
日

２
１

～
２

５
日

２
６

～
３

０
日

３
１

日
～

４
０

日

４
１

日
～

５
０

日

５
１

日
～

６
０

日

２
～

３
ケ

月

３
～

４
ケ

月

４
～

５
ケ

月

５
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月

６
ケ

月
～

無
効

・
無

回
答

n=403 

 
【冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等】 

6.1%7.8%

13.3%

5.8%

20.8%

3.6%
3.3%

0.3%

15.8%13.9%

3.0%
1.4%1.7% 0.3%

3.0%
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６
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無
効

・
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回
答

n=361 

 
【不定期の就労】 

2.9%

8.6%
5.7%

3.6%

7.9%

2.1% 1.4% 1.4%

12.9%

7.9%6.4%6.4%
5.0%

2.9%
5.7%

1.4%

5.0%5.0%
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6.4%
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６
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回
答

n=140 
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(7) 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）（問 31） 

あった, 22.1%

なかった, 75.8%

無効・無回答, 2.1%

n=1142 
 

 
【問 31 で「あった」と回答した方のみ】 

(8) この１年間に、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かった時の対処法

（複数回答）（問 31） 

82.5%

0.0%

1.2%

18.7%

0.8%

4.0%

0.4%

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

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

ショートステイを利用した

（乳児院や児童養護施設等で一定期間子どもを保護する事業）

ショートステイ以外の保育事業

（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した

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をさせた

その他

無効・無回答 n=252
 

保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、お子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなけ

ればならないことが「あった」のは 22.1％であった。「あった」場合の対処法は、「親族・知人にみてもらった」が

82.5％、「仕方なく子どもを同行させた」が 18.7％であった。「仕方なく子どもだけで留守番させた」は 0.8％（2

件）であった（なお、「仕方なく子どもだけで留守番させた」場合の日数は、「1 日」が 1 件、「無回答」が 1 件であ

った）。 
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(9) この１年間に、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かった日数 
【（同居者を含む）親族・知人にみてもらった】 

36.1%

15.9%
12.5%

4.8%
8.2%

3.4% 2.4%
0.5% 1.4%

6.3%
1.9% 0.5% 1.0% 1.0%

2.9% 1.4%
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６
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０
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日
以

上

無
効

・
無

…

n=208 

 
 

【仕方なく子どもを同行させた】 

34.0%

21.3%

6.4% 8.5% 10.6%

0.0% 0.0%0.0% 0.0%
4.3%

0.0% 2.1%
0.0%
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0.0%
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日

２
６

～
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０
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３
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日
以

上

無
効

・
無

…

n=47 

 
 

保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、お子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなけ

ればならなかった日数は、「親族・知人にみてもらった」場合には「1 日～5 日」に 77.4％が分布、「仕方なく子ど

もを同行させた」場合には「1 日～5 日」に 80.9％が分布している。なお、「仕方なく子どもを同行させた」場合

に、比較的長期の「26～30 日」についても 4.3％が回答している。 
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10. 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 
(1) あて名のお子さんが生まれた時、育児休業を取得しましたか（問 32-1、問 32-2） 

【母親】 

働いていなかった, 

62.2%

育児休業を取得して

いない, 13.7%

育児休業を現在取

得中である, 1.9%

育児休業を取得中

に離職した, 3.2%

育児休業を取得し

職場に復帰した, 

16.0%

無効・無回答, 3.0%

n=1142  

【父親】 
働いていなかった, 

0.6%

育児休業を取得して

いない, 90.7%

育児休業を取得し

職場に復帰した, 

1.1%

無効・無回答, 7.6%

n=1142  
 

 
育児休業を取得した母親は 21.1％、父親は 1.1％であった。「育児休業を取得し職場に復帰した」母

親は全体の 16.0％、「育児休業を取得中に離職した」は 3.2％で、（取得中を除く）育児休業を取得し

た母親のうち、16.7％が離職したことがわかる。 

【問 32-1 で「育児休業を取得していない」と回答した方のみ】 

(2) 育児休業を取得していない理由（複数回答）（問 32-1-①、問 32-2-②） 

26.8%

9.6%

19.1%

1.3%

7.6%

3.2%

0.0%

1.3%

3.2%

7.0%

24.8%

43.3%

5.1%

1.9%

19.1%

1.3%

32.8%

33.0%

8.3%

6.9%

30.0%

1.5%

17.4%

2.0%

40.4%

0.3%

15.3%

0.0%

0.0%

0.0%

8.3%

0.0%

0% 20% 40%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育園などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

育児休業を取得できることを知らなかった

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制

度を利用する必要がなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがな

かった）

子育てや家事に専念するため退職した

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できる

ことを知らず、退職した

その他

無効・無回答

母親(n=157) 父親(n=1036)  
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育児休業を取得していない理由で最も多かった回答は、母親では「子育てや家事に専念するため退職した」

（43.3％）で、父親では「配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった」

（40.4％）である。 

 
【問 32-１で「育児休業を現在取得中である」と回答した方のみ】 

(3) お子さんが１歳になったときに必ず利用できる保育園などがあれば、１歳になるまで育児休業を取得し

ますか。または、預けられる保育園などあっても１歳になる前に復帰しますか 
（母親 問 32-1-②） 

１歳になるまで育児

休業を取得したい, 

90.9%

１歳になる前に復帰

したい , 0.0%

無効・無回答, 9.1%

n=22 

 
育児休業を現在取得中の方について、1 歳になったときに必ず預けられる保育園などがあれば、「1 歳になるま

で育児休業を取得したい」と回答したのは 90.9％で、「1 歳になる前に復帰したい」は回答者 0.0％（22 人中 0

件）であった。 
 

【問 32-1 で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】 

(4) 母親が育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育園入所に合わせたタイミングでしたか（母

親 問 32-1-③） 

年度初めの入園に

合わせたタイミング

だった, 50.8%

それ以外だった, 

46.4%

無効・無回答, 2.7%

n=183  
母親が育児休業から職場に復帰したのが、「年度初めの入園に合わせたタイミングだった」のは 50.8％であっ

た。 
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【問 32-1 で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】 

(5) 母親が職場復帰したときの子どもの年齢（母親 問 32-1-④） 
【実際】 

０歳, 47.5%

１歳, 46.4%

２歳, 4.9%

３歳, 0.5%
４歳以上, 0.0%

無効・無回答, 0.5%

n=183  

【希望】 

０歳, 6.6%

１歳, 63.4%

２歳, 10.4%

３歳, 16.4%

４歳以上, 0.5%
無効・無回答, 2.7%

n=183 

 
【職場復帰したときの子どもの実際の年齢と希望の年齢 子どもの年齢別の比率】 

  希望の

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳以上
無効・無

回答 

実際の年齢 サンプル

数 12 116 19 31 5 

０歳 87 12.6% 69.0% 8.0% 9.2% 1.1% 
１歳 85 1.2% 65.9% 10.6% 17.6% 0.0% 
２歳 9 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 
３歳 1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 
無効・無回答 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

合計 183 6.6% 63.4% 10.4% 16.4% 0.5% 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 
【職場復帰したときの子どもの実際の年齢と希望の年齢 全体に対する比率】 

 
希望の

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳以上
無効・ 
無回答 合計 

実際の年齢 サンプル

数 12 116 19 31 5 183 

０歳 87 6.0% 32.8% 3.8% 4.9% 0.0% 47.5% 
１歳 85 0.5% 30.6% 4.9% 8.2% 2.2% 46.4% 
２歳 9 0.0% 0.0% 1.6% 3.3% 0.0% 4.9% 
３歳 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 
無効・無回答 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 

合計 183 6.6% 63.4% 10.4% 16.9% 2.7% 100.0% 
※網掛けは、職場復帰をしたときの子どもの年齢について、「実際」が「希望」より早かった箇所 

 

母親が育児休業から職場に復帰したときの子どもの年齢は、「0 歳」が 47.5％、「1 歳」が 46.4％、「2 歳」が

4.9％であった。希望は、「0 歳」が 6.6％、「1 歳」が 63.4％、「2 歳」が 10.4％、「3 歳」が 16.4％で、実際と希望

が乖離しており、母親が希望よりも早く職場復帰をする傾向がみられる。 

年齢別では、子どもの年齢が「0 歳」で職場した母親の 86.2％は「実際」の職場復帰の時期が「希望」よりも早か

った。また、育児休業を取得し職場復帰した母親のうち、57.9％が「希望」より早く「実際」に職場復帰をしてい

る。 
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【問 32-1-④で実際の復帰と希望が異なる方のみ】 

(6) 希望の時期に職場復帰しなかった理由（複数回答）（母親 問 32-1-⑤） 

43.4%

8.1%

2.9%

0.7%

25.7%

17.6%

27.9%

2.9%

15.4%

4.4%

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

希望する保育園に入るため

希望する保育園に入れなかったため

配偶者や家族の希望があったため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかった

経済的な理由で早く復帰する必要があった

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

子どもをみてくれる人がいなかったため

その他

無効・無回答 n=136

 
 

【職場復帰をした時の子どもの「実際」の年齢（０歳、１歳）別】 

  0 歳 1 歳 全体 

サンプル数 78 51 136 

希望する保育園に入るため 48.7% 35.3% 43.4% 

希望する保育園に入れなかったため 2.6% 17.6% 8.1% 

配偶者や家族の希望があったため 2.6% 3.9% 2.9% 

自分や子どもなどの体調が思わしくなかった 0.0% 2.0% 0.7% 

経済的な理由で早く復帰する必要があった 32.1% 17.6% 25.7% 

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 16.7% 21.6% 17.6% 

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 33.3% 15.7% 27.9% 

子どもをみてくれる人がいなかったため  3.8% 2.0% 2.9% 

その他 16.7% 11.8% 15.4% 

無効・無回答 2.6% 7.8% 4.4% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

希望の時期に職場復帰しなかった理由は、「希望する保育園に入るため」が 43.4％で最も多く、次いで「人事異

動や業務の節目の時期に合わせるため」が 27.9％、「経済的な理由で早く復帰する必要があった」が 25.7％と

なっている。 

職場復帰したときの子どもの「実際」の年齢別では、「0 歳」で「希望する保育園に入るため」と回答した比率が

48.7％となっている。0 歳で復帰した母親の約半数が、希望する職場復帰のタイミングでは保育園に入所でき

ないことを理由として、育児休暇を希望よりも切り上げて復帰していると推察される。 
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【問 32-1 で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】 

(7) 勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」としてはお子さんが何

歳何か月のときまで取りたかったですか（母親 問 32-1-⑥） 
０歳, 2.2%

１歳, 37.7%

２歳, 14.2%

３歳, 39.3%

４歳以上, 0.5%

無効・無回答, 6.0%

n=183  
勤め先に、育児のために 3 歳まで休暇を取得できる制度があった場合に何歳まで育児休業を取りたいかたず

ねたところ、「3 歳」まで育休を取りたいと回答したのは 39.3％であった。 
 

【問 32-1 で「育児休業を取得し、職場に復帰した」と回答した方のみ】 

(8) 母親の育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか（母親 問 33-1） 
利用する必要がな

かった（保育園など

を利用できた、フル

タイムで働きたかっ

た）, 15.3%

短時間勤務制度を

利用した, 43.7%

短時間勤務制度を

利用したかったが、

利用しなかった（利

用できなかった）, 

36.6%

無効・無回答, 4.4%

n=183  
 
【「短時間勤務制度を利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と回答した方のみ】 

(9) 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか（複数回答） 

41.8%

25.4%

35.8%

0.0%

13.4%

20.9%

7.5%

16.4%

1.5%

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

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなどなど、

子どもをみてくれる人がいた

職場に短時間勤務制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

無効・無回答 n=67
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母親の育児休業からの職場復帰時に、「短時間勤務制度を利用した」のは 43.7％、「短時間勤務制度を利用し

たかったが利用しなかった（できなかった）」は 36.6％で、実際に利用した方も含めて、80.3％が短時間勤務制

度を利用したいという意向があった。短時間勤務制度を利用しなかった理由は、「職場に短時間勤務制度を取

りにくい雰囲気があった」が 41.8％、「短時間勤務にすると給与が減額される」が 35.8％であった。 

 

(10) 子どもが原則 1 歳になるまで、育児休業給付が支給される仕組みや、育児休業等の期間について健

康保険料及び厚生年金保険の保険料が免除になる仕組みがありますが、そのことをご存知でしたか

（問 34） 
育児休業給付、保

険料免除のいずれ

も知っていた , 25.9%

育児休業給付のみ

知っていた , 25.6%
保険料免除のみ

知っていた , 3.2%

育児休業給付、保

険料免除のいずれ

も知らなかった , 

39.1%

無効・無回答, 6.2%

n=1142  
育児休業給付が支給される仕組みを「知っていた」のは 51.5％、健康保険料及び厚生年金保険の保険料が免

除になる仕組みを「知っていた」のは 29.1％、いずれの仕組みも「知らなかった」のは 39.1％であった。 

 

(11) お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度（問 35） 
 

満足度１（低い）

11.8%

満足度２

26.1%

満足度３

42.7%

満足度４

13.6%

満足度が５（高い）

1.8%

無効・無回答

3.9%

n=1142  
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【家庭類型別】 

13.3%

10.2%

9.4%

11.9%

36.1%

25.0%

28.9%

25.5%

38.6%

43.2%

43.3%

44.4%

7.2%

18.2%

14.4%

13.9%

0.0%

3.4%

1.1%

2.3%

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

ひとり親 (n=83)

共働き（フルタイム） (n=176)

共働き（パートタイム） (n=180)

専業主婦（夫） (n=554)

ひとり親 (n=83) 共働き（フルタイム）

(n=176)
共働き（パートタイム）

(n=180)
専業主婦（夫） (n=554)

満足度１（低い） 13.3% 10.2% 9.4% 11.9%

満足度２ 36.1% 25.0% 28.9% 25.5%

満足度３ 38.6% 43.2% 43.3% 44.4%

満足度４ 7.2% 18.2% 14.4% 13.9%

満足度が５（高い） 0.0% 3.4% 1.1% 2.3%

無効・無回答 4.8% 0.0% 2.8% 2.0%
 

 

【子どもの年齢別】 

11.9%

12.1%

11.7%

12.6%

12.0%

10.4%

21.4%

27.4%

25.0%

24.7%

26.4%

31.1%

44.0%

40.5%

42.0%

42.6%

43.3%

44.6%

16.7%

15.3%

12.8%

13.7%

13.0%

10.4%

3.0%

1.1%

4.3%

2.1%

1.0%

0.0%

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

0歳 (n=168)

1歳 (n=190)

2歳 (n=188)

3歳 (n=190)

4歳 (n=208)

5歳 (n=193)

0歳 (n=168) 1歳 (n=190) 2歳 (n=188) 3歳 (n=190) 4歳 (n=208) 5歳 (n=193)
満足度１（低い） 11.9% 12.1% 11.7% 12.6% 12.0% 10.4%

満足度２ 21.4% 27.4% 25.0% 24.7% 26.4% 31.1%

満足度３ 44.0% 40.5% 42.0% 42.6% 43.3% 44.6%

満足度４ 16.7% 15.3% 12.8% 13.7% 13.0% 10.4%

満足度が５（高い） 3.0% 1.1% 4.3% 2.1% 1.0% 0.0%

無効・無回答 3.0% 3.7% 4.3% 4.2% 4.3% 3.6%
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【行政センター別】 

8.2%

8.5%

7.0%

16.7%

12.3%

9.5%

17.8%

14.9%

12.5%

11.1%

26.0%

25.6%

18.6%

12.5%

28.5%

34.1%

24.0%

26.3%

23.2%

27.8%

47.9%

45.1%

51.2%

37.5%

42.5%

40.5%

41.9%

37.1%

43.8%

45.6%

15.1%

15.9%

16.3%

25.0%

11.2%

9.5%

13.2%

16.0%

13.4%

12.2%

2.1%

1.2%

2.3%

4.2%

1.1%

3.2%

0.0%

1.7%

2.7%

2.2%

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

本庁 (n=146)

追浜 (n=82)

田浦 (n=43)

逸見 (n=24)

衣笠 (n=179)

大津 (n=126)

浦賀 (n=129)

久里浜 (n=175)

北下浦 (n=112)

西 (n=90)

本庁

(n=146)
追浜

(n=82)
田浦

(n=43)
逸見

(n=24)
衣笠

(n=179)
大津

(n=126)
浦賀

(n=129)
久里浜

(n=175)
北下浦

(n=112)
西

(n=90)
満足度１（低い） 8.2% 8.5% 7.0% 16.7% 12.3% 9.5% 17.8% 14.9% 12.5% 11.1%

満足度２ 26.0% 25.6% 18.6% 12.5% 28.5% 34.1% 24.0% 26.3% 23.2% 27.8%

満足度３ 47.9% 45.1% 51.2% 37.5% 42.5% 40.5% 41.9% 37.1% 43.8% 45.6%

満足度４ 15.1% 15.9% 16.3% 25.0% 11.2% 9.5% 13.2% 16.0% 13.4% 12.2%

満足度が５（高い） 2.1% 1.2% 2.3% 4.2% 1.1% 3.2% 0.0% 1.7% 2.7% 2.2%

無効・無回答 0.7% 3.7% 4.7% 4.2% 4.5% 3.2% 3.1% 4.0% 4.5% 1.1%

 
地域における子育ての環境や支援への満足度は、「満足度 3」が最も多く42.7％、「満足度2」が26.1％、「満足

度 4」が 13.6％であった。 

家庭類型別では、「ひとり親」の場合には「満足度 1～2」の比率が 49.4％を占めている。 

子どもの年齢別では、年齢が低いほど満足度が高い傾向がある。 
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11. 小学校就学後の放課後の過ごし方について（調査時点でお子さんが５歳以上を対象） 
(1) あて名のお子さんが小学校になった時に、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で

過ごさせたいと思いますか（複数回答）（問 38） 

50.8%

28.5%

55.0%

22.3%

14.8%

16.8%

0.8%

27.7%

7.0%

0% 20% 40% 60%

自宅のみで過ごす

祖父母や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

放課後児童クラブ（学童クラブ）

わいわいスクール

みんなの家（青少年の家）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、図書館、公園等）

無効・無回答 n=358

 
 

【家庭類型別】 

  ひとり親 共働き（フル

タイム） 
共働き（パー

トタイム） 
専業主婦

（夫） 全体 

サンプル数 34 51 81 141 358

自宅のみで過ごす 47.1% 21.6% 60.5% 54.6% 50.8%

祖父母や友人・知人宅 29.4% 23.5% 33.3% 29.1% 28.5%

習い事 20.6% 41.2% 49.4% 73.0% 55.0%

放課後児童クラブ（学童クラブ） 20.6% 64.7% 24.7% 9.9% 22.3%

わいわいスクール 20.6% 7.8% 14.8% 18.4% 14.8%

みんなの家（青少年の家） 17.6% 7.8% 14.8% 22.7% 16.8%

ファミリー・サポート・センター 0.0% 2.0% 0.0% 1.4% 0.8%

その他（公民館、図書館、公園等） 14.7% 3.9% 21.0% 48.2% 27.7%

無効・無回答 8.8% 3.9% 2.5% 6.4% 7.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

お子さんが小学校になった時に、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいか

は、「習い事」が最も多く 55.0％、次いで「自宅のみで過ごす」が 50.8％、「祖父母や友人・知人宅」が 28.5％で

あった。 

家庭類型別にみると、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」については「共働き（フルタイム）」の場合に利用意向

が強く、64.7％であった。「わいわいスクール」は「ひとり親」の場合と「専業主婦（夫）」の場合に利用希望が相

対的に多く、それぞれ 20.6％、18.4％である。「みんなの家（青少年の家）」は、「専業主婦（夫）」の場合の利用

希望が相対的に多く、22.7％であった。また、「共働き（パートタイム）」の場合は「自宅のみで過ごす」60.5％が

最も多い。「専業主婦（夫）」の場合は、「習い事」が最も多く 73.0％であった。 
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(2) 小学校の放課後の時間を過ごさせたい日数（１週当たり）（問 38） 

19.2%

51.0%

40.1%

8.8%

26.4%

31.7%

66.7%

29.3%

25.8%

25.5%

38.1%

22.6%

23.3%

29.3%

16.5%

6.9%

16.8%

13.8%

18.9%

23.3%

33.3%

26.3%

9.3%

13.8%

5.7%

5.1%

19.8%

6.9%

50.0%

22.6%

11.7%

7.1%

0.0%

5.9%

8.8%

8.3%

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

自宅のみで過ごす( n=182)

祖父母や友人・知人宅( n=102)

習い事( n=197)

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=80)

わいわいスクール( n=53)

みんなの家（青少年の家）( n=60)

ファミリー・サポート・センター( n=3)

その他（公民館、図書館、公園等）( n=99)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無効・無回答
 

  1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 無効・無

回答 

自宅のみで過ごす( n=182) 19.2% 25.8% 16.5% 9.3% 19.8% 1.1% 3.8% 4.4%

祖父母や友人・知人宅( n=102) 51.0% 25.5% 6.9% 2.0% 6.9% 1.0% 0.0% 5.9%

習い事( n=197) 40.1% 38.1% 16.8% 2.5% 0.5% 0.0% 0.0% 2.0%

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=80) 8.8% 2.5% 13.8% 13.8% 50.0% 2.5% 0.0% 8.8%

わいわいスクール( n=53) 26.4% 22.6% 18.9% 5.7% 22.6% 0.0% 0.0% 3.8%

みんなの家（青少年の家）( n=60) 31.7% 23.3% 23.3% 1.7% 11.7% 0.0% 0.0% 8.3%

ファミリー・サポート・センター( n=3) 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他( n=99) 29.3% 29.3% 26.3% 5.1% 7.1% 0.0% 1.0% 2.0%

 

小学校の放課後の時間を過ごさせたい日数では、「放課後児童クラブ」については週「5 日」と回答した比率が

50.0％であった。対照的に、週「1～2 日」の回答が多いのは「習い事」（78.2％）、「祖父母や友人・知人宅」

（77.5％）であった。 
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(3) 家庭類型別 小学校の放課後の時間を過ごさせたい日数（１週当たり） 
 

【ひとり親】 

30.0%

28.6%

28.6%

16.7%

60.0%

18.8%

20.0%

42.9%

14.3%

33.3%

18.8%

10.0%

28.6%

33.3%

20.0%

10.0%

28.6%

56.3%

20.0%

28.6%

42.9%

20.0%

0.0%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.0%

42.9%

14.3%

16.7%

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

自宅のみで過ごす( n=16)

祖父母や友人・知人宅( n=10)

習い事( n=7)

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=7)

わいわいスクール( n=7)

みんなの家（青少年の家）( n=6)

ファミリー・サポート・センター( n=0)

その他（公民館、図書館、公園等）( n=5)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無効・無回答
 

  1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 無効・無

回答 
自宅のみで過ごす( n=16) 0.0% 18.8% 18.8% 0.0% 56.3% 0.0% 6.3% 0.0%

祖父母や友人・知人宅( n=10) 30.0% 20.0% 10.0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0% 10.0%

習い事( n=7) 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=7) 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 28.6% 0.0% 0.0% 42.9%

わいわいスクール( n=7) 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 14.3%

みんなの家（青少年の家）( n=6) 16.7% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%

ファミリー・サポート・センター( n=0) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他( n=5) 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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【共働き（フルタイム）】 

18.2%

16.7%

23.8%

25.0%

25.0%

100.0%

100.0%

27.3%

25.0%

42.9%

3.0%

25.0%

18.2%

25.0%

28.6%

6.1%

18.2%

9.1%

25.0%

18.2%

25.0%

4.8%

69.7%

25.0%

50.0%

8.3%

3.0%

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

自宅のみで過ごす( n=11)

祖父母や友人・知人宅( n=12)

習い事( n=21)

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=33)

わいわいスクール( n=4)

みんなの家（青少年の家）( n=4)

ファミリー・サポート・センター( n=1)

その他（公民館、図書館、公園等）( n=2)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無効・無回答
 

  1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 無効・無

回答 

自宅のみで過ごす( n=11) 18.2% 27.3% 18.2% 18.2% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

祖父母や友人・知人宅( n=12) 16.7% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 8.3% 0.0% 0.0% 

習い事( n=21) 23.8% 42.9% 28.6% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=33) 0.0% 3.0% 6.1% 9.1% 69.7% 3.0% 0.0% 9.1% 

わいわいスクール( n=4) 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 

みんなの家（青少年の家）( n=4) 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

ファミリー・サポート・センター( n=1) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他( n=2) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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【共働き（パートタイム）】 

22.4%

51.9%

40.0%

5.0%

25.0%

16.7%

0.0%

11.8%

26.5%

22.2%

52.5%

5.0%

16.7%

16.7%

29.4%

16.3%

11.1%

30.0%

8.3%

25.0%

41.2%

6.1%

20.0%

16.7%

8.3%

5.9%

20.4%

35.0%

33.3%

25.0%

11.8%

8.2%

7.4%

5.0%

8.3%

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

自宅のみで過ごす( n=49)

祖父母や友人・知人宅( n=27)

習い事( n=40)

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=20)

わいわいスクール( n=12)

みんなの家（青少年の家）( n=12)

ファミリー・サポート・センター( n=0)

その他（公民館、図書館、公園等）( n=17)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無効・無回答
 

  1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 無効・無

回答 

自宅のみで過ごす( n=49) 22.4% 26.5% 16.3% 6.1% 20.4% 0.0% 0.0% 8.2% 

祖父母や友人・知人宅( n=27) 51.9% 22.2% 11.1% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 7.4% 

習い事( n=40) 40.0% 52.5% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=20) 5.0% 5.0% 30.0% 20.0% 35.0% 0.0% 0.0% 5.0% 

わいわいスクール( n=12) 25.0% 16.7% 8.3% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

みんなの家（青少年の家）( n=12) 16.7% 16.7% 25.0% 8.3% 25.0% 0.0% 0.0% 8.3% 

ファミリー・サポート・センター( n=0) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他( n=17) 11.8% 29.4% 41.2% 5.9% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 
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【専業主婦（夫）】 

26.0%

70.7%

39.8%

42.9%

30.8%

46.9%

50.0%

29.4%

31.2%

24.4%

32.0%

26.9%

15.6%

32.4%

16.9%

22.3%

21.4%

30.8%

25.0%

50.0%

22.1%

11.7%

7.1%

5.9%

9.1%

28.6%

11.5%

6.3%

5.9%

6.3%

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

自宅のみで過ごす( n=77)

祖父母や友人・知人宅( n=41)

習い事( n=103)

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=14)

わいわいスクール( n=26)

みんなの家（青少年の家）( n=32)

ファミリー・サポート・センター( n=2)

その他（公民館、図書館、公園等）( n=68)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無効・無回答
 

  1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 無効・無

回答 

自宅のみで過ごす( n=77) 26.0% 31.2% 16.9% 11.7% 9.1% 0.0% 2.6% 2.6% 

祖父母や友人・知人宅( n=41) 70.7% 24.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 

習い事( n=103) 39.8% 32.0% 22.3% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=14) 42.9% 0.0% 21.4% 7.1% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

わいわいスクール( n=26) 30.8% 26.9% 30.8% 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

みんなの家（青少年の家）( n=32) 46.9% 15.6% 25.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 

ファミリー・サポート・センター( n=2) 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他( n=68) 29.4% 32.4% 22.1% 5.9% 5.9% 0.0% 1.5% 2.9% 
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【問 38 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」と回答した方のみ】 

(4) 「放課後児童クラブ（学童クラブ）」で下校時から何時まで過ごさせたいですか 

１６時台, 3.8%

１７時台, 26.3%

１８時台, 42.5%

１９時台, 22.5%

２０時台, 2.5%

無効・無回答, 2.5%

n=80 
 

小学校の放課後の時間を過ごさせたい場所として「放課後児童クラブ」と回答した人の利用希望時間について

は、「18 時台」までで 72.5％を占める。「１９時台」までを含めると 95.0％であった。 

 
【問 38 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】 

(5) 土曜日の放課後児童クラブの利用希望はありますか（問 39-1） 

利用したい, 41.3%

利用する必要はな

い, 58.8%

無効・無回答, 0.0%

n=80 
 

利用したい時間帯                    【問 39-1 で「利用したい」と回答した方のみ】     

【希望開始時間】 

18.2%

51.5%

24.2%

3.0% 3.0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

７
時

台

８
時
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９
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台

１
０

時
台

無
効

・
無

回
答

n=33 

 

【希望終了時間】 

6.1% 6.1%
12.1%

6.1% 6.1%

48.5%

9.1%
3.0% 3.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

１
３

時
台

１
４

時
台

１
５

時
台

１
６

時
台

１
７

時
台

１
８

時
台

１
９

時
台

２
０

時
台

無
効

・無
回

答

n=33 

 
土曜日の放課後児童クラブの利用希望は、「利用したい」が 41.3％、「利用する必要はない」が 58.8％である。

土曜日の利用希望時間は、開始が「8 時台」が最も多く 51.5％、利用終了時間は「18 時台」が最も多く 48.5％と

なっている。 
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【問 38 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】 

(6) 日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望はありますか（問 39-2） 

利用したい, 21.3%

利用する必要はな

い, 73.8%

無効・無回答, 5.0%

n=80 

 
 

【問 39-2 で「利用したい」と回答した方のみ】 

利用したい時間帯 

【希望開始時間】 

17.6%

41.2% 41.2%

0.0%
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10%

20%
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40%
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無
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答

n=17 

 

【希望終了時間】 

5.9%
0.0%

5.9%

11.8%11.8%

52.9%

5.9% 5.9%
0.0%
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台
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時
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１
８

時
台

１
９
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２
０

時
台

無
効

・
無

回
答

n=17 

 
日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望は、「利用したい」が 21.3％、「利用する必要はない」が 73.8％と

なっている。日曜日・祝日の利用希望時間は、開始が「8 時台」「9 時台」が多く合わせて 82.4％、利用終了時間

は「18 時台」が最も多く 52.9％となっている。 
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【問 38 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】 

(7) 夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望はありますか（問 39-3） 

利用したい, 91.3%

利用する必要はな

い, 8.8%

無効・無回答, 0.0%

n=80 

 
 

【問 39-1 で「利用したい」と回答した方のみ】 

利用したい時間帯 

【希望開始時間】 

15.1%

64.4%

17.8%

1.4% 1.4%
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【希望終了時間】 
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47.9%
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夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望は、「利用したい」が 91.3％、「利用

する必要はない」が 8.8％である。利用希望時間は、開始が「8 時台」が最も多く 64.4％、利用終了時間は「18

時台」が最も多く 47.9％となっている。 
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12. 自由回答 
(1) 子育てをするうえで、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのような支援や援助があればよいとお考

えでしょうか。ご自由にお書きください。（問 11） 
 

  件数 割合 
割合 

(除無効・

無回答)
    n=1,142 n=635
子育てを支える環境づくりについて 201 17.6% 31.7%

子育ての悩みの相談 62 5.4% 9.8%
子育てに関する情報の提供 32 2.8% 5.0%
子どもの居場所・遊び場 29 2.5% 4.6%
子育て講座、イベント、教室の開催 25 2.2% 3.9%
子育てに関する保護者の交流の場 22 1.9% 3.5%
その他の行政への要望 31 2.7% 4.9%

子ども・子育て支援事業について 351 30.7% 55.3%
一時預かり 165 14.4% 26.0%
保育所 51 4.5% 8.0%
病児・病後児保育 36 3.2% 5.7%
幼稚園 29 2.5% 4.6%
学童保育・放課後の居場所（放課後児童健全育成事業） 24 2.1% 3.8%
子育て支援センター（地域子育て支援拠点） 18 1.6% 2.8%
時間外保育 11 1.0% 1.7%
ファミリー・サポート（子育て援助活動支援） 9 0.8% 1.4%
発達支援・障害児支援 8 0.7% 1.3%

経済的な子育て支援について 56 4.9% 8.8%
医療費の助成 29 2.5% 4.6%
経済的な支援 27 2.4% 4.3%

その他 129 11.3% 20.3%
育児・家事の援助 37 3.2% 5.8%
地域（近所）の人とのかかわり、見守り 20 1.8% 3.1%
子連れにやさしい社会・町・人 19 1.7% 3.0%
家族（父親、祖父母、親族）からの支援 10 0.9% 1.6%
道路の整備・安全に関すること 6 0.5% 0.9%
乳幼児健診 6 0.5% 0.9%
子育てタクシー等の移動への支援 6 0.5% 0.9%
その他 25 2.2% 3.9%

特になし 42 3.7% 6.6%
無効・無回答 507 44.4% －

全  体 1,286 － －

     ※上位 3 項目を太字で表示 
 

子育てをする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのような支援や援助があればよいかについて、

1,142 人中 635 人（55.6％）からの自由回答が寄せられた。「一時預かり」に関して、自由回答記入者の 26.0％

からの意見があった。主な内容としては、保護者の病気や急な用事などの緊急時の一時預かりを求める意見

や、気軽に利用できることを求める意見があった。「子育ての悩みの相談」は回答者の 9.8％から意見が寄せら

れた。主な内容として、0 歳から 2 歳の子どものを持つ回答者がどんなことでも気軽に相談できる場所がほしい

という意見が多くみられた。 
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(2) 子育てをするうえでのお悩みについて、ご自由にお書きください。（問 12） 

  
件数 割合 

割合 
(除無効・

無回答) 
  n=1,142 n=636 

子どものこと、子どもとの関係に関すること 153 13.4 24.1
子どもが言うことを聞かない等の育児ストレス 59 5.2 9.3
子育ての仕方（育児の方針、しつけ、叱り方等） 48 4.2 7.5
子どもの発達・発育 33 2.9 5.2
障がい、発達障害 13 1.1 2.0

保護者自身や家族に関すること 272 23.8 42.8
経済的な負担 81 7.1 12.7
育児、家事、仕事の両立 32 2.8 5.0
子育てに関連する配偶者等の家族に関する悩み 32 2.8 5.0
子どもの病気・けがの対応 26 2.3 4.1
保護者や家族が病気等の時の対応 25 2.2 3.9
子供と接する時間が少ない 24 2.1 3.8
自分（保護者）の時間が取れない 22 1.9 3.5
求職・就職に関する悩み 16 1.4 2.5
育児の負担を抱え込んでいる、孤立感を感じる 14 1.2 2.2

友人を含む周囲との関係に関すること 60 5.3 9.4
同年齢の子を持つ友人が少ない 23 2.0 3.6
近所に同年齢の子どもが少ない、子どもの友人関係 23 2.0 3.6
周囲が子育て世帯への理解が少ない 14 1.2 2.2

子育てを取り巻く環境、支援に関すること 125 10.9 19.7
子どもの居場所・遊び場が少ないこと 43 3.8 6.8
子どもの定期的な預け先（保育所など）が少ない、利用できない 22 1.9 3.5
子とも連れでの移動、外出 19 1.7 3.0
気軽に一時的に子どもをみてもらう人・場所が少ない 17 1.5 2.7
放課後の居場所 14 1.2 2.2
子育ての相談 10 0.9 1.6

その他 37 3.2 5.8
小学校生活に関する不安 9 0.8 1.4
医療機関に関する不安 7 0.6 1.1
その他 21 1.8 3.3

特になし 71 6.2 11.2
無効・無回答 506 44.3 － 

全  体 1,224 － －

     ※上位 3 項目を太字で表示 

 

子育てをするうえでの悩みについては、1,142 人中 636 人（55.7％）からの回答が寄せられた。自由回答に回

答した方のうち 12.7％が「経済的な負担」を子育ての悩みとして挙げている。「経済的な負担」の具体的な内容

としては、幼稚園、保育園などの保育料が高く金銭的な負担が大きいという意見や、将来の養育費に関する不

安などであった。また、「子どもが言うことを聞かない等の育児ストレス」（回答者の 9.3％）では、1～2 歳の子ど

ものを持つ回答者からの意見が多く、主な内容として、何度言っても言うことを聞かず怒鳴ってしまう、イライラし

て感情的に怒ってしまう、という意見が多くみられた。 
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(3) 新しい制度では、幼稚園、保育園など就学前にお子様をお預かりし、教育や保育を行う施設のほかに、

保護者の就労などを問わず、お子様の教育や保育を行う「認定こども園」を充実する予定です。本市に

はまだ「認定こども園」は設置されていませんが、こういった制度について、何かご意見がございました

ら、ご自由にご記入ください。（問 36） 

  
件数 割合 

割合 
(除無効・

無回答) 
  n=1,142 n=625 

認定こども園制度に対する賛成、反対意見 275 24.1 44.0
認定こども園を良いと思う、利用したい、増やすべき 257 22.5 41.1
認定こども園は不要、利用しない 18 1.6 2.9

認定こども園の内容等に関する意見 320 28.0 51.2
保育料に関すること 85 7.4 13.6
保育の質、親が安心して子供を預けられる環境 37 3.2 5.9
立地、送迎に関すること 28 2.5 4.5
保育教諭等の職員に関すること 26 2.3 4.2
一時預かりの充実 25 2.2 4.0
入園基準、利用の基準に関すること 23 2.0 3.7
教育・保育内容 18 1.6 2.9
保育時間に関すること（延長保育、休日保育を含む） 17 1.5 2.7
病児への対応 12 1.1 1.9
放課後の居場所 11 1.0 1.8
園の行事に関する意見 6 0.5 1.0
発達障害、障がい児等への対応 5 0.4 0.8
給食に関する要望 5 0.4 0.8
その他のこども園の内容に関する意見 22 1.9 3.5

その他 156 13.7 25.0
既存施設との違い等、こども園に関する分かりやすい情報の提供 51 4.5 8.2
保育所に関する意見、要望 22 1.9 3.5
幼稚園に関する意見、要望 20 1.8 3.2
子どもの視点での制度作り 12 1.1 1.9
親子の時間が増えるような支援 9 0.8 1.4
既存施設への影響 9 0.8 1.4
その他 33 2.9 5.3

特になし 17 1.5 2.7
無効・無回答 517 45.3 －

全  体 1,285 － －

     ※上位 3 項目を太字で表示 

 

「認定こども園」に関しては、1,142 人中 625 人（54.7％）から回答があった。回答者の 41.1％（257 件）から「認

定こども園を良いと思う、利用したい、増やすべき」という賛成意見が寄せられた。また、「認定こども園」の内容

に関する意見として、「保育料」（13.6％、85 件）を知りたいという質問や、利用しやすい保育料であることを求め

る意見が多くみられた。「既存施設との違い等、こども園に関する分かりやすい情報の提供」については 8.2％

（51 件）から意見があった。 
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(4) 教育・保育環境の充実や親子の過ごし方など子育てに関してご意見がございましたら、ご自由にご記

入ください。（問 37）  

  
  

件数 割合 
割合 

(除無効・ 
無回答) 

  ｎ=1,142 ｎ=587 
子育てを支える環境づくりについて 293 25.7 49.9 

子どもの居場所・遊び場 145 12.7 24.7 
内、公園等、屋外の居場所・遊び場 68 6.0 11.6 
内、児童館等、屋内の居場所・遊び場 52 4.6 8.9 

子育て講座、イベント、教室の開催 43 3.8 7.3 
子育てに関する情報の提供 27 2.4 4.6 
子育てに関する保護者の交流の場 12 1.1 2.0 
子育ての悩みの相談 11 1.0 1.9 
その他の行政への要望・意見 55 4.8 9.4 

子ども・子育て支援事業について 256 22.4 43.6 
保育所 74 6.5 12.6 
学童クラブを含む放課後の居場所 68 6.0 11.6 
幼稚園 35 3.1 6.0 
子育て支援センター（地域子育て支援拠点） 29 2.5 4.9 
一時預かり 20 1.8 3.4 
認定こども園 12 1.1 2.0 
病児・病後児保育 11 1.0 1.9 
発達支援・障害児支援 4 0.4 0.7 
ファミリー・サポート（子育て援助活動支援） 3 0.3 0.5 

経済的な子育て支援について 54 4.7 9.2 
医療費の助成 32 2.8 5.5 
経済的な支援 22 1.9 3.7 

その他 143 12.5 24.4 
働きながら子どもを産み育てやすい社会・職場 22 1.9 3.7 
子ども・子育て世帯にやさしい社会・町・人 21 1.8 3.6 
小学校に関する要望 15 1.3 2.6 
道路の整備等・安全に関すること 13 1.1 2.2 
親子の時間が増えるような環境 11 1.0 1.9 
小児科、産婦人科等、医療の充実 10 0.9 1.7 
中学校給食の実施 10 0.9 1.7 
地域（近所）の人とのかかわり、見守り 9 0.8 1.5 
その他 32 2.8 5.5 

特になし 18 1.6 3.1 
無効・無回答 555 48.6 － 

全  体 1,319 － － 
         ※上位 3 項目を太字で表示 

 

教育・保育環境の充実や親子の過ごし方など子育てに関する意見について、1,142 人中 587 人（51.4％）から

の回答が寄せられた。「子どもの居場所・遊び場」（回答者の 24.7％、145 件）に関する主な意見は、地域の公

園の整備、公園の遊具の改善、屋内の遊び場の設置等であった。0 歳から 2 歳の子どもを持つ回答者からは、

屋内の安全な居場所を求める意見が多くみられた。また、「保育所」（12.6％、74 件）に関する意見として、保育

園の定員増や待機児童の解消の要望が多くあった。「学童クラブを含む放課後の居場所」（11.6％、68 件）の主

な意見として、学童クラブの保育料の負担の軽減や、わいわいスクールの設置に関する要望があった。 
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III. 就学児童調査結果 
1. お住まいの地域について 

(1) お住まいの地区（問１） 

n=1,059
大津行政センター,

10.3%

浦賀行政センター,
14.4%

追浜行政センター,
6.5%

本庁, 13.9%
西行政センター,

8.3%

北下浦行政
センター, 7.8%

久里浜行政
センター, 13.3%

田浦行政センター,
4.2%

衣笠行政センター,
13.6%

逸見行政センター,
2.1%

無効・無回答, 5.6%

 
 

2. お子さんとご家族の状況について 
(1) お子さんの学年（問３） 

n=1,059

2年生, 14.6%

5年生, 17.2%

無効・無回答, 0.8%

3年生, 17.5%
4年生, 18.3%

1年生, 15.3%
6年生, 16.2%
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(2) お子さんのきょうだい数（本人を含めた人数）（問４） 

【お子さんの人数】 

n=1,059
2人, 53.8%

3人, 23.2%

1人, 17.4%
4人, 2.6%

5人以上, 1.2%

無効・無回答, 1.7%

 

【一番小さいお子さんの生年月】 

平成13年生まれ, 

5.0%

平成14年生まれ, 

8.1%

平成15年生まれ, 

10.0%

平成16年生まれ, 

9.9%

平成17年生まれ, 

12.6%
平成18年生まれ, 

11.3%
平成19年生まれ, 

9.7%

平成20年生まれ, 

9.0%

平成21年生まれ, 

6.9%

平成22年生まれ, 

4.8%

平成23年生まれ, 

4.6%

平成24年生まれ, 

2.6%

平成25年生まれ, 

1.5%
無効・無回答, 4.1%

n=857 
※きょうだい数が「１人」の回答者、「無効・無回答」を除く 

お子さんのきょうだい数は、「1 人」が 17.4%、「2 人」が 53.8%、「3 人」が 23.2%で、3 人までのお子さんを持つ

家庭は全体の 94.4％を占めている。 
 
 

(3) この調査票にご回答いただく方（問５） 

n=1,059母親, 89.8%

その他, 1.4%
無効・無回答, 0.4%

父親, 8.4%

 
アンケート調査票への回答者は、「母親」が 89.8％を占めている。 

 
(4) この調査票にご回答いただいている方の配偶関係（問６）  

n=1,059
配偶者がいる,

84.9%

無効・無回答, 0.6%

配偶者はいない,
14.5%

【「配偶者はいない」と回答した方の内訳】 

母子家庭, 83.1%

父子家庭, 9.1%

その他, 7.8%

n=154 

 
 

配偶者のいる回答者は 84.9％、配偶者のいない回答者は 14.5％を占めている。「配偶者はいない」と回答した

方のうち、83.1％が母子家庭で、9.1％が父子家庭となっている。 
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(5) 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（問７） 

53.9%

40.8%

1.3%

1.6%

1.8%

0.6%

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

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無効・無回答 n=1,059
 

【家庭類型別】 

 サンプル

数 
父母 
ともに 

主に 
母親 

主に 
父親 

主に 
祖父母 その他 無効・ 

無回答 

ひとり親 142 3.5% 81.0% 7.0% 7.7% 0.7% 0.0%

共働き（フルタイム） 132 67.4% 28.0% 0.8% 2.3% 1.5% 0.0%

共働き（パートタイム） 297 66.0% 32.0% 0.3% 0.0% 1.0% 0.7%

専業主婦（夫） 326 57.7% 40.5% 0.6% 0.0% 0.3% 0.9%

全体 1,059 53.9% 40.8% 1.3% 1.6% 1.8% 0.6%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示 

 

お子さんの子育てを主に行っているのは、「父母ともに」が 53.9％で最も多く、次いで「主に母親」が 40.8％とな

っている。 

家庭類型別では、「共働き（フルタイム）」および「共働き（パートタイム）」の場合に「父母ともに」と回答した比率

が高い傾向にある。「ひとり親」では、「主に母親」が 81.0％、「主に父親」が 7.0％、「主に祖父母」が 7.7％であ

った。 
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3. 子どもの育ちをめぐる環境について 
(1) 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか（複数回答）（問８） 

31.4%

55.1%

8.4%

28.9%

10.2%

3.8%

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

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無効・無回答 n=1,059

 
【家庭類型別】 

 
ひとり親

共働き

（フル 
タイム）

共働き 
（パート 
タイム） 

専業主

婦（夫） 
全体 

サンプル数 142 297 132 326 1,059

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる  47.9% 32.0% 39.4% 22.1% 31.4%

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる  44.4% 60.6% 53.8% 59.2% 55.1%

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる  6.3% 12.1% 3.8% 8.6% 8.4%

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 22.5% 35.0% 13.6% 35.3% 28.9%

いずれもいない   9.9% 7.4% 7.6% 13.8% 10.2%

無効・無回答 3.5% 2.4% 3.8% 1.5% 3.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 55.1％で最も多く、次いで「日常的に祖父母

等の親族にみてもらえる」が 31.4％となった。お子さんをみてもらえる親族・知人が「いずれもいない」人は

10.2％である。 

家庭類型別では、「ひとり親」では、「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が最も高く 47.9％であった。「共

働き（フルタイム）」では、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 60.6％と最も高く、

次いで「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる知人・友人がいる」が 35.0％であった。「共働き（パ

ートタイム）」では、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 53.8％、次いで「日常的

に祖父母等の親族にみてもらえる」39.4％であった。「専業主婦（夫）」では、子どもをみてもらえる親族・知人が

「いずれもない」が 13.8％と家庭類型別で比較して最も高い比率となった。 
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(2) 親族や知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください（複数回答）（問８-１） 
【問８で「お子さんをみてもらえる親族・知人がいる」と回答した方のみ】 

n=911

42.5%

28.0%

31.5%

11.3%

4.0%

17.1%

24.5%

7.5%

3.1%

0.9%

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

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

祖父母等の親族の身体的負担が心配である 

祖父母等の親族の
時間的制約や精神的な負担が心配である 

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

友人・知人の身体的負担が心配である 

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が心配である 

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとって
ふさわしい環境であるか、少し不安がある 

その他

無効・無回答

 
 

親族や知人に子どもをみてもらえる人のうち、42.5％は「安心して親族にみてもらえる」、11.3％は「安心して友

人・知人にみてもらえる」との回答となっている。一方、31.5％は「親族の時間的制約や精神的負担が心配であ

る」とし、28.0％は「親族の身体的負担が心配である」と考えている。 

 
(3) あて名のお子さんの子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所 はありますか（問９） 

n=1,059ある, 86.1%

無効・無回答, 6.5%

ない, 7.4%
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【家庭類型別】 

81.0%

87.1%

90.2%

87.1%

86.1%

12.7%

9.8%

4.4%

6.7%

7.4%

6.3%

3.0%

5.4%

6.1%

6.5%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

ひとり親 (n=142)

共働き（フルタイム） (n=132)

共働き（パートタイム） (n=297)

専業主婦（夫） (n=326)

全体 (n=1059)

ある ない 無効・無回答
 

 
【小学校の学年別】 

87.0%

81.9%

87.0%

90.2%

85.2%

86.0%

86.1%

6.8%

9.0%

7.6%

4.1%

8.8%

8.1%

7.4%

6.2%

9.0%

5.4%

5.7%

6.0%

5.8%

6.5%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年生 (n=162)

2年生 (n=155)

3年生 (n=185)

4年生 (n=194)

5年生 (n=182)

6年生 (n=172)

全体 (n=1059)

ある ない 無効・無回答
 

 
気軽に相談できる人や場所が「ある」のは 86.1％、「ない」と回答した人は 7.4％であった。 

全体の値と比較して、気軽に相談できる先が「ない」と回答した比率がやや高い傾向にあるのは、家庭類型別

で「ひとり親」12.7％であった。 
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【問９で「ある」と回答した方のみ】 

(4) お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか（複数回答）（問９-１） 

n=912

75.1%

69.6%

81.3%

18.6%

1.9%

17.9%

0.4%

7.9%

0.5%

6.3%

0.1%

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

配偶者

祖父母等の親族

友人や知人 

近所の人

保健所・健康福祉センター

小学校

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市役所の職員

その他

無効・無回答

 
【相談できる先の数】 

14.4%

26.6%

35.7%

15.0%

5.2%
2.3% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1%

0%

10%

20%

30%

40%

1ヶ
所

2ヶ
所

3ヶ
所

4ヶ
所

5ヶ
所

6ヶ
所

7ヶ
所

8ヶ
所

9ヶ
所

無
効

・
無

回
答

n=912

 
【子育てをする上での不安やストレスの有無別】 

  よくある ときどきある ほとんどない 全体 

サンプル数 134 529 236 912

配偶者 61.2% 76.4% 79.2% 75.1%

祖父母等の親族 62.7% 69.9% 72.5% 69.6%

友人や知人  76.9% 81.1% 83.9% 81.3%

近所の人 12.7% 17.0% 25.4% 18.6%

保健所・健康福祉センター 1.5% 2.1% 1.7% 1.9%

小学校 16.4% 15.7% 23.7% 17.9%

民生委員・児童委員 0.7% 0.2% 0.8% 0.4%

かかりつけの医師 8.2% 6.2% 11.4% 7.9%

市役所の職員 0.0% 0.6% 0.8% 0.5%

その他 10.4% 6.8% 3.0% 6.3%

無効・無回答 0.7% 0.0% 0.0% 0.1%

※「よくある」と「ほとんどない」で 10 ポイント％以上の差異がある項目を網掛けで表示 
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子育てに関して気軽に相談できる先は、「友人や知人」が最も高く 81.3％、次いで「配偶者」75.1％、「祖父母等

の親族」69.6％、であった。 

相談先の数を集計すると、「3 か所」が 35.7％で最も高く、次いで「2 か所」が 26.6％となっている。 

子育てをする上での不安やストレスの有無別にみると、「ほとんどない」と回答した人は、ストレスを感じることが

「よくある」と回答した人に比べて、「配偶者」を気軽に相談できる先と回答した比率が高く、18.0 ポイントの差が

ある。 

 

(5) あて名のお子さんの子育てをする上で、不安、ストレスを感じたことがありますか。（問 12） 

【今回調査】 

よくある, 15.3%

ときどきある, 57.8%

ほとんどない, 24.3%

無効・無回答, 2.6%

n=1,059

【5 年前の調査】 
 

よくある, 11.2%

ときどきある, 53.5%

ほとんどない, 34.5%

無効・無回答, 0.8%

n=986

 
【家庭類型別】 

 
サンプル

数 よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 
無効・ 
無回答 

ひとり親 142 20.4% 60.6% 18.3% 0.7% 

共働き（フルタイム） 132 17.4% 59.1% 22.7% 0.8% 

共働き（パートタイム） 297 14.1% 59.6% 25.6% 0.7% 

専業主婦（夫） 326 14.4% 60.4% 22.4% 2.8% 

全体 1,059 15.3% 57.8% 24.3% 2.6% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

【小学校の学年別】 

 
サンプル

数 よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 
無効・ 
無回答 

1 年生 162 14.8% 63.0% 21.6% 0.6% 

2 年生 155 16.8% 59.4% 21.3% 2.6% 

3 年生 185 21.1% 60.0% 16.8% 2.2% 

4 年生 194 9.8% 59.8% 27.3% 3.1% 

5 年生 182 13.7% 50.0% 32.4% 3.8% 

6 年生 172 16.3% 55.2% 25.6% 2.9% 

全体 1,059 15.3% 57.8% 24.3% 2.6% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【行政センター別】 

 
サンプル

数 よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 
無効・ 
無回答 

本庁 147 12.2% 64.6% 22.4% 0.7% 

追浜行政センター 69 15.9% 60.9% 23.2% 0.0% 

田浦行政センター 45 20.0% 51.1% 28.9% 0.0% 

逸見行政センター 22 13.6% 50.0% 36.4% 0.0% 

衣笠行政センター 144 14.6% 51.4% 25.0% 9.0% 

大津行政センター 109 20.2% 54.1% 23.9% 1.8% 

浦賀行政センター 152 15.1% 55.9% 25.7% 3.3% 

久里浜行政センター 141 15.6% 61.0% 21.3% 2.1% 

北下浦行政センター 83 14.5% 63.9% 19.3% 2.4% 

西行政センター 88 12.5% 60.2% 27.3% 0.0% 

全体 1,059 15.3% 57.8% 24.3% 2.6% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

子育てで不安やストレスを感じることが「よくある」は 15.3％、「ときどきある」は 57.8％で、合わせて 73.1％が子

育てで不安やストレスを感じることが「ある」と回答した。5 年前の調査と比較すると、子育てで不安やストレスを

感じることが「ある」（「よくある」と「ときどきある」の合計）の比率は 8.4 ポイント増加した。 

家庭類型別では、「ひとり親」ではが「よくある」と回答した比率は 20.4％と、全体平均と比較して高い。 

小学校の学年別では、「３年生」で「よくある」と回答した比率が 21.1％であった。 
 
 

(6) どういった時に不安やストレスを感じましたか。（上位３つ）（問 13） 
【問 12 で「よくある」「ときどきある」と回答した方のみ】 

26.4%

44.7%

13.2%

27.1%

3.9%

30.2%

32.9%

11.8%

10.9%

6.2%

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

子どもの考えていることが分からないとき

子どもが親の言うことを聞かないとき

家族の協力、理解が得られないとき

自分が病気をしたとき

子どもとだけの生活で孤独を感じたとき

経済的に不安を感じたとき

子どもが病気やケガをしたとき

子どもの成長の違いを他人に比較・指摘されたとき

その他

無効・無回答 n=774

 
どういった時に不安やストレスを感じたかは、「子どもが親の言うことを聞かないとき」が 44.7％、「子どもが病気

やケガをしたとき」が 32.9％、「経済的に不安を感じた時」が 30.2％となった。 
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(7) あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じることが

多いと思いますか。（問 14） 

n=1,059

楽しいと感じる
ことと、辛いと感じる

ことが同じくらい,
25.8%

楽しいと感じる
ことの方が多い,

61.6%

その他, 2.6%

分からない, 3.0%

辛いと感じることの
方が多い, 3.0%

無効・無回答, 4.0%

 
 

【家庭類型別】 

 
サンプ

ル数 

楽しいと感

じることの

方が多い 

楽しいと感じ

ることと辛い

と感じること

が同じくらい

辛いと感じ

ることの方

が多い 
分からない その他 無効・ 

無回答 

ひとり親 142 54.9% 28.2% 2.8% 3.5% 5.6% 4.9%

共働き（フルタイム） 132 60.6% 31.1% 3.8% 3.0% 1.5% 0.0%

共働き（パートタイム） 297 71.0% 19.2% 3.0% 1.3% 1.3% 4.0%

専業主婦（夫） 326 60.7% 27.6% 2.8% 3.7% 3.1% 2.1%

全体 1,059 61.6% 25.8% 3.0% 3.0% 2.6% 4.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

【小学校の学年別】 

 
サンプ

ル数 

楽しいと感

じることの方

が多い 

楽しいと感

じることと辛

いと感じるこ

とが同じくら

い 

辛いと感じ

ることの方

が多い 
分からない その他 無効・ 

無回答 

1 年生 162 59.3% 29.0% 3.7% 1.2% 2.5% 4.3%

2 年生 155 65.8% 25.2% 1.9% 3.2% 0.6% 3.2%

3 年生 185 56.2% 28.1% 4.3% 3.2% 4.3% 3.8%

4 年生 194 67.0% 21.1% 3.6% 2.6% 2.1% 3.6%

5 年生 182 57.1% 29.1% 2.2% 3.3% 3.8% 4.4%

6 年生 172 64.0% 22.7% 2.3% 4.7% 2.3% 4.1%

全体 1,059 61.6% 25.8% 3.0% 3.0% 2.6% 4.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

子育てを楽しいと感じることが多いと思うか、辛いと感じることが多いと思うかかでは、61.6％が「楽しいと感じる

ことの方が多い」と回答した。「辛いと感じることの方が多い」と回答したのは 3.0％である。 

家庭類型別では、「共働き（パートタイム）」が「楽しいと感じることの方が多い」と回答した比率は 71.0％で、全

体と比較して 9.4 ポイント高い。 
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(8) 子育てをする中で、どのような支援や対策が有効と感じていますか。 (上位 3 つ)（問 15） 

29.2%

14.7%

5.5%

21.7%

10.9%

3.7%

28.2%

30.1%

35.3%

30.6%

6.6%

5.0%

41.9%

3.1%

7.3%

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

地域における子育て支援の充実

保育サービスの充実

子育て支援のネットワークづくり

地域における子どもの活動拠点の充実

妊娠・出産に対する支援

母親・乳児の健康に対する安心

子どもの教育環境

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

仕事と家庭生活の両立

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

障がいのある子どもへの支援

虐待を受けた子どもへの支援

小学校の放課後等の居場所の充実

その他

無効・無回答

n=1,059

 
 
 

【子育てをする上での不安やストレスの有無別】 

 よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 全体 

サンプル数 162 612 257 1059

地域における子育て支援の充実 32.7% 27.8% 31.5% 29.2%

保育サービスの充実 16.0% 14.9% 14.0% 14.7%

子育て支援のネットワークづくり 5.6% 5.7% 4.7% 5.5%

地域における子どもの活動拠点の充実 19.8% 24.2% 18.7% 21.7%

妊娠・出産に対する支援 8.6% 11.1% 12.1% 10.9%

母親・乳児の健康に対する安心 4.9% 3.4% 3.9% 3.7%

子どもの教育環境 29.0% 27.8% 30.4% 28.2%

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 26.5% 30.6% 32.3% 30.1%

仕事と家庭生活の両立 35.8% 38.1% 31.1% 35.3%

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 25.9% 30.9% 34.2% 30.6%

障がいのある子どもへの支援 15.4% 4.9% 5.8% 6.6%

虐待を受けた子どもへの支援 3.1% 5.9% 4.3% 5.0%

小学校の放課後等の居場所の充実 45.7% 42.2% 42.0% 41.9%

その他 5.6% 2.6% 3.1% 3.1%

無効・無回答 6.8% 5.9% 5.8% 7.3%

※「よくある」の比率が「ほとんどない」と比較して５ポイント以上高い場合に網掛けで表示。 
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【家庭類型別】 

 ひとり親 
共働き 
（フル 

タイム） 

共働き 
（パート 
タイム） 

専業主婦

（夫） 
全体 

サンプル数 142 132 297 326 1059

地域における子育て支援の充実 27.5% 26.5% 27.3% 31.9% 29.2%

保育サービスの充実 14.1% 31.8% 10.8% 14.1% 14.7%

子育て支援のネットワークづくり 2.8% 3.8% 6.1% 7.7% 5.5%

地域における子どもの活動拠点の充実 19.0% 13.6% 24.9% 25.5% 21.7%

妊娠・出産に対する支援 4.2% 13.6% 12.1% 14.7% 10.9%

母親・乳児の健康に対する安心 4.9% 1.5% 2.4% 5.8% 3.7%

子どもの教育環境 20.4% 23.5% 27.9% 34.4% 28.2%

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 28.2% 18.2% 31.3% 37.7% 30.1%

仕事と家庭生活の両立 56.3% 58.3% 35.7% 19.3% 35.3%

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 28.2% 20.5% 33.7% 32.2% 30.6%

障がいのある子どもへの支援 7.0% 6.8% 5.1% 8.0% 6.6%

虐待を受けた子どもへの支援 4.9% 4.5% 5.7% 4.0% 5.0%

小学校の放課後等の居場所の充実 50.7% 44.7% 47.5% 34.4% 41.9%

その他 2.8% 2.3% 2.0% 4.6% 3.1%

無効・無回答 4.9% 7.6% 6.1% 4.9% 7.3%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【小学校の学年別】 

 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 全体 

サンプル数 162 155 185 194 182 172 1059

地域における子育て支援の充実 30.2% 27.7% 34.6% 28.9% 23.1% 30.2% 29.2%

保育サービスの充実 21.6% 16.8% 11.9% 12.9% 19.2% 7.6% 14.7%

子育て支援のネットワークづくり 3.7% 7.7% 3.2% 8.8% 4.9% 4.1% 5.5%

地域における子どもの活動拠点の充実 21.6% 21.3% 23.2% 15.5% 22.0% 27.9% 21.7%

妊娠・出産に対する支援 14.8% 11.6% 11.4% 7.2% 8.2% 12.8% 10.9%

母親・乳児の健康に対する安心 3.1% 5.2% 4.3% 3.6% 3.8% 2.3% 3.7%

子どもの教育環境 19.1% 24.5% 24.9% 33.0% 29.7% 36.6% 28.2%

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 28.4% 29.7% 33.5% 29.9% 29.7% 30.2% 30.1%

仕事と家庭生活の両立 31.5% 37.4% 36.2% 35.6% 40.1% 30.8% 35.3%

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 28.4% 29.7% 29.7% 34.5% 33.5% 25.6% 30.6%

障がいのある子どもへの支援 8.0% 5.8% 7.0% 6.7% 6.6% 5.8% 6.6%

虐待を受けた子どもへの支援 5.6% 4.5% 4.9% 4.6% 3.3% 7.0% 5.0%

小学校の放課後等の居場所の充実 45.1% 45.8% 41.6% 40.7% 43.4% 36.6% 41.9%

その他 3.1% 4.5% 2.7% 2.1% 1.6% 5.2% 3.1%

無効・無回答 8.0% 5.8% 7.0% 8.8% 6.6% 6.4% 7.3%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【行政センター別】 

 本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 久 里

浜 
北 下

浦 西 全体

サンプル数 147 69 45 22 144 109 152 141 83 88 1,059

地域における子育て
支援の充実 23.1% 26.1% 33.3% 31.8% 27.8% 33.0% 35.5% 27.7% 32.5% 23.9% 29.2%

保育サービスの充実 19.7% 11.6% 22.2% 4.5% 8.3% 24.8% 10.5% 14.9% 14.5% 12.5% 14.7%

子育て支援のネット
ワークづくり 5.4% 4.3% 2.2% 9.1% 4.9% 3.7% 5.9% 5.7% 7.2% 6.8% 5.5%

地域における子ども
の活動拠点の充実 29.3% 29.0% 15.6% 22.7% 23.6% 20.2% 17.1% 17.7% 18.1% 22.7% 21.7%

妊娠・出産に対する
支援 12.9% 5.8% 8.9% 18.2% 6.9% 11.9% 10.5% 12.8% 8.4% 17.0% 10.9%

母親・乳児の健康に
対する安心 5.4% 2.9% 2.2% 0.0% 4.9% 1.8% 3.9% 5.7% 2.4% 2.3% 3.7%

子どもの教育環境 29.9% 27.5% 24.4% 45.5% 26.4% 22.0% 37.5% 27.0% 30.1% 29.5% 28.2%

子 育 て し や す い 住
居・まちの環境面で
の充実 

29.3% 30.4% 28.9% 36.4% 22.9% 29.4% 34.2% 34.8% 30.1% 30.7% 30.1%

仕事と家庭生活の両
立 37.4% 34.8% 51.1% 18.2% 33.3% 34.9% 35.5% 31.2% 34.9% 30.7% 35.3%

子どもを対象にした
犯罪・事故の軽減 27.2% 27.5% 35.6% 45.5% 31.9% 25.7% 28.9% 32.6% 30.1% 38.6% 30.6%

障がいのある子ども
への支援 8.8% 4.3% 6.7% 4.5% 4.2% 11.0% 7.9% 2.8% 9.6% 4.5% 6.6%

虐待を受けた子ども
への支援 7.5% 2.9% 4.4% 9.1% 3.5% 4.6% 4.6% 3.5% 8.4% 4.5% 5.0%

小学校の放課後等
の居場所の充実 43.5% 47.8% 51.1% 50.0% 41.0% 41.3% 36.8% 41.1% 36.1% 45.5% 41.9%

その他 2.0% 7.2% 0.0% 4.5% 5.6% 3.7% 2.0% 2.8% 1.2% 1.1% 3.1%

無効・無回答 1.4% 7.2% 2.2% 0.0% 13.9% 6.4% 5.3% 9.9% 8.4% 8.0% 7.3%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

子育てをする中で有効と感じる対策（上位3つ）で、最も回答が多かったのは「小学校の放課後等の居場所の充

実」が 41.9％、次いで「仕事と家庭生活の両立」が 35.3％、「子どもを対象にした犯罪・事故の軽減」が 30.6％、

「子育てしやすい住居・町の環境面での充実」が30.1％、「地域における子育て支援の充実」が29.2％、「子ども

の教育環境」28.2％となっている。 

子育てに不安やストレスを感じることが「よくある」と回答した人が有効と感じる対策としては、「小学校の放課後

等の居場所の充実」（45.7%）が最も多い。 

家庭類型別の「ひとり親」では、「仕事と家庭生活の両立」（56.3％）が最も高く、次いで「小学校の放課後等の居

場所の充実」が 50.7%であった。 

小学校の学年別では、「小学校の放課後等の居場所の充実」がどの学年においても最も多く選択された。 
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(9) 理想的なお子さんの人数（問 16） 

n=1,059

2人, 43.1%

3人, 45.1%

0人, 0.2%

1人, 3.4%
4人, 4.2%

5人以上, 1.4%

無効・無回答, 2.6%

 
 

【実際のお子さんの人数と理想的な人数の比較】 

17.4 

3.4 

53.8 

43.1 

23.2 

45.1 

2.6 

4.2 

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

実際

理想

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無効・無回答
 

【お子さんの人数 実際×理想】 
 理想 

実際 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 実際＜希望の

合計 

１人 0.1% 2.2% 8.9% 5.8% 0.3% 0.0% 14.9%

２人 0.0% 0.8% 30.9% 19.4% 1.2% 0.7% 21.2%

３人 0.1% 0.3% 2.1% 18.4% 1.4% 0.2% 1.6%

４人 0.0% 0.0% 0.4% 0.6% 1.2% 0.3% 0.3%

５人以上 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0%

全体 0.2% 3.4% 43.1% 45.1% 4.2% 1.4% 38.1%

※比率は全体（n=1,059）に対する比率。網掛けは、「実際」のお子さんの人数が「利用」より少ない分布を示す。 

 

理想的なお子さんの人数として、最も多いのは「3 人」（45.1％）、次いで「2 人」（43.1％）であった。理想的な

人数として「1 人」を希望するのは 3.4％であるのに対し、実際のお子さんの人数が「1 人」であるのは 17.4％

である。理想的な人数より実際のお子さんの人数が少ないのは、全体の 38.1％であった。 
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(10) 理想的なお子さんの人数に比べ現在のお子さんの人数が少ない理由 （複数回答）（問 16-1） 
【問 16 の理想的な人数に比べて、現在のお子さんの人数が少ない方のみ】 

n=403

4.2%

65.0%

15.9%

26.6%

10.9%

6.5%

35.5%

27.3%

16.9%

3.5%

15.4%

12.9%

14.6%

2.7%

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

今後、理想の人数まで子どもを持つ予定

金銭面での負担が大きい

自分の仕事に差し支える

働きながら子育てができる職場環境がない

雇用が安定しない

自分や夫婦の生活を大切にしたい

高年齢での出産に不安がある
育児に対する

心理的・肉体的な負担増に不安がある
母親の健康上の不安

家族の看病や介護による負担が大きい

ほしいと思うができない

子どもがのびのび育つ社会環境ではない

その他

無効・無回答
 

 
【家庭類型別】 

  ひとり

親 

共働き

（フル 
タイム）

共働き

（パート

タイム）

専業主

婦（夫） 全体 

サンプル数 52 57 113 130 403

今後、理想の人数まで子どもを持つ予定 1.9% 3.5% 4.4% 6.9% 4.2%

金銭面での負担が大きい 65.4% 63.2% 69.9% 56.9% 65.0%

自分の仕事に差し支える 23.1% 33.3% 16.8% 1.5% 15.9%

働きながら子育てができる職場環境がない 32.7% 31.6% 29.2% 13.8% 26.6%

雇用が安定しない 21.2% 15.8% 8.0% 3.8% 10.9%

自分や夫婦の生活を大切にしたい 0.0% 5.3% 7.1% 10.0% 6.5%

高年齢での出産に不安がある 19.2% 28.1% 43.4% 40.8% 35.5%

育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある 23.1% 42.1% 25.7% 24.6% 27.3%

母親の健康上の不安 9.6% 14.0% 14.2% 18.5% 16.9%

家族の看病や介護による負担が大きい 0.0% 5.3% 0.9% 4.6% 3.5%

ほしいと思うができない 11.5% 12.3% 16.8% 20.0% 15.4%

子どもがのびのび育つ社会環境ではない 11.5% 15.8% 14.2% 12.3% 12.9%

その他 28.8% 21.1% 13.3% 10.8% 14.6%

無効・無回答 3.8% 1.8% 3.5% 1.5% 2.7%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【子育てをする上での不安やストレスの有無別】 

  よくある ときどきあ

る 
ほとんどな

い 全体 

サンプル数 65 239 94 403

今後、理想の人数まで子どもを持つ予定 1.5% 4.6% 5.3% 4.2%

金銭面での負担が大きい 80.0% 63.6% 59.6% 65.0%

自分の仕事に差し支える 27.7% 14.2% 11.7% 15.9%

働きながら子育てができる職場環境がない 41.5% 26.4% 18.1% 26.6%

雇用が安定しない 20.0% 9.6% 8.5% 10.9%

自分や夫婦の生活を大切にしたい 10.8% 5.0% 7.4% 6.5%

高年齢での出産に不安がある 30.8% 35.1% 37.2% 35.5%

育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある 46.2% 29.7% 8.5% 27.3%

母親の健康上の不安 24.6% 15.1% 16.0% 16.9%

家族の看病や介護による負担が大きい 9.2% 2.1% 3.2% 3.5%

ほしいと思うができない 16.9% 16.3% 11.7% 15.4%

子どもがのびのび育つ社会環境ではない 21.5% 12.1% 8.5% 12.9%

その他 6.2% 16.7% 14.9% 14.6%

無効・無回答 3.1% 2.5% 3.2% 2.7%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 
理想的な人数に比べ現在のお子さんの人数が少ない理由として、「金銭面での負担が大きい」が 65.0％、次い

で「高年齢での出産に不安がある」が 35.5％であった。「今後、理想の人数まで子どもを持つ予定」は 4.2％であ

る。 

家庭類型別にみると、「金銭面での負担が大きい」はすべての類型で最も多く選択されている。「共働き（フルタ

イム）」では、「育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある」（42.1％）、「自分の仕事に差し支える」

（33.3％）の比率が相対的に高い。「共働き（パートタイム）」と「専業主婦（夫）」では、「高齢での出産に不安があ

る」が 4 割程度であった。 

子育てをする上での不安やストレスの有無別では、不安やストレスが「よくある」グループは、ストレスが「ほとん

どない」グループと比較して、経済的、心理的、肉体的等多面的な不安を理由に挙げている。 
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4. あて名のお子さんの保護者の就労状況について 
(1) 母親の現在の就労状況【父子家庭を除く】（問 17-1） 

フルタイム, 19.7%

フルタイム（ 産休・

育休・介護休業中）, 

0.8%

パート・アルバイト

等, 38.8%パート・アルバイト等

（産休・育休・介護休

業中）, 0.3%

以前は就労していた

が､現在は就労して

いない, 24.0%

これまで就労したこ

とがない, 8.7%

無効･無回答, 7.8%

n=1,045
 

【5 年前調査との比較】 

19.7 

20.1 

0.8 

0.2 

38.8 

39.6 

0.3 

0.0 

24.0 

30.5 

8.7 

7.0 

7.8 

2.6 

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

今回調査

（n=1045)

5年前調査

（n=986)

フルタイム

フルタイム

（産休・育休・介護休業中）

パート・アルバイト

パート・アルバイト

（産休・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

無効・無回答

 
【行政センター別】 

 
サンプル

数 フルタイム
フルタイム

（休業中）

パートタイ

ム 

パートタイ

ム（休業

中） 

無業 
（以前就

労） 

無業 
（就労な

し） 

本庁 145 26.2% 0.7% 44.1% 0.7% 20.0% 3.4%

追浜行政センター 66 18.2% 0.0% 42.4% 0.0% 24.2% 9.1%

田浦行政センター 45 24.4% 2.2% 40.0% 0.0% 15.6% 8.9%

逸見行政センター 21 19.0% 0.0% 28.6% 0.0% 38.1% 14.3%

衣笠行政センター 144 15.3% 0.0% 37.5% 0.7% 26.4% 8.3%

大津行政センター 108 19.4% 1.9% 37.0% 0.0% 28.7% 7.4%

浦賀行政センター 150 16.7% 0.7% 38.0% 0.0% 22.7% 12.7%

久里浜行政センター 140 19.3% 0.7% 35.7% 0.0% 26.4% 10.0%

北下浦行政センター 82 18.3% 0.0% 40.2% 0.0% 24.4% 8.5%

西行政センター 87 20.7% 0.0% 43.7% 0.0% 20.7% 9.2%

全体 1045 19.7% 0.8% 38.8% 0.3% 24.0% 8.7%

※フルタイム、パートタイムには、育休・産休・介護休業中のものが含まれる。 
※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【小学校の学年別】 

 サンプル数 フルタイム フルタイム 
（休業中） パートタイム

パートタイム

（休業中） 
無業 

（以前就労） 
無業 

（就労なし）

1 年生 157 22.3% 0.6% 27.4% 0.0% 33.1% 10.8%

2 年生 153 17.6% 0.7% 38.6% 0.7% 32.0% 3.9%

3 年生 183 14.8% 1.1% 42.6% 0.5% 21.3% 9.8%

4 年生 192 20.8% 0.5% 41.7% 0.0% 20.8% 8.9%

5 年生 182 23.6% 0.5% 40.1% 0.0% 18.1% 11.0%

6 年生 169 19.5% 1.2% 42.0% 0.6% 20.7% 7.7%

全体 1045 19.7% 0.8% 38.8% 0.3% 24.0% 8.7%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

母親の就労状況は「パート・アルバイト等」が最も多く 38.8％を占めている。「フルタイム」または「パート・アルバ

イト等」で就労している母親（産休・育休・介護休業中を含む）は、59.5％を占めている。5 年前の調査と比較す

ると、「以前は就労していたが現在は就労していない」母親の比率が 6.5 ポイント減少した。 

母親の就労状況を、小学校の学年別にみると、「1 年生」（33.1）と「2 年生」（32.0）の「無業（以前就労）」の比率

は他の学年と比較して高い。「1 年生」の「パートタイム」の比率は 27.4％であった。「1 年生」と「3 年生」の「ハー

トタイム」の比率の差異は 15.2 ポイントである。 
 
 

(2) フルタイムの母親の就労状況  

 
【１週当たりの就労日数」】 

0.5% 0.0% 0.9% 0.5%

72.4%

7.0%
0.0%

18.7%

0%

20%

40%

60%

80%

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

無
効

・
無

回
答

n=214 

【１日当たりの就労時間（残業時間を含む）】 

0.5% 1.4%

12.1%

50.9%

8.4% 6.1%
0.0% 0.5%

20.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5時
間

6時
間

7時
間

8時
間

9時
間

10
時

間

11
時

間

12
時

間

無
効

・

無
回

答

n=214
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【月の就労時間数】 

0.5% 0.5% 0.0% 0.5%
10.7%

60.3%

5.6%
1.4%

20.6%

0%

20%

40%

60%

80%

～
月

48
時

間
未

満

～
月

64
時

間
未

満

～
月

80
時

間
未

満

～
月

12
0時

間
未

満

～
月

16
0時

間
未

満

～
月

20
0時

間
未

満

～
月

24
0時

間
未

満

月
24

0時
間

以
上

無
効

・
無

回
答

n=214 

 
【家を出る時間】 

0.5% 1.4%
7.9%

42.1%

22.4%

4.7%
0.5% 0.5% 0.5%

19.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・
無

回
答

n=214

 
 

【帰宅時間】 

0.5% 0.5% 0.5%0.9%
1.9%

14.0%

34.1%

20.6%

6.1%
0.9%0.5%

19.6%

0%

10%

20%

30%

40%

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・無
回

答

n=214

 
フルタイムの母親の 1 週当たりの就労日数は「週 5 日勤務」が 72.4％を占める。次いで「週 6 日勤務」が 7.0％

であった。１日当たりの勤務時間は「8 時間」が 50.9％であった。月の就労時間は、60.3％が「月 160～200 時

間未満」であった。家を出る時間では、「7 時台」が 42.1％で最も多く、帰宅時間は「18 時台」が 34.1％で最も多

い。 
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(3) パートタイム・アルバイトの母親の就労状況  

 
【１週当たりの就労日数」】 

2.7%

11.0%

24.3% 23.8%24.5%

2.9%
0.0%

10.8%

0%

20%

40%

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

無
効

・
無

回
答

n=408

 

【１日当たりの就労時間（残業時間を含む）】 

1.7%

7.6%

23.8%

18.9%

15.2%

9.6% 8.6%

1.2% 0.5% 0.0% 0.5%

12.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2時
間

3時
間

4時
間

5時
間

6時
間

7時
間

8時
間

9時
間

10
時

間

11
時

間

12
時

間
…

無
効

・
無

回
答

n=408

 
 

【月の就労時間数】 

11.0%

18.4%
14.2%

29.9%

10.0%

3.4% 0.0% 0.5%

12.5%

0%

20%

40%

～
月

48
時

間
未

満

～
月

64
時

間
未

満

～
月

80
時

間
未

満

～
月

12
0時

間
未

満

～
月

16
0時

間
未

満

～
月

20
0時

間
未

満

～
月

24
0時

間
未

満

月
24

0時
間

以
上

無
効

・無
回

答

n=408 
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【家を出る時間】 

0.5% 0.2%
1.2%

15.9%

39.7%

16.9%

3.7%
0.7%

1.5%
0.7%

0.2%
0.5%0.7%

0.2%
0.7%

0.2% 0.2%
0.5%

15.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・
無

回
答

n=408

 
【帰宅時間】 

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

4.7%

10.8%

15.4%

11.3%
12.0%

10.3%
10.8%

2.7%
0.7% 0.7%

1.7%
0.5%

15.9%

0%

5%

10%

15%

20%

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・
無

回
答

n=408

 
 

パートタイム・アルバイトの母親の 1 週当たりの就労日数は「週 3～5 日」で 72.5％を占める。１日当たりの勤務

時間は「4 時間」が 23.8％と最も多く、7 時間未満までで 76.7％を占める。月の就労時間は、「月 64～200 時間

未満」が最も多く 29.9％、次いで「月 48～64 時間未満」が 18.4％となった。家を出る時間では、「8 時台」が

39.7％で最も多く、帰宅時間は「13 時台」から「18 時台」までに 70.6％が分布している。 
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(4) パートタイム・アルバイト等の母親のフルタイムへの転換希望 
【問 17-1 で「パート・アルバイト（フルタイム以外）で就労している」と回答した方のみ】 

フルタイムへの転換

希望があり、実現で

きる見込みがある , 

6.1%

フルタイムへの転換

希望はあるが、実現

できる見込みはな

い , 29.7%

パート・アルバイト等

の就労を続けること

を希望 , 49.3%

パート・アルバイト等

をやめて子育てや

家事に専念したい , 

3.9%

無効・無回答, 11.0%

n=408

 
【小学校の学年別】 

  1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 全体

サンプル数 43 60 79 80 73 72 408

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある  4.7% 8.3% 6.3% 10.0% 4.1% 1.4% 6.1%

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 39.5% 23.3% 30.4% 22.5% 37.0% 29.2% 29.7%

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望  44.2% 51.7% 50.6% 60.0% 41.1% 45.8% 49.3%

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい   4.7% 5.0% 5.1% 1.3% 1.4% 6.9% 3.9%

無効・無回答 7.0% 11.7% 7.6% 6.3% 16.4% 16.7% 11.0%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【行政センター別】 

 

パートタイム・アルバイト等で就労している母親のうち、35.8％がフルタイムへの転換希望がある。49.3％はパ

ートタイム・アルバイトの就労を続けることを希望している。 

小学校の学年別では、どの年齢においても、「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」を選択した比率

が最も高く、次いで「フルタイムへの転換希望はアルバ実現できる見込みはない」を選択した比率が高かった。 
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(5) 未就労の母親の就労希望 
【問 17-1 で「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」と回答

した方のみ】 
子育てや家事など

に専念したい（就労

の希望はない） , 

20.8%

１年より先、一番下

の子どもが□□歳

になったころに就労

したい , 32.7%

すぐにでも、もしくは

１年以内に就労した

い , 27.5%

無効・無回答, 19.0%

n=342  
 

【小学校の学年別】 
  1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 全体 

サンプル数 69 55 57 57 53 48 342 

子育てや家事などに専念したい 
（就労の希望はない）  18.8% 20.0% 22.8% 21.1% 18.9% 22.9% 20.8% 

１年より先、一番下の子どもが 
□□歳になったころに就労したい 43.5% 30.9% 29.8% 29.8% 28.3% 31.3% 32.7% 

すぐにでも、 
もしくは１年以内に就労したい  23.2% 25.5% 26.3% 26.3% 34.0% 31.3% 27.5% 

無効・無回答 14.5% 23.6% 21.1% 22.8% 18.9% 14.6% 19.0% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

【就労したい時期の一番下の子どもの年齢】 

0.0% 0.9%
3.6%

8.0%
3.6%

14.3%

24.1%

4.5%
1.8%

14.3%

0.0%

8.9%
12.5%

2.7% 0.9%
0%

10%

20%

30%

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

以
上

無
効

・
無

回
答

n=112

 
未就労の母親のうち、60.2％が就労を希望しており、「子育てや家事に専念したい（就労の希望はない）」を選択

した比率は 20.8％であった。 

子どもの年齢別では、「1 年生」から「4 年生」では「1 年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労した

い」を選択した比率が最も高く、「5 年生」では、「すぐにでも、もしくは 1 年以内に就労したい」を選択した比率が

最も高い結果となった。 

1 年より先に就労を希望する未就労の母親のうち、一番下の子どもが「7 歳」になった時に就労を希望する母親

は 24.1％、次いで「6 歳」、「10 歳」になった時に就労を希望する方が 14.3％であった。 
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(6) 未就労の母親の希望する就労形態 
【問 17-1 付問 4 で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した方のみ】 

フルタイム, 11.7%

パートタイム、アル

バイト等 , 86.2%

無効・無回答, 2.1%

n=94
 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した未就労の母親のうち、86.2％が「パートタイ

ム・アルバイト等」での就労を希望し、11.7％が「フルタイム」での就労を希望している。 

 

(7) 未就労の母親の希望するパートタイム・アルバイト等の就労日数と就労時間 
【１週当たりの就労日数」】 

1.2%
7.4%

55.6%

24.7%

9.9%

1.2%
0%

20%

40%

60%

1日 2日 3日 4日 5日

無
効

・無
回

答

n=81

【１日当たりの就労時間】 

0.0%
3.7%

46.9%

37.0%

8.6%

1.2% 1.2% 1.2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

3時
間

未
満

3時
間

4時
間

5時
間

6時
間

7時
間

8時
間

無
効

・
無

回
答

n=81

【希望する月の就労時間数】 

11.1%

49.4%

14.8%
22.2%

1.2% 0.0%
0.0% 0.0% 1.2%

0%

20%

40%

60%

～
月

48
時

間
未

満

～
月

64
時

間
未

満

～
月

80
時

間
未

満

～
月

12
0時

間
未

満

～
月

16
0時

間
未

満

～
月

20
0時

間
未

満

～
月

24
0時

間
未

満

月
24

0時
間

以
上

無
効

・
無

回
答

n=81 

 
未就労の母親が希望する「パートタイム、アルバイト等」の 1 週当たり就労日数は「3 日」が最も多く 55.6％、1 日

当たり就労時間は「4～5時間」で84.0％を占めている。希望する月の就労時間は、「月64時間未満」が60.5％、

「月 64～120 時間未満」が 37.0％、「月 120 時間以上」が 1.2％であった。 
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(8) 父親の現在の就労状況【母子家庭を除く】（問 17-2） 

フルタイム, 88.9%

パート・アルバイト

等, 0.5%

以前は就労していた

が､現在は就労して

いない, 1.1%

無効･無回答, 9.5%

n=931  
(9) フルタイムの父親の就労状況  

【１週当たりの就労日数」】 

0.0% 1.0% 0.5%

55.0%

19.1%

1.7%

22.8%

0%

20%

40%

60%

2日
以

下 3日 4日 5日 6日 7日

無
効

・
無

回
答

n=828

【１日当たりの就労時間（残業時間を含む）】 

0.0% 0.7%

29.0%

11.0%

16.5%

4.3%
6.4%

2.1% 1.9% 0.8% 1.3%

25.8%

0%

10%

20%

30%

40%

7時
間

未
満

7時
間

8時
間

9時
間

10
時

間

11
時

間

12
時

間

13
時

間

14
時

間

15
時

間

16
時

間
以

上

無
効

・無
回

答

n=828

 

【月の就労時間】 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%

37.2%

17.1% 18.8%
26.3%

0%

20%

40%

～
月

48
時

間
未

満

～
月

64
時

間
未

満

～
月

80
時

間
未

満

～
月

12
0時

間
未

満

～
月

16
0時

間
未

満

～
月

20
0時

間
未

満

～
月

24
0時

間
未

満

月
24

0時
間

以
上

無
効

・
無

回
答

n=828 
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【家を出る時間】 

0.1%0.2%0.2%
1.4%

9.3%

20.8%

27.8%

10.6%

1.1%
0.5% 0.2%0.2%

0.1%0.2% 0.1% 0.1%0.1%0.2%

26.4%

0%

10%

20%

30%

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・
無

回
答

n=828

 
【帰宅時間】 

2.5%
0.6%0.5% 0.1%0.1%

0.4%0.6%
0.1%

0.4%
0.2%0.2%0.2%

0.4%0.8%
4.8%

9.5%

15.7%
12.6%

11.2%
7.5%

4.5%

26.9%

0%

10%

20%

30%

0時
台

1時
台

2時
台

3時
台

4時
台

5時
台

6時
台

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

22
時

台

23
時

台

無
効

・
無

回
答

n=828

 

父親の就労状況は、「フルタイム」が 88.9％と最も多い。 

フルタイムの父親の 1 週当たりの就労日数は「週 5 日勤務」が 55.0％、次いで「週 6 日勤務」が 19.1％であっ

た。１日当たりの勤務時間は「8 時間」が最も多く 29.0％であった。月当たりの就労時間では、「月 160～200 時

間未満」が 37.2％を占める。月の就労時間が「200 時間以上」は 36.0％であった。 

家を出る時間は「6～7 時台」が 48.6％を占め、帰宅時間は「19 時台」の 15.7％が最も多い。一方、帰宅時間が

「22 時台～翌 5 時」という回答も 15.6％存在する。 
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(10) 父親と母親の就労状況  
【父親と母親の就労状況のクロス集計結果（サンプル数）】 

  

母親 

フルタイム 
パートタイ

ム・アルバ

イト等 
未就労 (父子家庭）

無効・ 
無回答 合計 

父
親 

フルタイム 132 336 318 13 29 828
パートタイム・ 
アルバイト等 3 1 1 0 0 5

未就労 5 2 2 0 1 10

（母子家庭） 57 47 13   11 128

無効・無回答 17 22 8 1 40 88

合計 214 408 342 14 81 1,059

 

【父親と母親の就労状況のクロス集計結果（全体に対する分布状況）】 

  

母親 

フルタイム 
パートタイ

ム・アルバ

イト等 
未就労 (父子家庭）

無効・ 
無回答 合計 

父
親 

フルタイム 12.5% 31.7% 30.0% 1.2% 2.7% 78.2%
パートタイム・ 
アルバイト等 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.5%

未就労 0.5% 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.9%

（母子家庭） 5.4% 4.4% 1.2% 1.0% 12.1%

無効・無回答 1.6% 2.1% 0.8% 0.1% 3.8% 8.3%

合計 20.2% 38.5% 32.3% 1.3% 7.6% 100.0%

 

父親、母親の就労状況と、配偶状況を合わせて、次の通り家庭類型の区分を設定した。 
 父親 母親 
共働き（フルタイム） フルタイム フルタイム 

共働き（パートタイム） 
フルタイム パートタイム・アルバイト等 
パートタイム・アルバイト等 フルタイム 
パートタイム・アルバイト等 パートタイム・アルバイト等 

専業主婦（夫） 

フルタイム 未就労 
パートタイム・アルバイト等 未就労 
未就労 フルタイム 
未就労 パートタイム・アルバイト等 

ひとり親 配偶者なし 配偶者なし 

その他・不明 
未就労 未就労 
父親、母親のいずれかの就労状況が無効・無回答 

※家庭類型を区分する際に、調査票の回答者が父親、母親以外である回答や、お子さんの生年月が未回答であるサンプルを除

いて算出するため、上記の父親・母親の就労状況別のクロス集計件数と、家庭類型の集計件数に差異が生じる点に留意。 
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【小学校の学年別の家庭類型】 

15.4%

7.1%

14.1%

12.4%

15.4%

15.7%

13.4%

16.0%

12.9%

7.0%

12.4%

13.7%

14.0%

12.5%

17.9%

31.6%

31.9%

30.4%

26.9%

29.7%

28.0%

39.5%

34.2%

31.4%

27.3%

26.9%

26.7%

30.8%

11.1%

14.2%

15.7%

17.5%

17.0%

14.0%

15.3%

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

1年生(n=162)

2年生(n=155)

3年生(n=185)

4年生(n=194)

5年生(n=182)

6年生(n=172)

全体(n=1059)

ひとり親 共働き（フルタイム）

 

 サンプル数 ひとり親 共働き（フル

タイム） 
共働き（パー

トタイム） 
専業主婦

（夫） 
その他・ 

不明 

1 年生 162 15.4% 16.0% 17.9% 39.5% 11.1%

2 年生 155 7.1% 12.9% 31.6% 34.2% 14.2%

3 年生 185 14.1% 7.0% 31.9% 31.4% 15.7%

4 年生 194 12.4% 12.4% 30.4% 27.3% 17.5%

5 年生 182 15.4% 13.7% 26.9% 26.9% 17.0%

6 年生 172 15.7% 14.0% 29.7% 26.7% 14.0%

全体 1,059 13.4% 12.5% 28.0% 30.8% 15.3%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示 
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【行政センター別の家庭類型】 

14.3%

14.5%

11.1%

13.6%

13.9%

11.9%

11.8%

11.3%

12.0%

13.6%

13.4%

15.6%

11.6%

24.4%

18.2%

7.6%

13.8%

10.5%

12.1%

12.0%

13.6%

12.5%

36.1%

31.9%

24.4%

18.2%

26.4%

30.3%

23.7%

25.5%

28.9%

28.4%

28.0%

23.8%

30.4%

22.2%

45.5%

31.9%

33.0%

33.6%

36.2%

27.7%

29.5%

30.8%

10.2%

11.6%

17.8%

4.5%

20.1%

11.0%

20.4%

14.9%

19.3%

14.8%

15.3%

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

本庁(n=147)

追浜(n=69)

田浦(n=45)

逸見(n=22)

衣笠(n=144)

大津(n=109)

浦賀(n=152)

久里浜(n=141)

北下浦(n=83)

西(n=88)

全体(n=1059)

ひとり親 共働き（フルタイム）
 

 

 
サンプル数 ひとり親 

共働き（フル

タイム） 
共働き（パー

トタイム） 
専業主婦

（夫） 
その他・ 

不明 

本庁 147 14.3% 15.6% 36.1% 23.8% 10.2%

追浜行政センター 69 14.5% 11.6% 31.9% 30.4% 11.6%

田浦行政センター 45 11.1% 24.4% 24.4% 22.2% 17.8%

逸見行政センター 22 13.6% 18.2% 18.2% 45.5% 4.5%

衣笠行政センター 144 13.9% 7.6% 26.4% 31.9% 20.1%

大津行政センター 109 11.9% 13.8% 30.3% 33.0% 11.0%

浦賀行政センター 152 11.8% 10.5% 23.7% 33.6% 20.4%

久里浜行政センター 141 11.3% 12.1% 25.5% 36.2% 14.9%

北下浦行政センター 83 12.0% 12.0% 28.9% 27.7% 19.3%

西行政センター 88 13.6% 13.6% 28.4% 29.5% 14.8%

全体 1,059 13.4% 12.5% 28.0% 30.8% 15.3%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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5. あて名のお子さんの放課後や休日の過ごし方について 
(1) 放課後（平日の小学校終了後）の居場所の事業に関する認知、利用の有無 （問 18） 

 
【次の事業を知っていますか】 

90.7%

31.4%

78.4%

5.1%

63.4%

17.3%

4.2%

5.3%

4.3%

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

放課後児童クラブ（学童クラブ）

わいわいスクール

みんなの家（青少年の家）

n=1,059はい いいえ 無効・無回答

 
【放課後児童クラブの認知度 行政センター別】 

 本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 久里

浜 
北下

浦 西 全体 

サンプル数 147 69 45 22 144 109 152 141 83 88 1,059

はい 93.9% 95.7% 93.3% 86.4% 82.6% 93.6% 93.4% 88.7% 94.0% 89.8% 90.7%

いいえ 2.0% 2.9% 2.2% 13.6% 7.6% 4.6% 4.6% 5.7% 3.6% 9.1% 5.1%

無効・無回答 4.1% 1.4% 4.4% 0.0% 9.7% 1.8% 2.0% 5.7% 2.4% 1.1% 4.2%
 

【わいわいスクールの認知度 行政センター別】 

 本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 久里

浜 
北下

浦 西 全体 

サンプル数 147 69 45 22 144 109 152 141 83 88 1,059

はい 40.8% 43.5% 15.6% 9.1% 36.8% 33.9% 30.9% 22.0% 41.0% 14.8% 31.4%

いいえ 55.1% 52.2% 77.8% 90.9% 52.1% 64.2% 65.8% 71.6% 53.0% 80.7% 63.4%

無効・無回答 4.1% 4.3% 6.7% 0.0% 11.1% 1.8% 3.3% 6.4% 6.0% 4.5% 5.3%
 

【みんなの家（青少年の家）の認知度 行政センター別】 

 本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 久里

浜 
北下

浦 西 全体 

サンプル数 147 69 45 22 144 109 152 141 83 88 1,059

はい 79.6% 92.8% 66.7% 86.4% 79.9% 86.2% 82.9% 77.3% 68.7% 64.8% 78.4%

いいえ 15.6% 7.2% 28.9% 13.6% 11.1% 11.9% 15.1% 17.0% 26.5% 33.0% 17.3%

無効・無回答 4.8% 0.0% 4.4% 0.0% 9.0% 1.8% 2.0% 5.7% 4.8% 2.3% 4.3%
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【次の事業をこれまでに利用したことがありますか】 

17.3%

10.2%

33.7%

75.0%

79.6%

57.9%

7.7%

10.2%

8.4%

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

放課後児童クラブ（学童クラブ）

わいわいスクール

みんなの家（青少年の家）

n=1,059はい いいえ 無効・無回答

 
【放課後児童クラブの利用の有無 行政センター別】 

 
本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 

久里

浜 
北下

浦 
西 全体 

サンプル数 147 69 45 22 144 109 152 141 83 88 1,059

はい 23.1% 21.7% 24.4% 18.2% 10.4% 18.3% 10.5% 14.9% 22.9% 18.2% 17.3%

いいえ 68.0% 76.8% 73.3% 77.3% 74.3% 77.1% 82.9% 78.0% 67.5% 77.3% 75.0%

無効・無回答 8.8% 1.4% 2.2% 4.5% 15.3% 4.6% 6.6% 7.1% 9.6% 4.5% 7.7%

 

【わいわいスクールの利用の有無 行政センター別】 

 
本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 

久里

浜 
北下

浦 
西 全体 

サンプル数 147 69 45 22 144 109 152 141 83 88 1,059

はい 11.6% 5.8% 11.1% 9.1% 17.4% 6.4% 7.2% 7.8% 10.8% 10.2% 10.2%

いいえ 74.1% 76.8% 86.7% 90.9% 68.1% 82.6% 82.9% 87.2% 71.1% 89.8% 79.6%

無効・無回答 14.3% 17.4% 2.2% 0.0% 14.6% 11.0% 9.9% 5.0% 18.1% 0.0% 10.2%

 

【みんなの家（青少年の家）の利用の有無 行政センター別】 

 
本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 

久里

浜 
北下

浦 
西 全体 

サンプル数 147 69 45 22 144 109 152 141 83 88 1,059

はい 39.5% 55.1% 11.1% 36.4% 41.7% 33.0% 40.1% 28.4% 14.5% 19.3% 33.7%

いいえ 49.7% 44.9% 82.2% 54.5% 44.4% 60.6% 53.9% 65.2% 74.7% 72.7% 57.9%

無効・無回答 10.9% 0.0% 6.7% 9.1% 13.9% 6.4% 5.9% 6.4% 10.8% 8.0% 8.4%
 

 
放課後児童クラブ（学童クラブ）を知っている比率は 90.7％、利用したことがある比率は 17.3％であった。 

わいわいスクールを知っている比率は 31.4％、利用したことがある比率は 10.2％であった。 

みんなの家（青少年の家）を知っている比率は 78.4％、利用したことがある比率は 33.7％であった。 
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(2) あて名のお子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしています

か（複数回答）（問 19） 

75.3%

31.2%

70.0%

9.8%

1.3%

6.8%

0.0%

35.7%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅のみで過ごす

祖父母や友人・知人宅

習い事

放課後児童クラブ（学童クラブ）

わいわいスクール

みんなの家（青少年の家）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、図書館、公園等）

無効・無回答 n=1,059

 
【小学校の学年別】 

 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 全体 

サンプル数 162 155 185 194 182 172 1,059

自宅のみで過ごす 62.3% 72.3% 77.3% 78.9% 79.1% 80.8% 75.3%

祖父母や友人・知人宅 29.0% 36.1% 31.9% 33.0% 31.3% 26.2% 31.2%

習い事 53.7% 68.4% 78.4% 69.6% 74.2% 75.0% 70.0%

放課後児童クラブ（学童クラブ） 26.5% 14.8% 5.4% 5.7% 8.8% 0.6% 9.8%

わいわいスクール 2.5% 2.6% 1.6% 1.0% 0.5% 0.0% 1.3%

みんなの家（青少年の家） 5.6% 7.1% 7.0% 9.8% 6.0% 4.7% 6.8%

ファミリー・サポート・センター 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他（公民館、図書館、公園等） 37.7% 32.9% 44.3% 35.6% 33.5% 29.7% 35.7%

無効・無回答 1.2% 1.3% 1.6% 1.0% 0.5% 0.6% 1.1%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
 

【家庭類型別】 

 ひとり親 共働き（フル

タイム） 
共働き（パー

トタイム） 
専業主婦

（夫） 全体 

サンプル数 142 132 297 326 1,059

自宅のみで過ごす 66.9% 55.3% 78.5% 83.4% 75.3%

祖父母や友人・知人宅 31.7% 25.0% 33.7% 32.8% 31.2%

習い事 51.4% 63.6% 77.8% 76.7% 70.0%

放課後児童クラブ（学童クラブ） 19.7% 35.6% 7.1% 0.0% 9.8%

わいわいスクール 2.1% 0.8% 1.0% 1.8% 1.3%

みんなの家（青少年の家） 4.9% 6.8% 8.4% 7.4% 6.8%

ファミリー・サポート・センター 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他（公民館、図書館、公園等） 25.4% 17.4% 38.7% 47.9% 35.7%

無効・無回答 1.4% 0.0% 1.0% 0.9% 1.1%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【行政センター別】 

 本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀 久 里

浜 
北 下

浦 西 全体 

サンプル数 147 69 45 22 144 109 152 141 83 88 1,059

自宅のみで過ごす 70.1% 78.3% 75.6% 68.2% 77.1% 76.1% 77.6% 73.8% 74.7% 79.5% 75.3%

祖父母や 
友人・知人宅 31.3% 34.8% 28.9% 31.8% 30.6% 27.5% 34.9% 34.0% 24.1% 31.8% 31.2%

習い事 71.4% 81.2% 68.9% 77.3% 61.1% 77.1% 68.4% 76.6% 73.5% 59.1% 70.0%

放課後児童クラブ

（学童クラブ） 14.3% 13.0% 15.6% 0.0% 4.2% 13.8% 5.3% 11.3% 10.8% 8.0% 9.8%

わいわいスクール 0.7% 2.9% 0.0% 0.0% 0.7% 2.8% 1.3% 0.0% 6.0% 0.0% 1.3%

みんなの家 
（青少年の家） 7.5% 2.9% 0.0% 4.5% 15.3% 4.6% 6.6% 4.3% 3.6% 5.7% 6.8%

ファミリー・ 
サポート・センター 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他 36.1% 30.4% 33.3% 45.5% 38.9% 30.3% 38.2% 39.7% 34.9% 30.7% 35.7%

無効・無回答 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.7% 0.9% 0.7% 0.0% 2.4% 1.1% 1.1%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしているかは、「自宅のみで過ごす」が最も多く

75.3％、次いで「習い事」が 70.0％、その他（公民館、図書館、公園等）35.7％となっている。 

小学校の学年別にみると、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」を現在利用しているのは「1 年生」が 26.5％、次い

で「2 年生」が 14.8％の順であった。「3 年生」では「放課後児童クラブ（学童クラブ）」を選択した比率は 5.4％と

なっている。 

家庭類型別にみると、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」は「共働き（フルタイム）」（35.6％）、「ひとり親」

（19.7％）で、利用する比率が相対的に高い傾向にある。 

行政センター別の「放課後児童クラブ（学童クラブ）」、「わいわいスクール」、「みんなの家」の放課後の居場所

の利用状況は大きく異なっいる。「放課後児童クラブ（学童クラブ）」の利用が低いのは「逸見行政センター」の

0％、「衣笠行政センター」の 4.2％、「浦賀行政センター」の 5.3％、「西行政センター」の 8.0％であった。 
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(3) 放課後の時間を過ごしている日数（１週当たり） 

25.5%

50.6%

28.7%

6.7%

64.3%

62.5%

28.3%

25.5%

26.1%

32.7%

7.1%

13.9%

27.2%

16.1%

8.5%

23.2%

9.6%

5.6%

19.3%

12.5%

4.2%

9.2%

11.5%

7.1%

11.1%

8.2%

14.3%

7.6%

61.5%

7.1%

14.6%

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

自宅のみで過ごす( n=797)

祖父母や友人・知人宅( n=330)

習い事( n=741)

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=104)

わいわいスクール( n=14)

みんなの家（青少年の家）( n=72)

その他（公民館、図書館、公園等）( n=378)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無効・無回答
 

 

  サンプ

ル数 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 無効・

無回答

自宅のみで過ごす 797 25.5% 25.5% 16.1% 12.5% 14.3% 1.3% 2.9% 2.0%

祖父母や友人・知人宅 330 50.6% 26.1% 8.5% 4.2% 7.6% 0.3% 0.6% 2.1%

習い事 741 28.7% 32.7% 23.2% 9.2% 4.6% 1.1% 0.1% 0.4%

放課後児童クラブ（学童クラブ） 104 6.7% 3.8% 9.6% 11.5% 61.5% 3.8% 0.0% 2.9%

わいわいスクール 14 64.3% 7.1% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 14.3%

みんなの家（青少年の家） 72 62.5% 13.9% 5.6% 11.1% 1.4% 1.4% 0.0% 4.2%

その他（公民館、図書館、公園等） 0 28.3% 27.2% 19.3% 8.2% 14.6% 1.1% 1.1% 0.3%
 

放課後の時間を過ごしている日数では、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」については週「5 日」と回答した比率

が 61.5％であった。対照的に、週「1 日」の回答が多いのは「わいわいスクール」（64.3％）、「みんなの家」

（62.5％）となっている。 
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【小学校の学年別 放課後児童クラブ（学童保育）の利用日数】 
 

8.7%

10.0%

18.2%

6.3%

6.7%

12.5%

17.4%

30.0%

9.1%

9.6%

9.3%

8.7%

10.0%

31.3%

11.5%

76.7%

56.5%

50.0%

63.6%

37.5%

61.5%

9.1%

6.3% 6.3%

100.0%

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

1年生( n=43)

2年生( n=23)

3年生( n=10)

4年生( n=11)

5年生( n=16)

6年生( n=1)

全体( n=104)

週1日 週2日 週3日 週4日 週5日 週6日 無効・無回答
 

  週 1 日 週 2 日 週 3 日 週 4 日 週 5 日 週 6 日 無効・

無回答 
1 年生( n=43) 2.3% 2.3% 4.7% 9.3% 76.7% 2.3% 2.3% 

2 年生( n=23) 8.7% 4.3% 17.4% 8.7% 56.5% 4.3% 0.0% 

3 年生( n=10) 10.0% 0.0% 30.0% 10.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

4 年生( n=11) 18.2% 0.0% 9.1% 0.0% 63.6% 9.1% 0.0% 

5 年生( n=16) 6.3% 12.5% 0.0% 31.3% 37.5% 6.3% 6.3% 

6 年生( n=1) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

全体( n=104) 6.7% 3.8% 9.6% 11.5% 61.5% 3.8% 2.9% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況を小学校の学年別にみると、小学校低学年であるほど利用者が多

い（サンプル数が多い）。「放課後児童クラブ（学童クラブ）」の利用日数は、小学校「1 年生」では、利用者のうち

76.7％が「週 5 日」利用していると回答した。 
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(4) 平日の放課後に利用している事業の利用終了時間 
（問 19 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」と回答した方のみ） 

【放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用終了時間】 

0.0% 0.0%

19.2%

47.1%

31.7%

1.0% 1.0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

無
効

・無
回

答

n=104 

 
（問 19 で「わいわいスクール」と回答した方のみ） 

【わいわいスクールの利用終了時間】 

0.0%

92.9%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

無
効

・無
回

答

n=14 

（問 19 で「みんなの家（青年の家）」と回答した方のみ） 
【みんなの家（青年の家）の利用終了時間】 

0.0%

13.9%

76.4%

1.4% 0.0% 0.0%
8.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

無
効

・
無

回
答

n=72 

 
 
 

「放課後児童クラブ（学童クラブ）」利用者の利用終了時間は、「18 時台」が最も多く 47.1％を占める。利用終了

時間が「17 時台」から「19 時台」までで 98.1％を占める。 

「わいわいスクール」利用者の利用終了時間は「16 時」が 92.9％を占める。 

「みんなの家（青年の家）」利用者の利用終了時間は「17 時台」が最も多く 76.4％であった。 
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【問 19 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】 

(5) 放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用している理由は何ですか（問 19-1） 

現在就労している, 

99.0%

就労予定であるか、

または求職中であ

る, 1.0%

家族・親族などを介

護している, 0.0%

病気や障害がある, 

0.0% 学生である, 0.0%

その他, 0.0%
無効・無回答, 0.0%

n=104 
 

 
放課後児童クラブ（学童クラブ）を理由している理由は、「現在就労している」が 99.0％を占める。 
 
【問 19 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】 

(6) 土曜日に放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していますか（問 20-1） 
利用している, 11.5%

利用していない, 

87.5%

無効・無回答, 1.0%

n=104 
 

放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用者のうち、土曜日に放課後児童クラブ（学童

クラブ）を「利用している」のは 11.5％、「利用していない」のは 87.5％であった。 
 

 【問 20-1 で「利用している」と回答した方のみ】 

【1 ケ月当たりの利用頻度】 

１日, 16.7%

２日, 41.7%
３日, 0.0%

４日, 41.7%

無効・無回答, 0.0%

n=12  
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【開始時刻】 

0.0%

66.7%

33.3%

0.0% 0.0%
0%

20%

40%

60%

80%

７
時

台

８
時

台

９
時

台

１
０

時
台

無
効

・無
回

答

n=12 

【終了時刻】 

0.0%

25.0%

8.3%
0.0%

16.7%

41.7%

8.3%

0.0% 0.0%
0%

20%

40%

60%

１
３

時
台

１
４

時
台

１
５

時
台

１
６

時
台

１
７

時
台

１
８

時
台

１
９

時
台

２
０

時
台

無
効

・
無

回
答

n=12 

土曜日の放課後児童クラブの1ケ月当たりの利用頻度で、月「4日」（毎週利用）が41.7％、月「2日」（隔週利用）

が41.7％であった。開始時刻は「8時台」が66.7％を占める。終了時刻は「18時台」が41.7％、次いで「14時台」

が 25.0％であった。 

 
【問 19 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】 

(7) 日曜日・祝日に放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していますか（問 20-2） 

利用している, 0.0%

利用していない, 

99.0%

無効・無回答, 1.0%

n=104 
 

放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用者のうち、日曜日・祝日に放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用してい

る」と回答した人は 0％であった。 
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【問 19 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】 

(8) 長期の休暇期間中に放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していますか（問 20-3） 

利用している, 94.2%

利用していない, 

5.8%
無効・無回答, 0.0%

n=104 

 
 

放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用者のうち、長期の休暇期間中に放課後児童クラブ

（学童クラブ）を「利用している」のは 94.2％、「利用していない」のは 5.8％であった。 
 

【問 20-3 で「利用している」と回答した方のみ】 

【1 週当たりの利用頻度」】 

n=98

4日, 14.3%

5日, 65.3%

1日, 2.0%

2日, 2.0%

6日, 5.1%

無効・無回答, 2.0%

3日, 9.2%

 
【開始時刻】 

4.1%

77.6%

13.3%
2.0% 3.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台
以

降

無
効

・
無

回
答

n=98 

【終了時刻】 

1.0% 0.0% 1.0% 0.0%

20.4%

48.0%

26.5%

0.0%
3.1%

0%

20%

40%

60%

14
時

よ
り

前

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

無
効

・
無

回
答

n=98 

長期の休暇中の放課後児童クラブの利用状況で、1 週当たりの利用頻度は週「5 日」が 65.3％、「4 日」が

14.3％であった。開始時刻は「8 時台」が 77.6％を占める。終了時刻は「18 時台」が 48.0％であった。 
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【問 19 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」を利用していない方のみ】 

(9) 学童クラブを利用していない理由は何ですか（問 21） 

35.2%

0.2%

0.9%

0.3%

0.5%

9.3%

4.3%

8.8%

0.1%

13.5%

12.0%

14.8%

0% 10% 20% 30% 40%

現在就労していない

就労しているが、学童クラブを知らなかった

就労しているが、近くに学童クラブがない

就労しているが、学童クラブに空きがない

就労しているが、学童クラブの開所時間が短い

就労しているが、利用料が高い

就労しているが、子どもは放課後の習い事をしている

就労しているが、放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思う

就労しているが、他の施設に預けている

就労しているが、家族や親族等がみている

その他

無効・無回答
n=955 

 
 

【家庭類型別】 

  ひとり親 共働き（フ

ルタイム）

共働き

（パートタ

イム） 

専業主婦

（夫） 総計 

サンプル数 114 85 276 326 955

現在就労していない 7.0% 2.4% 3.6% 86.2% 35.2%

就労しているが、学童クラブを知らなかった 0.9% 0.0% 0.4% 0.0% 0.2%

就労しているが、近くに学童クラブがない 1.8% 0.0% 0.7% 0.3% 0.9%

就労しているが、学童クラブに空きがない 1.8% 1.2% 0.0% 0.0% 0.3%

就労しているが、学童クラブの開所時間が短い 0.9% 2.4% 0.7% 0.0% 0.5%

就労しているが、利用料が高い 20.2% 12.9% 13.4% 1.2% 9.3%

就労しているが、 
子どもは放課後の習い事をしている 0.9% 14.1% 5.8% 0.9% 4.3%

就労しているが、放課後の短時間ならば、 
子どもだけでも大丈夫だと思う 9.6% 15.3% 17.0% 0.3% 8.8%

就労しているが、他の施設に預けている 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1%

就労しているが、家族や親族等がみている 24.6% 24.7% 21.0% 1.8% 13.5%

その他 16.7% 12.9% 20.3% 2.1% 12.0%

無効・無回答 15.8% 14.1% 16.7% 7.1% 14.8%
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【小学校の学年別】 

  １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 総計 

サンプル数 119 132 175 183 166 171 955

現在就労していない 55.5% 43.2% 36.6% 27.9% 29.5% 26.9% 35.2%

就労しているが、学童クラブを知らなかった 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2%

就労しているが、近くに学童クラブがない 0.0% 2.3% 1.1% 0.5% 1.2% 0.6% 0.9%

就労しているが、学童クラブに空きがない 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.2% 0.3%

就労しているが、 
学童クラブの開所時間が短い 0.0% 0.8% 1.7% 0.0% 0.6% 0.0% 0.5%

就労しているが、利用料が高い 6.7% 7.6% 12.0% 9.3% 13.3% 5.8% 9.3%

就労しているが、 
子どもは放課後の習い事をしている 1.7% 2.3% 4.6% 5.5% 5.4% 5.3% 4.3%

就労しているが、放課後の短時間ならば、 
子どもだけでも大丈夫だと思う 3.4% 3.0% 4.6% 9.3% 13.9% 16.4% 8.8%

就労しているが、他の施設に預けている 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

就労しているが、家族や親族等がみている 10.9% 12.9% 13.7% 18.0% 10.2% 13.5% 13.5%

その他 12.6% 14.4% 8.6% 14.2% 11.4% 12.3% 12.0%

無効・無回答 9.2% 12.9% 16.6% 15.3% 13.9% 17.5% 0.0%

 
放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していない理由は、「現在就労していない」が最も多く 35.2％であった。 

家庭類型別では、「ひとり親」で「就労しているが、家族や親族等が見ている」は 24.6％、次いで「就労している

が、利用料が高い」が 20.2％となっている。「共働き（フルタイム）」では、「就労しているが、家族や親族等が見

ている」は 24.7％、「就労しているが、放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思う」は 15.3％であっ

た。「専業主婦（夫）」では「現在就労していない」が 86.2％を占める。 
 

(10) 現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの放課後（平日の小学校終了

後）の時間を、どのような場所で過ごさせたいと思いますか（複数回答）（問 22） 

58.4%

28.9%

70.6%

11.0%

14.6%

16.7%

0.8%

39.5%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅のみで過ごす

祖父母や友人・知人宅

習い事

放課後児童クラブ（学童クラブ）

わいわいスクール

みんなの家（青少年の家）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、図書館、公園等）

無効・無回答 n=1,059 
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【家庭類型別】 

 ひとり親 共働き（フル

タイム） 
共働き（パー

トタイム） 
専業主婦

（夫） 全体 

サンプル数 142 297 132 326 1,059

自宅のみで過ごす 52.8% 60.6% 40.9% 67.8% 58.4%

祖父母や友人・知人宅 27.5% 29.3% 22.7% 34.7% 28.9%

習い事 60.6% 74.7% 69.7% 77.3% 70.6%

放課後児童クラブ（学童クラブ） 18.3% 7.1% 39.4% 1.2% 11.0%

わいわいスクール 12.0% 18.9% 9.8% 15.0% 14.6%

みんなの家（青少年の家） 15.5% 20.9% 12.1% 18.1% 16.7%

ファミリー・サポート・センター 1.4% 0.3% 0.8% 1.2% 0.8%

その他（公民館、図書館、公園等） 29.6% 40.1% 23.5% 53.4% 39.5%

無効・無回答 6.3% 3.7% 3.8% 3.1% 5.9%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【小学校の学年別】 

 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 全体 

サンプル数 162 155 185 194 182 172 1,059

自宅のみで過ごす 51.9% 58.1% 59.5% 56.2% 60.4% 64.0% 58.4%

祖父母や友人・知人宅 29.6% 27.1% 32.4% 26.8% 29.7% 27.9% 28.9%

習い事 63.6% 72.9% 76.2% 67.5% 70.9% 73.8% 70.6%

放課後児童クラブ（学童クラブ） 24.1% 15.5% 8.6% 9.3% 11.0% 0.0% 11.0%

わいわいスクール 17.3% 23.9% 16.2% 10.8% 10.4% 10.5% 14.6%

みんなの家（青少年の家） 17.9% 18.1% 13.5% 18.0% 18.1% 14.5% 16.7%

ファミリー・サポート・センター 1.2% 0.0% 1.6% 0.0% 0.5% 1.2% 0.8%

その他（公民館、図書館、公園等） 37.0% 39.4% 46.5% 35.1% 40.1% 39.0% 39.5%

無効・無回答 6.8% 5.2% 4.3% 7.2% 3.8% 7.0% 5.9%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【行政センター別】 

 
本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀

久里

浜 
北下

浦 
西 全体

サンプル数 147 69 45 22 144 109 152 141 83 88 1,059

自宅のみで過ごす 57.1% 68.1% 48.9% 50.0% 53.5% 58.7% 65.8% 56.7% 60.2% 54.5% 58.4%

祖父母や友人・知人宅 29.3% 30.4% 20.0% 36.4% 28.5% 28.4% 31.6% 31.9% 21.7% 29.5% 28.9%

習い事 73.5% 84.1% 80.0% 77.3% 63.9% 77.1% 72.4% 71.6% 68.7% 55.7% 70.6%

放課後児童クラブ 
（学童クラブ） 13.6% 13.0% 13.3% 4.5% 5.6% 16.5% 6.6% 14.2% 13.3% 10.2% 11.0%

わいわいスクール 18.4% 14.5% 22.2% 4.5% 14.6% 18.3% 11.8% 9.2% 21.7% 11.4% 14.6%

みんなの家 
（青少年の家） 17.0% 15.9% 13.3% 13.6% 18.8% 14.7% 18.4% 15.6% 18.1% 13.6% 16.7%

ファミリー・ 
サポート・センター 0.0% 0.0% 4.4% 4.5% 0.7% 0.0% 0.7% 1.4% 0.0% 0.0% 0.8%

その他（公民館、 
図書館、公園等） 45.6% 39.1% 44.4% 40.9% 39.6% 33.0% 38.8% 41.8% 38.6% 38.6% 39.5%

無効・無回答 4.1% 1.4% 4.4% 4.5% 13.2% 3.7% 2.6% 7.1% 3.6% 5.7% 5.9%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 
放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいかは、「習い事」が最も多く 70.6％、次

いで「自宅のみで過ごす」が 58.4％、「その他（公民館、図書館、公園等）」が 39.5％となっている。 
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(11) 放課後（平日の小学校終了後）の時間を過ごさせたい日数（１週当たり）（問 22） 

 

34.3%

49.7%

24.7%

6.0%

29.7%

45.8%

50.0%

27.0%

29.3%

26.8%

41.2%

12.8%

29.7%

26.6%

37.5%

27.3%

13.8%

12.1%

23.5%

20.5%

25.2%

13.0%

23.7%

8.6%

5.6%

9.4%

8.6%

9.7%

45.3%

11.0%

11.2%

12.5%

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

自宅のみで過ごす( n=618)

祖父母や友人・知人宅( n=306)

習い事( n=748)

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=117)

わいわいスクール( n=155)

みんなの家（青少年の家）( n=177)

ファミリー・サポート・センター( n=8)

その他（公民館、図書館、公園等）( n=418)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無効・無回答
 

  
サンプ

ル数 
1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 

無効・

無回答

自宅のみで過ごす 618 34.3% 29.3% 13.8% 8.6% 9.7% 0.3% 1.5% 2.6%

祖父母や友人・知人宅 306 49.7% 26.8% 12.1% 2.3% 4.2% 0.3% 0.7% 3.9%

習い事 748 24.7% 41.2% 23.5% 5.6% 3.1% 0.3% 0.1% 1.5%

放課後児童クラブ（学童クラブ） 117 6.0% 12.8% 20.5% 9.4% 45.3% 2.6% 0.0% 3.4%

わいわいスクール 155 29.7% 29.7% 25.2% 1.9% 11.0% 0.0% 0.0% 2.6%

みんなの家（青少年の家） 177 45.8% 26.6% 13.0% 4.0% 7.3% 0.6% 0.0% 2.8%

ファミリー・サポート・センター 8 50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5%

その他（公民館、図書館、公園等） 418 27.0% 27.3% 23.7% 8.6% 11.2% 0.5% 0.5% 1.2%

 
小学校の放課後の時間を過ごさせたい日数では、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」については週「5 日」と回

答した比率が 45.3％であった。対照的に、週「1 日」の回答が多いのは「祖父母や友人・知人宅」（49.7％）、「み

んなの家」（45.8％）となっている。 
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【小学校の学年別 放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望日数】 
 

2.6%

8.3%

12.5%

11.1%

6.0%

10.3%

12.5%

12.5%

16.7%

15.0%

12.8%

25.6%

16.7%

25.0%

22.2%

10.0%

20.5%

7.7%

12.5%

6.3%

20.0%

9.4%

53.8%

37.5%

43.8%

44.4%

40.0%

45.3%

4.2%

5.6%

5.0%

2.6%

8.3%

10.0%

3.4%

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

1年生( n=39)

2年生( n=24)

3年生( n=16)

4年生( n=18)

5年生( n=20)

全体( n=117)

週1日 週2日 週3日 週4日 週5日 週6日 無効・無回答
 

 

  週 1 日 週 2 日 週 3 日 週 4 日 週 5 日 週 6 日 無効・

無回答 

1 年生( n=39) 2.6% 10.3% 25.6% 7.7% 53.8% 0.0% 0.0% 

2 年生( n=24) 8.3% 12.5% 16.7% 12.5% 37.5% 4.2% 8.3% 

3 年生( n=16) 12.5% 12.5% 25.0% 6.3% 43.8% 0.0% 0.0% 

4 年生( n=18) 11.1% 16.7% 22.2% 0.0% 44.4% 5.6% 0.0% 

5 年生( n=20) 0.0% 15.0% 10.0% 20.0% 40.0% 5.0% 10.0% 

全体( n=117) 6.0% 12.8% 20.5% 9.4% 45.3% 2.6% 3.4% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 
小学校の学年別に放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用希望日数をみると、小学校「1 年生」では、利用者のう

ち 53.8％が「週 5 日」利用したいと回答した。 
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(12) 平日の放課後に利用を希望する事業の利用終了時間 
（問 22 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」と回答した方のみ） 

【放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用終了時間】 

0.0% 0.0%

12.8%

44.4%

28.2%

6.8%
1.7%

6.0%

0%

20%

40%

60%

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

無
効

・
無

回
答

n=117 

 
（問 22 で「わいわいスクール」と回答した方のみ） 

【わいわいスクールの利用終了時間】 

0.6%

51.6%

25.8%

9.0%
2.6% 0.6%

9.7%

0%

20%

40%

60%

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

無
効

・
無

回
答

n=155 

 

（問 22 で「みんなの家（青年の家）」と回答した方のみ） 
【みんなの家（青年の家）の利用終了時間】 

0.0%

8.5%

56.5%

20.3%

2.8% 0.0%

11.9%

0%

20%

40%

60%

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

無
効

・
無

回
答

n=177 

 
 
「放課後児童クラブ（学童クラブ）」利用希望者の利用終了時間は、「18 時台」が最も多く 44.4％を占める。「20

時台」、「21 時台」は、現在の利用状況が 1.0％であったが、希望では 8.5％を占める。「わいわいスクール」利

用者の希望する利用終了時間は「16 時台」が最も多く 51.6％であった。「みんなの家（青年の家）」の利用希望

者の利用終了時間は「17 時台」が最も多く 56.5％であった。 

 
【問 22 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】 

(13) 学童クラブを利用したい理由は何ですか（問 22-1） 

81.2%
2.6%
4.3%

0.9%
0.0%
0.0%
0.9%

5.1%
5.1%

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

現在就労している

就労予定であるか、または求職中である

そのうち就労したいと考えている

家族・親族などを介護しなければならない

病気や障害がある

学生である、または就学したい

就労していないが、子どもの教育などのために預けたい

その他

無効・無回答 n=117 
  

「放課後児童クラブ（学童クラブ）」利用希望者の利用したい理由は、「現在就労している」が 81.2％を占める。 
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【問 22 で「放課後児童クラブ（学童保育）と回答した方のみ】 

(14) 土曜日の放課後児童クラブの利用希望はありますか（問 23-1） 

n=117

利用したい, 29.1%

利用の希望はない,
59.8%

無効・無回答, 11.1%

 
土曜日の放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用希望は「利用したい」が 29.1％、「利用の希望

はない」が 59.8％であった。現在の利用状況と比較すると、17.5 ポイント増加している。 
 

【問 23-1 で「利用したい」と回答した方のみ】 

【1 ケ月当たりの希望の利用頻度】 

１日, 11.8%

２日, 38.2%

３日, 8.8%

４日, 35.3%

５日, 2.9%

無効・無回答, 2.9%

n=34  
【希望開始時刻】 

14.7%

52.9%

20.6%

5.9% 5.9%

0%

20%

40%

60%

７
時

台

８
時

台

９
時

台

１
０

時
台

以
降

無
効

・
無

回
答

n=34 

【希望終了時刻】 

2.9% 0.0% 0.0%

11.8%
2.9%

5.9%

41.2%

29.4%

0.0%
5.9%

0%

20%

40%

60%

１
３

時
台

よ
り

前

１
３

時
台

１
４

時
台

１
５

時
台

１
６

時
台

１
７

時
台

１
８

時
台

１
９

時
台

２
０

時
台

無
効

・
無

回
答

n=34 

土曜日の放課後児童クラブの利用希望で、1 ケ月当たりの利用頻度は月「2 日」（隔週利用）が 38.2％、月「4 日」

（毎週利用）が 35.3％であった。開始時刻は「8 時台」が 52.9％を占める。終了時刻は「18 時台」が 41.2％であっ

た。 
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【問 22 で「放課後児童クラブ（学童保育）と回答した方のみ】 

(15) 日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望はありますか（問 23-2） 

n=117

利用したい, 14.5%

利用の希望はない,
72.6%

無効・無回答, 12.8%

 
日曜日・祝日の放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用希望で、「利用したい」は 14.5％、「利用

の希望はない」は 72.6％であった。 
 

【問 23-2 で「利用したい」と回答した方のみ】 

【1 ケ月当たりの希望の利用頻度】 

１日, 29.4%

２日, 35.3%

３日, 0.0%

４日, 29.4%

５日, 5.9% 無効・無回答, 0.0%

n=17 
 

【希望開始時刻】 

17.6%

58.8%

11.8%
5.9% 5.9%

0%

20%

40%

60%

80%

７
時

台

８
時

台

９
時

台

１
０

時
台

以
降

無
効

・
無

回
答

n=17 

【希望終了時刻】 

5.9%
0.0% 0.0%

5.9%
0.0% 0.0%

41.2%41.2%

0.0%
5.9%

0%

20%

40%

60%

１
３

時
台

よ
り

前

１
３

時
台

１
４

時
台

１
５

時
台

１
６

時
台

１
７

時
台

１
８

時
台

１
９

時
台

２
０

時
台

無
効

・
無

回
答

n=17 

日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望で、1 ケ月当たりの利用頻度は月「2 日」が 35.3％、月「4 日」が

29.4％であった。開始時刻は「8 時台」が 58.8％を占める。終了時刻は「18 時台」「19 時台」がそれぞれ 41.2％

であった。 
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【問 22 で「放課後児童クラブ（学童保育）と回答した方のみ】 

(16) 夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望はありますか（問 23-3） 

利用したい, 88.9%

利用の希望はない, 

6.0%

無効・無回答, 5.1%

n=117 
 

夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用希望で、

「利用したい」は 88.9％、「利用の希望はない」は 6.0％であった。 
 

【問 23-3 で「利用したい」と回答した方のみ】 

【1 週当たりの希望の利用頻度】 

1日, 1.0%
2日, 1.0%

3日, 12.5%

4日, 10.6%

5日, 64.4%

6日, 6.7%

7日, 1.0%

無効・無回答, 2.9%

n=104  
 

【希望開始時刻】 

8.7%

73.1%

12.5%
2.9% 1.0% 1.9%

0%

20%

40%

60%

80%

7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台
以

降

無
効

・
無

回
答

n=104 

【希望終了時刻】 

0.0% 0.0% 1.9% 1.9%

14.4%

47.1%

26.0%

5.8%
1.0% 1.9%

0%

20%

40%

60%

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台
以

降

無
効

・
無

回
答

n=104 

夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望で、1 週当たりの利用頻度は週「5

日」が 64.4％であった。開始時刻は「8 時台」が 73.1％を占める。終了時刻は「18 時台」が 47.1％であった。 
 

165



 

【あて名のお子さんが小学校 1～3 年生の方のみ】 

(17) あて名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日の小学校終了後）の

時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか（複数回答）（問 24） 

55.4%

29.5%

76.9%

12.5%

14.3%

16.9%

0.8%

43.4%

4.8%

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

自宅のみで過ごす

祖父母や友人・知人宅

習い事

放課後児童クラブ（学童クラブ）

わいわいスクール

みんなの家（青少年の家）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、図書館、公園等）

無効・無回答
n=502 

 
 
 

【小学校の学年別】 
  1 年生 2 年生 3 年生 全体 

サンプル数 162 155 185 502 

自宅のみで過ごす 53.1% 58.1% 55.1% 55.4% 

祖父母や友人・知人宅 27.8% 29.7% 30.8% 29.5% 

習い事 75.3% 79.4% 76.2% 76.9% 

放課後児童クラブ（学童クラブ） 19.8% 11.6% 7.0% 12.5% 

わいわいスクール 13.6% 16.8% 13.0% 14.3% 

みんなの家（青少年の家） 19.8% 18.1% 13.5% 16.9% 

ファミリー・サポート・センター 1.2% 0.0% 1.1% 0.8% 

その他（公民館、図書館、公園等） 38.9% 39.4% 50.8% 43.4% 

無効・無回答 4.9% 3.9% 5.4% 4.8% 

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 
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【家庭類型別】 

  ひとり親 共働き（フル

タイム） 
共働き（パー

トタイム） 
専 業 主 婦

（夫） 全体 

サンプル数 62 59 137 175 502

自宅のみで過ごす 45.2% 42.4% 60.6% 58.3% 55.4%

祖父母や友人・知人宅 29.0% 23.7% 30.7% 33.7% 29.5%

習い事 71.0% 72.9% 77.4% 82.3% 76.9%

放課後児童クラブ（学童クラブ） 32.3% 37.3% 6.6% 2.9% 12.5%

わいわいスクール 16.1% 13.6% 15.3% 14.9% 14.3%

みんなの家（青少年の家） 11.3% 15.3% 20.4% 18.9% 16.9%

ファミリー・サポート・センター 1.6% 0.0% 0.7% 1.1% 0.8%

その他（公民館、図書館、公園等） 21.0% 25.4% 46.0% 58.3% 43.4%

無効・無回答 1.6% 1.7% 2.9% 4.6% 4.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

【行政センター別】 

 
本庁 追浜 田浦 逸見 衣笠 大津 浦賀

久里

浜 
北下

浦 
西 全体

サンプル数 74 27 21 12 65 57 67 70 48 39 502

自宅のみで過ごす 51.4% 55.6% 47.6% 50.0% 58.5% 52.6% 70.1% 50.0% 54.2% 56.4% 55.4%

祖父母や友人・知人宅 31.1% 33.3% 19.0% 50.0% 23.1% 35.1% 26.9% 40.0% 16.7% 28.2% 29.5%

習い事 75.7% 81.5% 76.2% 83.3% 70.8% 82.5% 80.6% 81.4% 72.9% 69.2% 76.9%

放課後児童クラブ 
（学童クラブ） 17.6% 22.2% 9.5% 0.0% 6.2% 10.5% 9.0% 15.7% 16.7% 7.7% 12.5%

わいわいスクール 21.6% 25.9% 33.3% 0.0% 9.2% 15.8% 7.5% 7.1% 16.7% 15.4% 14.3%

みんなの家 
（青少年の家） 16.2% 14.8% 23.8% 8.3% 23.1% 10.5% 11.9% 14.3% 18.8% 17.9% 16.9%

ファミリー・ 
サポート・センター 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5% 1.4% 0.0% 0.0% 0.8%

その他（公民館、 
図書館、公園等） 44.6% 25.9% 33.3% 58.3% 58.5% 36.8% 40.3% 44.3% 41.7% 43.6% 43.4%

無効・無回答 4.1% 3.7% 9.5% 0.0% 7.7% 5.3% 3.0% 4.3% 4.2% 5.1% 4.8%

※全体の値と比較して５ポイント以上高い場合に太字で表示。 

 

小学校低学年（1～3 年生）のお子さんについて、小学校高学年（4～6 年生）になったら、放課後（平日の小学

校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいかは、「習い事」が 76.9％、次いで「自宅のみで過ごす」が

55.4％であった。「放課後児童クラブ（学童クラブ）」の利用希望は 12.5％であった。 
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【あて名のお子さんが小学校 1～3 年生の方のみ】 

(18) 小学校高学年の放課後の時間を過ごしたい日数（１週当たり） 

37.1%

52.7%

19.9%

20.8%

45.9%

50.0%

25.2%

29.9%

27.7%

40.9%

14.3%

44.4%

25.9%

25.0%

31.2%

14.7%

10.1%

29.8%

27.0%

22.2%

16.5%

19.7%

7.9%

10.1%

8.3%

39.7%

6.9%

9.6%

25.0%

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

自宅のみで過ごす( n=278)

祖父母や友人・知人宅( n=148)

習い事( n=386)

放課後児童クラブ（学童クラブ）( n=63)

わいわいスクール( n=72)

みんなの家（青少年の家）( n=85)

ファミリー・サポート・センター( n=4)

その他（公民館、図書館、公園等）( n=218)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無効・無回答
 

 

  サンプ

ル数 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 
無効・

無回

答 

自宅のみで過ごす 278 37.1% 29.9% 14.7% 4.3% 8.3% 0.4% 0.0% 5.4%

祖父母や友人・知人宅 148 52.7% 27.7% 10.1% 2.0% 2.7% 0.0% 0.0% 4.7%

習い事 386 19.9% 40.9% 29.8% 4.9% 2.3% 0.0% 0.0% 2.1%

放課後児童クラブ（学童クラブ） 63 4.8% 14.3% 27.0% 7.9% 39.7% 3.2% 0.0% 3.2%

わいわいスクール 72 20.8% 44.4% 22.2% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 5.6%

みんなの家（青少年の家） 85 45.9% 25.9% 16.5% 1.2% 4.7% 0.0% 0.0% 5.9%

ファミリー・サポート・センター 4 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%

その他（公民館、図書館、公園等） 218 25.2% 31.2% 19.7% 10.1% 9.6% 0.0% 0.5% 3.7%
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【あて名のお子さんが小学校 1～3 年生の方のみ】 
【小学校の現在の学年別 高学年になった時の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望日数】 

 

11.1%

7.7%

4.8%

18.8%

11.1%

7.7%

14.3%

28.1%

22.2%

30.8%

27.0%

9.4%

11.1%

7.9%

40.6%

33.3%

46.2%

39.7%

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

1年生( n=32)

2年生( n=18)

3年生( n=13)

全体( n=63)

週1日 週2日 週3日 週4日 週5日 週6日 無効・無回答
 

 

  週 1 日 週 2 日 週 3 日 週 4 日 週 5 日
無効・無

回答 

1 年生( n=32) 0.0% 18.8% 28.1% 9.4% 40.6% 0.0% 

2 年生( n=18) 11.1% 11.1% 22.2% 11.1% 33.3% 5.6% 

3 年生( n=13) 7.7% 7.7% 30.8% 0.0% 46.2% 7.7% 

全体( n=63) 4.8% 14.3% 27.0% 7.9% 39.7% 3.2% 

 
小学校低学年（1～3 年生）のお子さんが小学校高学年（4～6 年生）になった時に、放課後を過ごさせたい場所

で「放課後児童クラブ」を選択した方の利用希望日数は週「5 日」が 39.7％であった。「わいわいスクール」は週

「2 日」に 44.4％が分布している。「みんなの家」は週「１日」が最も多く 45.9％であった。 
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(19) 小学校高学年に利用を希望する場合の利用終了時間 
（問 24 で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」と回答した方のみ） 

【放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用終了時間】 

0.0% 0.0%

11.1%

42.9%
36.5%

1.6% 3.2% 4.8%

0%

20%

40%

60%

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

21
時

台

無
効

・
無

回
答

n=63 

 
（問 24 で「わいわいスクール」と回答した方のみ） 

【わいわいスクールの利用終了時間】 

1.4% 0.0%

54.2%

19.4%
11.1%

5.6%

0.0%

8.3%

0%

20%

40%

60%

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

無
効

・
無

回
答

n=72 

（問 24 で「みんなの家（青年の家）」と回答した方のみ） 
【みんなの家（青年の家）の利用終了時間】 

0.0%
5.9%

50.6%

27.1%

3.5%
0.0%

12.9%

0%

20%

40%

60%
15

時
台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

20
時

台

無
効

・無
回

答

n=85 

 
小学校低学年（1～3 年生）のお子さんが小学校高学年（4～6 年生）になった時に、放課後を過ごさせたい場所

で「放課後児童クラブ」を選択した方の希望終了時間は、「18 時台」が 42.9％、「19 時台」が 36.5％であった。 

「わいわいスクール」の利用希望者の利用終了時間は「16 時」が 54.2％を占める。 

「みんなの家（青年の家）」の利用希望者の利用終了時間は「17 時台」が最も多く 50.6％であった。 
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6. 地域の子育て支援事業の利用状況について 
(1) 子育て支援の事業に関する認知、利用の有無、今後の利用意向（問 25） 

【次の事業を知っていますか】 

88.5%

46.1%

25.0%

58.0%

8.1%

49.3%

70.1%

37.4%

3.4%

4.6%

4.9%

4.6%

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

はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）

市発行の「子育てガイド」

乳幼児健康支援デイサービスセンター

横須賀市子育てホットライン

n=1,059はい いいえ 無効・無回答
 

 
【次の事業をこれまでに利用したことがありますか】 

25.9%

13.0%

2.6%

3.8%

67.2%

78.4%

88.8%

87.7%

6.9%

8.6%

8.6%

8.5%

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

はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）

市発行の「子育てガイド」

乳幼児健康支援デイサービスセンター

横須賀市子育てホットライン

n=1,059はい いいえ 無効・無回答
 

 
 

【次の事業を今後利用したいですか】 

35.8%

40.4%

10.9%

29.3%

50.0%

45.3%

74.5%

56.2%

14.2%

14.3%

14.6%

14.5%

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

はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）

市発行の「子育てガイド」

乳幼児健康支援デイサービスセンター

横須賀市子育てホットライン

n=1,059はい いいえ 無効・無回答
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①はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）の認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 20.8% 19.0% 2.0% 41.7%

比率※ (49.7%) (45.5%) (4.8%)  

いいえ 6.1% 46.5% 5.7% 58.3%

合計 26.8% 65.5% 7.7% 100.0%

※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

②市発行の「子育てガイド」の認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 12.7% 13.7% 20.8% 47.2%

比率※ (26.9%) (29.0%) (44.1%)  

いいえ 1.6% 20.0% 31.2% 52.8%

合計 14.3% 33.7% 52.0% 100.0%

※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 

③乳幼児健康支援デイサービスセンター（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 0.7% 3.9% 7.8% 12.4%

比率※ (5.4%) (31.5%) (63.1%)  

いいえ 1.8% 18.9% 66.9% 87.6%

合計 2.5% 22.8% 74.7% 100.0%

※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

 
④横須賀市子育てホットラインの認知、利用の有無、今後の利用意向（無効・無回答を除く比率） 

知っていますか（→） はい いいえ 
合計 

利用したことがありますか（→） はい いいえ いいえ 

今後の利用意向 

はい 28.3% 36.4% 1.1% 65.8%

比率※ (43.0%) (55.3%) (1.7%)  

いいえ 10.9% 20.4% 2.9% 34.2%

合計 39.2% 56.8% 4.0% 100.0%

※今後の利用意向ありの合計を 100％としたときの比率 

172



 

 

子育て支援の事業に関する認知、利用の有無、今後の利用意向を事業別集計した結果は以下の通りである。 

 

・はぐくみかん（子育ての総合相談窓口）の認知度は 88.5％、利用したことがあるのは 25.9％、今後の利用意

向は 35.8％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 49.7％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

45.5％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 4.8％であった。 

 

・市発行の「子育てガイド」の認知度は 46.1％、利用したことがあるのは 13.0％、今後の利用意向は 40.4％で

あった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 26.9％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

29.0％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 44.1％であった。 

 

・乳幼児健康支援デイサービスセンターの認知度は 25.0％、利用したことがあるのは 2.6％、今後の利用意向

は 10.9％であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 5.4％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

31.5％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 63.1％であった。 

 

・横須賀市子育てホットラインの認知度は 58.0％、利用したことがあるのは 3.8％、今後の利用意向は 29.3％

であった。 

無効・無回答を除く比率では、今後利用を希望する回答者を 100％としたときに、「利用したことがあり今後も利

用したい」と回答した比率は 43.0％、「知っていたが利用したことがなく、今後利用したい」と回答した比率は

55.3％、「知らなくて利用したことがないが今後利用したい」と回答した比率は 1.7％であった。 
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(2) お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度（問 26） 

満足度１（低い）

10.2%

満足度２

28.6%

満足度３

42.2%

満足度４

12.3%

満足度が５（高い）

3.0%

無効・無回答

3.7%

n=1059  

 

 

【家庭類型別】 

10.6%

11.4%

11.4%

8.3%

29.6%

32.6%

29.6%

28.8%

40.1%

40.2%

42.1%

44.2%

11.3%

12.1%

11.8%

13.2%

4.9%

3.0%

2.4%

3.1%

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

ひとり親 (n=142)

共働き（フルタイム） (n=297)

共働き（パートタイム） (n=132)

専業主婦（夫） (n=326)

ひとり親 (n=142) 共働き（フルタイム）
(n=297)

共働き（パートタイム）
(n=132) 専業主婦（夫） (n=326)

満足度１（低い） 10.6% 11.4% 11.4% 8.3%
満足度２ 29.6% 32.6% 29.6% 28.8%
満足度３ 40.1% 40.2% 42.1% 44.2%
満足度４ 11.3% 12.1% 11.8% 13.2%
満足度が５（高い） 4.9% 3.0% 2.4% 3.1%
無効・無回答 3.5% 0.8% 2.7% 2.5%
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【小学校の学年別】 

6.8%

9.7%

9.2%

9.3%

13.2%

13.4%

27.2%

33.5%

27.6%

32.0%

25.8%

26.7%

46.3%

36.8%

45.9%

38.7%

43.4%

42.4%

14.2%

11.6%

11.9%

13.9%

12.1%

9.3%

3.7%

3.9%

2.7%

1.5%

1.6%

4.7%

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

1年生 (n=162)

2年生 (n=155)

3年生 (n=185)

4年生 (n=194)

5年生 (n=182)

6年生 (n=172)

1年生
(n=162)

2年生
(n=155)

3年生
(n=185)

4年生
(n=194)

5年生
(n=182)

6年生
(n=172)

満足度１（低い） 6.8% 9.7% 9.2% 9.3% 13.2% 13.4%
満足度２ 27.2% 33.5% 27.6% 32.0% 25.8% 26.7%
満足度３ 46.3% 36.8% 45.9% 38.7% 43.4% 42.4%
満足度４ 14.2% 11.6% 11.9% 13.9% 12.1% 9.3%
満足度が５（高い） 3.7% 3.9% 2.7% 1.5% 1.6% 4.7%
無効・無回答 1.9% 4.5% 2.7% 4.6% 3.8% 3.5%

 
【行政センター別】 

10.9%

10.1%

6.7%

18.2%

8.3%

6.4%

15.1%

9.2%

7.2%

14.8%

28.6%

33.3%

40.0%

27.3%

27.8%

31.2%

21.1%

29.8%

26.5%

31.8%

39.5%

40.6%

48.9%

31.8%

45.1%

45.0%

47.4%

44.7%

43.4%

31.8%

18.4%

15.9%

18.2%

6.9%

10.1%

9.9%

10.6%

15.7%

14.8%

1.4%

0.0%

0.0%

4.5%

3.5%

5.5%

3.9%

2.1%

3.6%

1.1%

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

本庁 (n=147)

追浜 (n=69)

田浦 (n=45)

逸見 (n=22)

衣笠 (n=144)

大津 (n=109)

浦賀 (n=152)

久里浜 (n=141)

北下浦 (n=83)

西 (n=88)

本庁
(n=147)

追浜
(n=69)

田浦
(n=45)

逸見
(n=22)

衣笠
(n=144)

大津
(n=109)

浦賀
(n=152)

久里浜
(n=141)

北下浦
(n=83)

西
(n=88)

満足度１（低い） 10.9% 10.1% 6.7% 18.2% 8.3% 6.4% 15.1% 9.2% 7.2% 14.8%
満足度２ 28.6% 33.3% 40.0% 27.3% 27.8% 31.2% 21.1% 29.8% 26.5% 31.8%
満足度３ 39.5% 40.6% 48.9% 31.8% 45.1% 45.0% 47.4% 44.7% 43.4% 31.8%
満足度４ 18.4% 15.9% 0.0% 18.2% 6.9% 10.1% 9.9% 10.6% 15.7% 14.8%
満足度が５（高い） 1.4% 0.0% 0.0% 4.5% 3.5% 5.5% 3.9% 2.1% 3.6% 1.1%
無効・無回答 1.4% 0.0% 4.4% 0.0% 8.3% 1.8% 2.6% 3.5% 3.6% 5.7%  

 
地域における子育ての環境や支援への満足度は、「満足度 3」が最も多く42.2％、「満足度2」が28.6％、「満足

度 4」が 12.3％であった。小学校の学年別では、学年が高くなるほど「満足度 1」が多くなる傾向にある。 
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7. 自由回答 
(1) 子育てをするうえで、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのような支援や援助があればよいとお考

えでしょうか。ご自由にお書きください。（問 11） 
 

  
  

件数 割合 
割合 

(除無効・ 
無回答) 

  n=1,059 n=536 
放課後等の子どもの居場所について 154 14.5 28.7 

放課後の居場所、学童クラブ 119 11.2 22.2 
夏休み、土日等の学校の休日の預かり 21 2.0 3.9 
子どもの居場所・遊び場 14 1.3 2.6 

子育てを支える環境づくり・事業 229 21.6 42.7 
一時預かり 63 5.9 11.8 

内、緊急時、保護者等が病気の際の預かり 37 3.5 6.9 
子育ての悩みの相談 48 4.5 9.0 
病児の預かり 36 3.4 6.7 
子育てに関する情報の提供 12 1.1 2.2 
子供向け教室、親子講座、イベント等の開催 11 1.0 2.1 
子育てに関する保護者の交流の場 10 0.9 1.9 
保育施設・サービスの充実 9 0.8 1.7 
家庭への定期的な連絡、訪問 6 0.6 1.1 
発達支援・障害児支援 6 0.6 1.1 
その他の行政への要望 28 2.6 5.2 

経済的な子育て支援について 77 7.3 14.4 
医療費の助成 45 4.2 8.4 
経済的な支援 32 3.0 6.0 

その他 110 10.4 20.5 
地域（近所）の人とのかかわり、見守り 24 2.3 4.5 
育児・家事の援助 15 1.4 2.8 
中学校給食の実施 11 1.0 2.1 
防犯、パトロールの強化 9 0.8 1.7 
学習の支援 8 0.8 1.5 
子ども、子連れにやさしい社会・町・人 7 0.7 1.3 
道路の整備、治安等の地域の安全に関すること 6 0.6 1.1 
小児科等の医療体制の充実 4 0.4 0.7 
働きながら子どもを産み育てやすい社会・職場 4 0.4 0.7 
その他 22 2.1 4.1 

特になし 44 4.2 8.2 
無効・無回答 523 49.4 － 

全  体 1,137 － － 
        ※上位 3 項目を太字で表示 

 

子育てをする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのような支援や援助があればよいかについて、

1,059 人中 536 人（回答者の 50.6％）からの自由回答が寄せられた。「放課後の居場所、学童クラブ」

（22.2％、119 件）に関しては、わいわいスクールをすべての小学校に開設してほしいという要望、父兄が運営

する学童に対する運営支援や学童保育の保育料補助を求める意見がみられた。「一時預かり」（11.8％、63

件）に関する主な意見は、緊急時に一時的に預かる施設に対する要望などが多くみられた。「子育ての悩みの

相談」（9.0％、48 件）では、気軽に、いつでも相談できる窓口に関する意見が多く見られた。 
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(2) 子育てをするうえでのお悩みについて、ご自由にお書きください。（問 12） 
 

  件数 割合 
割合 

(除無効・

無回答)
    n=1,059 n=519 
子どものこと、子どもとの関係に関すること 109 10.3 21.0

子育ての仕方（育児の方針、反抗期の対応等） 44 4.2 8.5
子供が言うことを聞かない、考えていることが分からないなど育児のストレス 24 2.3 4.6
子どもの学力、進学 12 1.1 2.3
子どもの成長、自立 11 1.0 2.1
メディア（携帯、SNS、ゲーム等）との付き合い方 10 0.9 1.9
障がい、発達障害 8 0.8 1.5

保護者自身や家族に関すること 189 17.8 36.4
経済的な負担 66 6.2 12.7
子供と向き合う時間が少ない 27 2.5 5.2
育児、家事、仕事の両立 23 2.2 4.4
子育てに関連する配偶者等の家族に関する悩み 19 1.8 3.7
子どもの病気・けがの対応 18 1.7 3.5
保護者や家族が病気等の時の対応 12 1.1 2.3
子どもだけで留守番をさせること 7 0.7 1.3
ひとり親であることの影響 7 0.7 1.3
兄弟姉妹との関係 5 0.5 1.0
その他の保護者自身に関する悩み 5 0.5 1.0

友人を含む周囲との関係に関すること 66 6.2 12.7
子どもの友人関係、いじめの不安 38 3.6 7.3
同年齢の子を持つ親の友人が少ない、人間関係 19 1.8 3.7
地域等の周囲との関係 9 0.8 1.7

子育てを取り巻く環境、支援に関すること 85 8.0 16.4
子どもの居場所・遊び場が少ないこと 22 2.1 4.2
放課後の居場所 21 2.0 4.0
一時的に子どもをみてもらう人・場所が少ない 12 1.1 2.3
地域の安全（事件、事故の発生） 9 0.8 1.7
子育ての相談 7 0.7 1.3
学校の休日の子どもの居場所 6 0.6 1.2
未就学の子どもの定期的な預け先が少ない、利用できない 5 0.5 1.0
中学校給食 3 0.3 0.6

その他 56 5.3 10.8
小学校に関する不満、不安 18 1.7 3.5
将来に対する不安 5 0.5 1.0
医療機関に関する不安 4 0.4 0.8
その他 29 2.7 5.6

特になし 80 7.6 15.4
無効・無回答 540 51.0 － 

全  体 1,125 － － 
    ※上位 3 項目を太字で表示 

 

子育てをするうえでの悩みについては、1,059 人中 519 人（49.0％）からの回答が寄せられた。「経済的な負

担」に 12.7％（66 件）、「子育ての仕方（育児の方針、反抗期の対応等）」に 8.5％（44 件）、「子どもの友人関

係、いじめの不安」に 7.3％（38 件）の回答者からの意見が寄せられた。また、「ひとり親」や「共働き（フルタイ

ム）」の回答者からは、「子どもと向き合う時間が少ない」ことが「経済的な負担」に次いで多く挙げられた。 
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(3) 最後に、子育て環境の充実等、子育てに関してご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。（問

27）  

  件数 割合 
割合 

(除無効・

無回答) 
    N=1,059 N=697 
子どもの居場所について 445 42.0 63.8

放課後の居場所 275 26.0 39.5
内、学童クラブ 132 12.5 18.9
内、わいわいスクール 117 11.0 16.8
内、みんなの家 40 3.8 5.7

子どもの居場所・遊び場 134 12.7 19.2
内、公園等、屋外の居場所・遊び場 101 9.5 14.5

内、ボールの使用できる遊び場 52 4.9 7.5
内、児童館等、屋内の居場所・遊び場 16 1.5 2.3

土日、長期休暇期間中の子どもの居場所 36 3.4 5.2
小学校に関する要望 82 7.7 11.8

先生の質、数、研修等、教員に関すること 21 2.0 3.0
学校教育全般、学力低下、教育格差等 13 1.2 1.9
学校施設の充実（水道、トイレ、プール、耐震等） 8 0.8 1.1
土曜の授業 6 0.6 0.9
クラスの児童数の縮小 5 0.5 0.7
給食費の未納への対応 4 0.4 0.6
その他の小学校に関する要望 25 2.4 3.6

その他の子育てを支える環境・事業 177 16.7 25.4
子育てに関する情報の提供 27 2.5 3.9
保育所 20 1.9 2.9
特別支援教室、発達支援・障害児支援 19 1.8 2.7
子育ての悩みの相談 19 1.8 2.7
子供向けの講座、イベント、教室の開催 18 1.7 2.6
一時預かり 10 0.9 1.4
幼稚園 7 0.7 1.0
病児・病後児保育 6 0.6 0.9
ファミリー・サポート（子育て援助活動支援） 5 0.5 0.7
その他の行政への要望・意見 46 4.3 6.6

経済的な子育て支援について 148 14.0 21.2
医療費の助成 105 9.9 15.1
子育ての経済的負担、経済的な支援 32 3.0 4.6
ひとり親に対する支援 11 1.0 1.6

その他 218 20.6 31.3
中学校の完全学校給食の実施 46 4.3 6.6
働きながら子どもを産み育てやすい社会・職場 31 2.9 4.4
道路の整備、治安等の地域の安全に関すること 28 2.6 4.0
地域（近所）の人とのかかわり 26 2.5 3.7
小児科、産婦人科等、医療の充実 16 1.5 2.3
安心して子育てに専念できる環境、親子の時間が増えるような環境 13 1.2 1.9
防犯パトロール、登下校時の見守り 11 1.0 1.6
夕方の防災チャイム 9 0.8 1.3
その他 38 3.6 5.5

特になし 9 0.8 1.3
無効・無回答 362 34.2 －

全  体 1,441 － －

     ※上位 3 項目を太字で表示 
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子育て環境の充実等、子育てに関する自由回答では、1,059 人中 697 人（65.8％）からの回答が寄せられ、

「放課後の居場所」（39.5％、275 件）「子どもの居場所・遊び場」（19.2％、134 件）に関する意見が多く挙げら

れた。 

「放課後の居場所」に関しては、学童クラブの運営に関する保護者の負担が重いため市に運営支援を求める意

見、学童クラブの保育料が高く利用できないという意見、利用する児童が少なく学童クラブの継続が困難である

という意見、わいわいスクールやみんなの家の開設を求める意見が寄せられた。学童クラブに関する意見は、

主に「共働き（フルタイム）」や「ひとり親」で、学童クラブを利用している方からの意見が多くみられた。 

「子どもの・居場所・遊び場」に関しては、ボールを使うことのできる公園を求める意見が特に多くみられた。ま

た、安全に遊べる場所や公園を求める意見があった。 
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IV. 資料編 
 

 1. アンケート単純集計表 

  ・就学前児童調査 

  ・就学児童調査 

 

 2. アンケート調査票 

  ・就学前児童調査 

  ・就学児童調査 
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1. アンケート単純集計表 

就学前児童調査 
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１．お住まいの地域について
問１　お住まいの地区

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,106
本庁 146 12.8 13.2
追浜行政センター 82 7.2 7.4
田浦行政センター 43 3.8 3.9
逸見行政センター 24 2.1 2.2
衣笠行政センター 179 15.7 16.2
大津行政センター 126 11.0 11.4
浦賀行政センター 129 11.3 11.7
久里浜行政センター 175 15.3 15.8
北下浦行政センター 112 9.8 10.1
西行政センター 90 7.9 8.1
無効・無回答 36 3.2 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

２．封筒のあて名のお子さんとご家族の状況について
問２ お子さんの生年月

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,138
平成19年生まれ 165 14.4 14.5
平成20年生まれ 209 18.3 18.4
平成21年生まれ 186 16.3 16.3
平成22年生まれ 193 16.9 17.0
平成23年生まれ 183 16.0 16.1
平成24年生まれ 174 15.2 15.3
平成25年生まれ 28 2.5 2.5
無効・無回答 4 0.4 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

問３ お子さんのきょうだい数（本人を含めた人数）
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,122
１人 408 35.7 36.4
２人 523 45.8 46.6
３人 164 14.4 14.6
４人 21 1.8 1.9
５人以上 6 0.5 0.5
無効・無回答 20 1.8 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【きょうだい数で「１人」と回答した人、「無効・無回答」を除く】
問３　一番小さいお子さんの生年月

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=714 N=687
平成19年生まれ 64 9.0 9.3
平成20年生まれ 89 12.5 13.0
平成21年生まれ 90 12.6 13.1
平成22年生まれ 106 14.8 15.4
平成23年生まれ 118 16.5 17.2
平成24年生まれ 136 19.0 19.8
平成25年生まれ 84 11.8 12.2
無効・無回答 27 3.8 －

全　　体 714 100.0 100.0

問４ この調査票にご回答いただく方
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,138
母親 1,059 92.7 93.1
父親 66 5.8 5.8
その他 13 1.1 1.1
無効・無回答 4 0.4 －

全　　体 1,142 100.0 100.0
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問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,130
配偶者がいる 1,036 90.7 91.7
配偶者はいない 94 8.2 8.3
無効・無回答 12 1.1 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

問６ 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
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,133
父母ともに 583 51.1 51.5
主に母親 515 45.1 45.5
主に父親 5 0.4 0.4
主に祖父母 16 1.4 1.4
その他 14 1.2 1.2
無効・無回答 9 0.8 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

３．子どもの育ちをめぐる環境について
問７ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,137
母親 1,058 92.6 93.1
父親 685 60.0 60.2
祖父母 358 31.3 31.5
幼稚園 362 31.7 31.8
保育園 272 23.8 23.9
その他 62 5.4 5.5
無効・無回答 5 0.4 －

全　　体 2,802 － －

問８　あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に、影響すると思われる環境（複数回答）
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,133
家庭 1,118 97.9 98.7
地域 691 60.5 61.0
幼稚園 638 55.9 56.3
保育園 382 33.5 33.7
その他 71 6.2 6.3
無効・無回答 9 0.8 －

全　　体 2,909 － －

問９　日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか（複数回答）
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,121
日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 311 27.2 27.7
緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 701 61.4 62.5
日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 55 4.8 4.9
緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 246 21.5 21.9
いずれもいない  142 12.4 12.7
無効・無回答 21 1.8 －

全　　体 1,476 － －
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【問９で「お子さんをみてもらえる親族・知人がいる」と回答した方のみ 】
問９-１　親族や知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=979 N=971
祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる 356 36.4 36.7
祖父母等の親族の身体的負担が心配である 368 37.6 37.9
祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が心配である 405 41.4 41.7
友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる 71 7.3 7.3
友人・知人の身体的負担が心配である 35 3.6 3.6
友人・知人の時間的制約や精神的な負担が心配である 124 12.7 12.8
自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 272 27.8 28.0
子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 95 9.7 9.8
その他 40 4.1 4.1
無効・無回答 8 0.8 －

全　　体 1,774 － －

問10 あて名のお子さんの子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所 はありますか
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,071
ある 1,026 89.8 95.8
ない 45 3.9 4.2
無効・無回答 71 6.2 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問10で「ある」と回答した方のみ】
問10-１　お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,026 N=1,026
配偶者 878 85.6 85.6
祖父母等の親族 802 78.2 78.2
友人や知人 802 78.2 78.2
近所の人 202 19.7 19.7
保健所・健康福祉センター 100 9.7 9.7
保育園 187 18.2 18.2
幼稚園 225 21.9 21.9
民生委員・児童委員 10 1.0 1.0
かかりつけの医師 148 14.4 14.4
市役所の職員 11 1.1 1.1
その他 37 3.6 3.6
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 3,402 － －

問13 あて名のお子さんの子育てをする上で、不安、ストレスを感じたことがありますか。
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,128
よくある 197 17.3 17.5
ときどきある 685 60.0 60.7
ほとんどない 246 21.5 21.8
無効・無回答 14 1.2 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問13で「よくある」「ときどきある」と回答した方のみ】
問14　どういった時に不安やストレスを感じましたか。　（上位３つ）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=882 N=781
育児のために睡眠時間が少ないとき 165 18.7 21.1
子どもが泣き止まないとき 142 16.2 18.3
家族の協力、理解が得られないとき 163 18.4 20.7
自分が病気をしたとき 315 35.7 40.3
子どもとだけの生活で孤独を感じたとき 97 11.0 12.4
経済的に不安を感じたとき 248 28.1 31.8
子どもが病気やケガをしたとき 310 35.1 39.7
子どもの成長の違いを他人に比較・指摘されたとき 88 9.9 11.1
その他 155 17.5 19.7
無効・無回答 101 11.5 －

全　　体 1,782 － －
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問15　あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じることが多いと思いますか。
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,100
楽しいと感じることの方が多い 801 70.1 72.8
楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらい 223 19.5 20.3
辛いと感じることの方が多い 29 2.5 2.6
分からない 31 2.7 2.8
その他 16 1.4 1.5
無効・無回答 42 3.7 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

問16　子育てをする中で、どのような支援や対策が有効と感じていますか。 (上位3つ)
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,036
地域における子育て支援の充実 413 36.2 39.9
保育サービスの充実 383 33.5 37.0
子育て支援のネットワークづくり 105 9.1 10.0
地域における子どもの活動拠点の充実 210 18.2 20.1
妊娠・出産に対する支援 195 17.1 18.8
母親・乳児の健康に対する安心 83 7.4 8.1
子どもの教育環境 247 21.4 23.6
子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 361 31.6 34.8
仕事と家庭生活の両立 389 33.9 37.4
子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 218 19.1 21.0
障がいのある子どもへの支援 66 5.7 6.3
虐待を受けた子どもへの支援 35 3.2 3.5
小学校の放課後等の居場所の充実 299 25.8 28.5
その他 23 2.0 2.2
無効・無回答 104 9.3 －

全　　体 3,122 － －

問17　理想的なお子さんの人数
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,130
０人 3 0.3 0.3
１人 29 2.5 2.6
２人 514 45.0 45.5
３人 526 46.1 46.5
４人 44 3.9 3.9
５人以上 14 1.2 1.2
無効・無回答 12 1.1 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問17の理想的な人数に比べて、現在のお子さんの人数が少ない方のみ】
問17-1　理想的なお子さんの人数に比べ現在のお子さんの人数が少ない理由　（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=680 N=661
今後、理想の人数まで子どもを持つ予定 172 25.3 26.0
金銭面での負担が大きい 415 61.0 62.8
自分の仕事に差し支える 83 12.2 12.6
働きながら子育てができる職場環境がない 160 23.5 24.2
雇用が安定しない 45 6.6 6.8
自分や夫婦の生活を大切にしたい 31 4.6 4.7
高年齢での出産に不安がある 197 29.0 29.8
育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある 209 30.7 31.6
母親の健康上の不安 74 10.9 11.2
家族の看病や介護による負担が大きい 15 2.2 2.3
ほしいと思うができない 95 14.0 14.4
子どもがのびのび育つ社会環境ではない 35 5.1 5.3
その他 91 13.4 13.8
無効・無回答 19 2.8 －

全　　体 1,641 － －
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４．あて名のお子さんの保護者の就労状況について
【父子家庭を除く】
問18-1　母親の現在の就労状況

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,138 N=1,073
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 産休・育休・介護休業中ではない 191 16.8 17.8
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である 41 3.6 3.8
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 産休・育休・介護休業中ではない  229 20.1 21.3
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である  6 0.5 0.6
以前は就労していたが、現在は就労していない  529 46.5 49.3
これまで就労したことがない  77 6.8 7.2
無効・無回答 65 5.7 －

全　　体 1,138 100.0 100.0

【問18-1で「フルタイムで就労している」と回答した方のみ】
問18-1付問1 「１週当たりの就労日数」、「１日当たりの就労時間（残業時間を含む）」、「家を出る時間と帰宅時間」

件数 割合 割合

１週当たりの就労日数
(除無効・
無回答)

N=232 N=196
１日 0 0.0 0.0
２日 0 0.0 0.0
３日 0 0.0 0.0
４日 3 1.3 1.5
５日 177 76.3 90.3
６日 15 6.5 7.7
７日 1 0.4 0.5
無効・無回答 36 15.5 －

全　　体 232 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たりの就労時間（残業時間を含む）
(除無効・
無回答)

N=232 N=196
４時間未満 0 0.0 0.0
４時間 0 0.0 0.0
５時間 6 2.6 3.1
６時間 11 4.7 5.6
７時間 23 9.9 11.7
８時間 116 50.0 59.2
９時間 22 9.5 11.2
10時間 16 6.9 8.2
11時間 2 0.9 1.0
12時間以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 36 15.5 －

全　　体 232 100.0 100.0

件数 割合 割合

家を出る時間
(除無効・
無回答)

N=232 N=192
0時台 0 0.0 0.0
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 1 0.4 0.5
5時台 1 0.4 0.5
6時台 24 10.3 12.5
7時台 117 50.4 60.9
8時台 38 16.4 19.8
9時台 8 3.4 4.2
10時台 2 0.9 1.0
11時台 0 0.0 0.0
12時台 0 0.0 0.0
13時台 0 0.0 0.0
14時台 0 0.0 0.0
15時台 0 0.0 0.0
16時台 1 0.4 0.5
17時台 0 0.0 0.0
18時台 0 0.0 0.0
19時台 0 0.0 0.0
20時台 0 0.0 0.0
21時台 0 0.0 0.0
22時台 0 0.0 0.0
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 40 17.2 －

全　　体 232 100.0 100.0
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件数 割合 割合

帰宅時間
(除無効・
無回答)

N=232 N=191
0時台 0 0.0 0.0
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 0 0.0 0.0
5時台 0 0.0 0.0
6時台 0 0.0 0.0
7時台 0 0.0 0.0
8時台 0 0.0 0.0
9時台 0 0.0 0.0
10時台 0 0.0 0.0
11時台 0 0.0 0.0
12時台 0 0.0 0.0
13時台 0 0.0 0.0
14時台 0 0.0 0.0
15時台 1 0.4 0.5
16時台 6 2.6 3.1
17時台 19 8.2 9.9
18時台 101 43.5 52.9
19時台 41 17.7 21.5
20時台 17 7.3 8.9
21時台 5 2.2 2.6
22時台 1 0.4 0.5
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 41 17.7 －

全　　体 232 100.0 100.0

【問18-1で「パートタイム・アルバイト（フルタイム以外）で就労している」と回答した方のみ】
問18-1付問2　 「１週当たりの就労日数」、「１日当たりの就労時間（残業時間を含む）」、「家を出る時間と帰宅時間」

件数 割合 割合

１週当たりの就労日数
(除無効・
無回答)

N=235 N=207
１日 11 4.7 5.3
２日 18 7.7 8.7
３日 42 17.9 20.3
４日 73 31.1 35.3
５日 54 23.0 26.1
６日 9 3.8 4.3
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 28 11.9 －

全　　体 235 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たりの就労時間（残業時間を含む）
(除無効・
無回答)

N=235 N=203
４時間未満 30 12.8 14.8
４時間 43 18.3 21.2
５時間 29 12.3 14.3
６時間 48 20.4 23.6
７時間 22 9.4 10.8
８時間 27 11.5 13.3
９時間 1 0.4 0.5
10時間 2 0.9 1.0
11時間 0 0.0 0.0
12時間以上 1 0.4 0.5
無効・無回答 32 13.6 －

全　　体 235 100.0 100.0

187



件数 割合 割合

家を出る時間
(除無効・
無回答)

N=235 N=184
0時台 1 0.4 0.5
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 0 0.0 0.0
5時台 2 0.9 1.1
6時台 4 1.7 2.2
7時台 33 14.0 17.9
8時台 74 31.5 40.2
9時台 40 17.0 21.7
10時台 9 3.8 4.9
11時台 2 0.9 1.1
12時台 2 0.9 1.1
13時台 0 0.0 0.0
14時台 1 0.4 0.5
15時台 0 0.0 0.0
16時台 2 0.9 1.1
17時台 1 0.4 0.5
18時台 1 0.4 0.5
19時台 2 0.9 1.1
20時台 2 0.9 1.1
21時台 6 2.6 3.3
22時台 2 0.9 1.1
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 51 21.7 －

全　　体 235 100.0 100.0

件数 割合 割合

帰宅時間
(除無効・
無回答)

N=235 N=184
0時台 1 0.4 0.5
1時台 3 1.3 1.6
2時台 2 0.9 1.1
3時台 0 0.0 0.0
4時台 1 0.4 0.5
5時台 0 0.0 0.0
6時台 3 1.3 1.6
7時台 1 0.4 0.5
8時台 1 0.4 0.5
9時台 3 1.3 1.6
10時台 0 0.0 0.0
11時台 0 0.0 0.0
12時台 6 2.6 3.3
13時台 20 8.5 10.9
14時台 28 11.9 15.2
15時台 18 7.7 9.8
16時台 27 11.5 14.7
17時台 28 11.9 15.2
18時台 27 11.5 14.7
19時台 6 2.6 3.3
20時台 4 1.7 2.2
21時台 0 0.0 0.0
22時台 3 1.3 1.6
23時台 2 0.9 1.1
無効・無回答 51 21.7 －

全　　体 235 100.0 100.0

【問18-1で「パート・アルバイト（フルタイム以外）で就労している」と回答した方のみ】
問18-1付問3　母親のフルタイムへの転換希望

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=235 N=212
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある 17 7.2 8.0
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはな 61 26.0 28.8
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 120 51.1 56.6
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい  14 6.0 6.6
無効・無回答 23 9.8 －

全　　体 235 100.0 100.0
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【問18-1で「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」と回答した方のみ】
問18-1付問4　母親の就労希望

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=606 N=496
子育てや家事などに専念したい（就労の希望はない） 88 14.5 17.7
１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 282 46.5 56.9
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 126 20.8 25.4
無効・無回答 110 18.2 －

全　　体 606 100.0 100.0

【問18-1付問4で「１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 」と回答した方のみ】
問18-1付問5　就労したい時期の一番下の子どもの年齢

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=282 N=281
１歳 2 0.7 0.7
２歳 9 3.2 3.2
３歳 53 18.8 18.9
４歳 32 11.3 11.4
５歳 20 7.1 7.1
６歳 42 14.9 14.9
７歳 66 23.4 23.5
８歳 18 6.4 6.4
９歳 3 1.1 1.1
１０歳 22 7.8 7.8
１１歳以上 14 5.0 5.0
無効・無回答 1 0.4 －

全　　体 282 100.0 100.0

【問18-1付問4で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 」と回答した方のみ】
問18-1付問5　希望する就労形態

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=126 N=124
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 17 13.5 13.7
パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外） 107 84.9 86.3
無効・無回答 2 1.6 －

全　　体 126 100.0 100.0

【問18-1付問5　希望する就労形態で「パートタイム、アルバイト等 」と回答した方のみ】
問18-1付問6　「１週当たりの希望就労日数」「１日当たりの希望就労時間」

件数 割合 割合

１週当たりの希望就労日数
(除無効・
無回答)

N=107 N=106
１日 1 0.9 0.9
２日 6 5.6 5.7
３日 55 51.4 51.9
４日 35 32.7 33.0
５日 9 8.4 8.5
無効・無回答 1 0.9 －

全　　体 107 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たりの希望就労時間
(除無効・
無回答)

N=107 N=106
３時間未満 0 0.0 0.0
３時間 3 2.8 2.8
４時間 46 43.0 43.4
５時間 34 31.8 32.1
６時間 16 15.0 15.1
７時間 3 2.8 2.8
８時間 4 3.7 3.8
無効・無回答 1 0.9 －

全　　体 107 100.0 100.0
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【母子家庭を除く】
問18-2　父親の現在の就労状況

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,063 N=977
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 育休・介護休業中ではない  959 90.2 98.2
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 育休・介護休業中である  3 0.3 0.3
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、育休・介護休業中ではない  5 0.5 0.5
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 育休・介護休業中である  0 0.0 0.0
以前は就労していたが、現在は就労していない  10 0.9 1.0
これまで就労したことがない  0 0.0 0.0
無効・無回答 86 8.1 －

全　　体 1,063 100.0 100.0

【問18-2で「フルタイムで就労している」と回答した方のみ】
問18-2付問1　 「１週当たりの就労日数」、「１日当たりの就労時間（残業時間を含む）」、「家を出る時間と帰宅時間」

件数 割合 割合

１週当たりの就労日数
(除無効・
無回答)

N=962 N=720
２日以下 0 0.0 0.0
３日 9 0.9 1.3
４日 5 0.5 0.7
５日 468 48.6 65.0
６日 225 23.4 31.3
７日 13 1.4 1.8
無効・無回答 242 25.2 －

全　　体 962 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たりの就労時間（残業時間を含む）
(除無効・
無回答)

N=962 N=696
８時間未満 7 0.7 1.0
８時間 257 26.7 36.9
９時間 96 10.0 13.8
１０時間 141 14.7 20.3
１１時間 35 3.6 5.0
１２時間 89 9.3 12.8
１３時間 28 2.9 4.0
１４時間 18 1.9 2.6
１５時間 10 1.0 1.4
１６時間以上 15 1.6 2.2
無効・無回答 266 27.7 －

全　　体 962 100.0 100.0

件数 割合 割合

家を出る時間
(除無効・
無回答)

N=962 N=689
0時台 0 0.0 0.0
1時台 1 0.1 0.1
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 15 1.6 2.2
5時台 95 9.9 13.8
6時台 203 21.1 29.5
7時台 229 23.8 33.2
8時台 103 10.7 14.9
9時台 18 1.9 2.6
10時台 6 0.6 0.9
11時台 5 0.5 0.7
12時台 7 0.7 1.0
13時台 0 0.0 0.0
14時台 0 0.0 0.0
15時台 1 0.1 0.1
16時台 1 0.1 0.1
17時台 0 0.0 0.0
18時台 0 0.0 0.0
19時台 0 0.0 0.0
20時台 2 0.2 0.3
21時台 2 0.2 0.3
22時台 1 0.1 0.1
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 273 28.4 －

全　　体 962 100.0 100.0
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件数 割合 割合

帰宅時間
(除無効・
無回答)

N=962 N=683
0時台 19 2.0 2.8
1時台 5 0.5 0.7
2時台 2 0.2 0.3
3時台 2 0.2 0.3
4時台 0 0.0 0.0
5時台 1 0.1 0.1
6時台 2 0.2 0.3
7時台 0 0.0 0.0
8時台 1 0.1 0.1
9時台 5 0.5 0.7
10時台 3 0.3 0.4
11時台 4 0.4 0.6
12時台 3 0.3 0.4
13時台 1 0.1 0.1
14時台 0 0.0 0.0
15時台 3 0.3 0.4
16時台 6 0.6 0.9
17時台 47 4.9 6.9
18時台 110 11.4 16.1
19時台 147 15.3 21.5
20時台 113 11.7 16.5
21時台 94 9.8 13.8
22時台 74 7.7 10.8
23時台 41 4.3 6.0
無効・無回答 279 29.0 －

全　　体 962 100.0 100.0

【問18-2で「パートタイム・アルバイト（フルタイム以外）で就労している」と回答した方のみ】
問18-2付問2　 「１週当たりの就労日数」、「１日当たりの就労時間（残業時間を含む）」、「家を出る時間と帰宅時間」

件数 割合 割合

１週当たりの就労日数
(除無効・
無回答)

N=5 N=3
２日以下 0 0.0 0.0
３日 0 0.0 0.0
４日 0 0.0 0.0
５日 2 40.0 66.7
６日 1 20.0 33.3
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 2 40.0 －

全　　体 5 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たりの就労時間（残業時間を含む）
(除無効・
無回答)

N=5 N=3
８時間未満 2 40.0 66.7
８時間 0 0.0 0.0
９時間 0 0.0 0.0
１０時間 0 0.0 0.0
１１時間 0 0.0 0.0
１２時間 1 20.0 33.3
１３時間 0 0.0 0.0
１４時間 0 0.0 0.0
１５時間 0 0.0 0.0
１６時間以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 2 40.0 －

全　　体 5 100.0 100.0

191



件数 割合 割合

家を出る時間
(除無効・
無回答)

N=5 N=2
0時台 0 0.0 0.0
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 0 0.0 0.0
5時台 0 0.0 0.0
6時台 0 0.0 0.0
7時台 0 0.0 0.0
8時台 1 20.0 50.0
9時台 0 0.0 0.0
10時台 0 0.0 0.0
11時台 0 0.0 0.0
12時台 0 0.0 0.0
13時台 0 0.0 0.0
14時台 0 0.0 0.0
15時台 0 0.0 0.0
16時台 0 0.0 0.0
17時台 1 20.0 50.0
18時台 0 0.0 0.0
19時台 0 0.0 0.0
20時台 0 0.0 0.0
21時台 0 0.0 0.0
22時台 0 0.0 0.0
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 3 60.0 －

全　　体 5 100.0 100.0

件数 割合 割合

帰宅時間
(除無効・
無回答)

N=5 N=2
0時台 1 20.0 50.0
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 0 0.0 0.0
5時台 0 0.0 0.0
6時台 0 0.0 0.0
7時台 0 0.0 0.0
8時台 0 0.0 0.0
9時台 0 0.0 0.0
10時台 0 0.0 0.0
11時台 0 0.0 0.0
12時台 0 0.0 0.0
13時台 0 0.0 0.0
14時台 0 0.0 0.0
15時台 0 0.0 0.0
16時台 0 0.0 0.0
17時台 0 0.0 0.0
18時台 0 0.0 0.0
19時台 0 0.0 0.0
20時台 0 0.0 0.0
21時台 0 0.0 0.0
22時台 0 0.0 0.0
23時台 1 20.0 50.0
無効・無回答 3 60.0 －

全　　体 5 100.0 100.0

【問18-2で「パート・アルバイト（フルタイム以外）で就労している」と回答した方のみ】
問18-2付問3　父親のフルタイムへの転換希望

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=5 N=5
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある 2 40.0 40.0
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはな 2 40.0 40.0
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 1 20.0 20.0
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい  0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 5 100.0 100.0
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【問18-2で「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」と回答した方のみ】
問18-2付問4　父親のフルタイムへの転換希望

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=10 N=6
子育てや家事などに専念したい（就労の希望はない） 1 10.0 16.7
１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 1 10.0 16.7
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 4 40.0 66.7
無効・無回答 4 40.0 －

全　　体 10 100.0 100.0

【問18-2付問4で「１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 」と回答した方のみ】
問18-2付問5　就労したい時期の一番下の子どもの年齢

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1 N=1
１歳 0 0.0 0.0
２歳 0 0.0 0.0
３歳 0 0.0 0.0
４歳 0 0.0 0.0
５歳 0 0.0 0.0
６歳 0 0.0 0.0
７歳 1 100.0 100.0
８歳 0 0.0 0.0
９歳 0 0.0 0.0
１０歳 0 0.0 0.0
１１歳以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 1 100.0 100.0

【問18-2付問4で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 」と回答した方のみ】
問18-2付問5　希望する就労形態

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=4 N=4
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 3 75.0 75.0
パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外） 1 25.0 25.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 4 100.0 100.0

【問18-2付問5　希望する就労形態で「パートタイム、アルバイト等 」と回答した方のみ】
問18-2付問6　「１週当たりの希望就労日数」「１日当たりの希望就労時間」

件数 割合 割合

１週当たりの希望就労日数
(除無効・
無回答)

N=1 N=1
１日 0 0.0 0.0
２日 0 0.0 0.0
３日 0 0.0 0.0
４日 0 0.0 0.0
５日 1 100.0 100.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 1 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たりの希望就労時間
(除無効・
無回答)

N=1 N=1
３時間 0 0.0 0.0
４時間 0 0.0 0.0
５時間 0 0.0 0.0
６時間 0 0.0 0.0
７時間 0 0.0 0.0
８時間 1 100.0 100.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 1 100.0 100.0
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５．あて名のお子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について
問19　あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用されていますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,132
利用している 741 64.9 65.5
利用していない 391 34.2 34.5
無効・無回答 10 0.9 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問19で「利用している」と回答した方のみ】
問19-１　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）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=741 N=737
幼稚園 422 57.0 57.3
幼稚園の預かり保育 40 5.4 5.4
認可保育所（保育園） 259 35.0 35.1
家庭的保育（保育ママ） 0 0.0 0.0
事業所内保育施設 23 3.1 3.1
その他の認可外の保育施設 23 3.1 3.1
ファミリー・サポート・センター 3 0.4 0.4
その他 26 3.5 3.5
無効・無回答 4 0.5 －

全　　体 800 － －

【問19で「利用している」と回答した方のみ】
問19-2-①　平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、現在どのくらい利用していますか
　　　　 「１週当たり日数」、「１日当たり時間」、「開始時刻」「終了時刻」

件数 割合 割合

１週当たり日数
(除無効・
無回答)

N=741 N=728
１日 12 1.6 1.6
２日 36 4.9 4.9
３日 18 2.4 2.5
４日 31 4.2 4.3
５日 610 82.3 83.8
６日以上 21 2.8 2.9
無効・無回答 13 1.8 －

全　　体 741 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たり時間
(除無効・
無回答)

N=741 N=726
２時間未満 6 0.8 0.8
２時間 8 1.1 1.1
３時間 8 1.1 1.1
４時間 49 6.6 6.7
５時間 153 20.6 21.1
６時間 185 25.0 25.5
７時間 57 7.7 7.9
８時間 76 10.3 10.5
９時間 62 8.4 8.5
１０時間 70 9.4 9.6
１１時間 44 5.9 6.1
１２時間 6 0.8 0.8
１３時間以上 2 0.3 0.3
無効・無回答 15 2.0 －

全　　体 741 100.0 100.0

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=741 N=716
７時台 64 8.6 8.9
８時台 229 30.9 32.0
９時台 343 46.3 47.9
10時台 76 10.3 10.6
11時台 0 0.0 0.0
12時台以降 4 0.5 0.6
無効・無回答 25 3.4 －

全　　体 741 100.0 100.0
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件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=741 N=718
１１時台 5 0.7 0.7
１２時台 7 0.9 1.0
１３時台 23 3.1 3.2
１４時台 250 33.7 34.8
１５時台 120 16.2 16.7
１６時台 93 12.6 13.0
１７時台 79 10.7 11.0
１８時台 117 15.8 16.3
１９時台 20 2.7 2.8
２０時台 4 0.5 0.6
無効・無回答 23 3.1 －

全　　体 741 100.0 100.0

【問19で「利用している」と回答した方のみ】
問19-2-②　平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、希望としては どのくらい利用したいですか
　　　　 「１週当たり日数」、「１日当たり時間」、「開始時刻」「終了時刻」

件数 割合 割合

１週当たり日数
(除無効・
無回答)

N=741 N=606
１日 3 0.4 0.5
２日 13 1.8 2.1
３日 21 2.8 3.5
４日 12 1.6 2.0
５日 513 69.2 84.7
６日 39 5.3 6.4
７日 5 0.7 0.8
無効・無回答 135 18.2 －

全　　体 741 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たり時間
(除無効・
無回答)

N=741 N=600
１時間 1 0.1 0.2
２時間 1 0.1 0.2
３時間 2 0.3 0.3
４時間 23 3.1 3.8
５時間 40 5.4 6.7
６時間 121 16.3 20.2
７時間 113 15.2 18.8
８時間 117 15.8 19.5
９時間 56 7.6 9.3
１０時間 61 8.2 10.2
１１時間 36 4.9 6.0
１２時間 21 2.8 3.5
１３時間 5 0.7 0.8
１４時間以上 3 0.4 0.5
無効・無回答 141 19.0 －

全　　体 741 100.0 100.0

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=741 N=601
６時台 3 0.4 0.5
７時台 60 8.1 10.0
８時台 229 30.9 38.1
９時台 268 36.2 44.6
１０時台 39 5.3 6.5
１１時台以降 2 0.3 0.3
無効・無回答 140 18.9 －

全　　体 741 100.0 100.0
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件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=741 N=602
１１時台 1 0.1 0.2
１２時台 0 0.0 0.0
１３時台 5 0.7 0.8
１４時台 61 8.2 10.1
１５時台 162 21.9 26.9
１６時台 126 17.0 20.9
１７時台 92 12.4 15.3
１８時台 95 12.8 15.8
１９時台 38 5.1 6.3
２０時台 18 2.4 3.0
２１時台 4 0.5 0.7
無効・無回答 139 18.8 －

全　　体 741 100.0 100.0

【問19で「利用している」と回答した方のみ】
問19-3　現在、利用している教育・保育事業の実施場所

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=741 N=736
横須賀市内 713 96.2 96.9
三浦市 7 0.9 1.0
逗子市 0 0.0 0.0
葉山町 4 0.5 0.5
横浜市 10 1.3 1.4
その他 2 0.3 0.3
無効・無回答 5 0.7 －

全　　体 741 100.0 100.0

【問19で「利用している」と回答した方のみ】
問19-4　平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている主な理由（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=741 N=740
子どもの教育や発達のため 519 70.0 70.1
子育てをしている方が現在就労している 341 46.0 46.1
子育てをしている方が就労予定であるか、または求職中である 19 2.6 2.6
子育てをしている方が家族・親族などを介護している 8 1.1 1.1
子育てをしている方に病気や障害がある 16 2.2 2.2
子育てをしている方が学生である 4 0.5 0.5
その他 24 3.2 3.2
無効・無回答 1 0.1 －

全　　体 932 － －

【問19で「利用していない」と回答した方のみ】
問19-5　平日に定期的に教育・保育の事業を利用していない理由（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=391 N=387
（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利用する必要がない 187 47.8 48.3
子どもの祖父母や親戚の人がみている 27 6.9 7.0
近所の人や父母の友人・知人がみている 0 0.0 0.0
利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 41 10.5 10.6
利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 53 13.6 13.7
利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 4 1.0 1.0
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 13 3.3 3.4
子どもがまだ小さいため（□歳くらいになったら利用しようと考えている） 233 59.6 60.2
その他 41 10.5 10.6
無効・無回答 4 1.0 －

全　　体 603 － －
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問20　現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの平日の教育・ 保育の事業として、「定期的に」利用したいと
考える事業（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,125
幼稚園 811 71.0 72.1
幼稚園の預かり保育 416 36.4 37.0
認可保育所（保育園） 420 36.8 37.3
認定こども園 296 25.9 26.3
小規模な保育施設 84 7.4 7.5
家庭的保育（保育ママ） 24 2.1 2.1
事業所内保育施設 84 7.4 7.5
その他の認可外の保育施設 34 3.0 3.0
居宅訪問型保育 55 4.8 4.9
ファミリー・サポート・センター 95 8.3 8.4
その他 11 1.0 1.0
無効・無回答 17 1.5 －

全　　体 2,347 － －

問21　あて名のお子さんについて、「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育を望まれますか。 (上位3つ)
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,075
人格形成の基礎を築く教育・保育 799 69.9 74.2
幼児期に必要な体験 852 74.5 79.2
生活習慣の確立 535 46.6 49.5
親子交流の機会 51 4.5 4.7
子育てに関する相談 43 3.9 4.1
家庭的で和らげる雰囲気 135 11.8 12.6
安心して就労できる保育時間 319 27.9 29.7
配慮を要する子どもへの発達に応じた教育・保育 97 8.6 9.1
学力と体力の向上 253 22.0 23.3
その他 12 1.1 1.1
無効・無回答 66 5.9 －

全　　体 3,158 － －

問22　あて名のお子さんについて、「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育の環境や設備を望まれますか。
 (上位3つ)

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,085
子どもの発達に応じた広さや環境を備えた保育室 561 49.1 51.7
子どもがのびのびと運動ができる園庭 671 58.8 61.8
給食の提供 417 36.3 38.2
給食の内容（アレルギー対応や食材など） 113 9.9 10.4
送迎バス 278 24.4 25.7
送迎に便利な立地 226 19.8 20.8
保育士や幼稚園教諭の手厚い配置 637 55.8 58.7
施設や遊具が充実している 200 17.3 18.2
その他 30 2.6 2.8
無効・無回答 57 5.0 －

全　　体 3,187 － －

問23　あて名のお子さんは、「愛らんど」や「わいわい広場」を利用していますか。（複数回答）
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,110
愛らんどを利用している 192 16.8 17.3
わいわい広場を利用している 85 7.4 7.7
利用していない 885 77.5 79.7
無効・無回答 32 2.8 －

全　　体 1,194 － －
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【問23で「愛らんどを利用している」と回答した方のみ】
問23付問　利用されている場合の１ケ月当たりのおおよその利用回数（頻度）

件数 割合 割合

愛らんど　利用頻度（1ヶ月当たり）
(除無効・
無回答)

N=192 N=182
１回未満 20 10.4 11.0
１回 102 53.1 56.0
２回 21 10.9 11.5
３回 13 6.8 7.1
４回 14 7.3 7.7
５回 5 2.6 2.7
６回 2 1.0 1.1
７回 0 0.0 0.0
８回 1 0.5 0.5
９回 0 0.0 0.0
１０回以上 4 2.1 2.2
無効・無回答 10 5.2 －

全　　体 192 100.0 100.0

【問23で「わいわい広場を利用している」と回答した方のみ】
問23付問　利用されている場合の１年当たりのおおよその利用回数（頻度）

件数 割合 割合

わいわい広場　利用頻度（1年当たり）
(除無効・
無回答)

N=85 N=82
１回 20 23.5 24.4
２回 14 16.5 17.1
３回 16 18.8 19.5
４回 8 9.4 9.8
５回 7 8.2 8.5
６回 6 7.1 7.3
７回 0 0.0 0.0
８回 1 1.2 1.2
９回 1 1.2 1.2
１０回 8 9.4 9.8
１１回以上 1 1.2 1.2
無効・無回答 3 3.5 －

全　　体 85 100.0 100.0

問24　問23のような事業について、利用日数を増やしたいと思いますか。
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,066
利用していないが、今後利用したい 205 18.0 19.2
すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 90 7.9 8.4
新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 771 67.5 72.3
無効・無回答 76 6.7 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問24で「利用していないが、今後利用したい」と回答した方のみ】
問24付問1　事業の今後の利用意向（１ケ月当たりの利用回数）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=205 N=187
１回 92 44.9 49.2
２回 52 25.4 27.8
３回 16 7.8 8.6
４回 18 8.8 9.6
５回 5 2.4 2.7
６回 1 0.5 0.5
７回 0 0.0 0.0
８回 0 0.0 0.0
９回 0 0.0 0.0
１０回以上 3 1.5 1.6
無効・無回答 18 8.8 －

全　　体 205 100.0 100.0
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【問24で「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」と回答した方のみ】
問24付問2　現在の利用回数に加えて更に利用したい回数（１ケ月当たり）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=90 N=84
１回 14 15.6 16.7
２回 27 30.0 32.1
３回 14 15.6 16.7
４回 9 10.0 10.7
５回 6 6.7 7.1
６回 2 2.2 2.4
７回 2 2.2 2.4
８回 5 5.6 6.0
９回 0 0.0 0.0
１０回以上 5 5.6 6.0
無効・無回答 6 6.7 －

全　　体 90 100.0 100.0

問25　次の事業を知っていますか

はい いいえ
無効・
無回答

全体

件数 健康福祉センターの子育て教室 967 105 70 1,142
健康福祉センターの育児相談会 698 391 53 1,142
横須賀市子育てホットライン 745 351 46 1,142
保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談 738 340 64 1,142
保育園や幼稚園での親子教室や講演会 686 389 67 1,142
地域の子育て広場やサロン 884 192 66 1,142
はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） 918 174 50 1,142
市発行の「子育てガイド」 626 457 59 1,142
子育て支援ヘルパー 611 483 48 1,142
乳幼児健康支援デイサービスセンター 302 791 49 1,142

割合 健康福祉センターの子育て教室 N=1,142 84.7 9.2 6.1 100.0
健康福祉センターの育児相談会 N=1,142 61.1 34.2 4.6 100.0
横須賀市子育てホットライン N=1,142 65.2 30.7 4.0 100.0
保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談 N=1,142 64.6 29.8 5.6 100.0
保育園や幼稚園での親子教室や講演会 N=1,142 60.1 34.1 5.9 100.0
地域の子育て広場やサロン N=1,142 77.4 16.8 5.8 100.0
はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,142 80.4 15.2 4.4 100.0
市発行の「子育てガイド」 N=1,142 54.8 40.0 5.2 100.0
子育て支援ヘルパー N=1,142 53.5 42.3 4.2 100.0
乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,142 26.4 69.3 4.3 100.0

割合 健康福祉センターの子育て教室 N=1,072 90.2 9.8 － 100.0
(除無効・ 健康福祉センターの育児相談会 N=1,089 64.1 35.9 － 100.0
無回答) 横須賀市子育てホットライン N=1,096 68.0 32.0 － 100.0

保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談 N=1,078 68.5 31.5 － 100.0
保育園や幼稚園での親子教室や講演会 N=1,075 63.8 36.2 － 100.0
地域の子育て広場やサロン N=1,076 82.2 17.8 － 100.0
はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,092 84.1 15.9 － 100.0
市発行の「子育てガイド」 N=1,083 57.8 42.2 － 100.0
子育て支援ヘルパー N=1,094 55.9 44.1 － 100.0
乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,093 27.6 72.4 － 100.0
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問25　次の事業をこれまでに利用したことがありますか

はい いいえ
無効・
無回答

全体

件数 健康福祉センターの子育て教室 678 388 76 1,142
健康福祉センターの育児相談会 164 862 116 1,142
横須賀市子育てホットライン 111 912 119 1,142
保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談 381 660 101 1,142
保育園や幼稚園での親子教室や講演会 402 633 107 1,142
地域の子育て広場やサロン 513 534 95 1,142
はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） 286 756 100 1,142
市発行の「子育てガイド」 301 724 117 1,142
子育て支援ヘルパー 44 977 121 1,142
乳幼児健康支援デイサービスセンター 21 996 125 1,142

割合 健康福祉センターの子育て教室 N=1,142 59.4 34.0 6.7 100.0
健康福祉センターの育児相談会 N=1,142 14.4 75.5 10.2 100.0
横須賀市子育てホットライン N=1,142 9.7 79.9 10.4 100.0
保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談 N=1,142 33.4 57.8 8.8 100.0
保育園や幼稚園での親子教室や講演会 N=1,142 35.2 55.4 9.4 100.0
地域の子育て広場やサロン N=1,142 44.9 46.8 8.3 100.0
はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,142 25.0 66.2 8.8 100.0
市発行の「子育てガイド」 N=1,142 26.4 63.4 10.2 100.0
子育て支援ヘルパー N=1,142 3.9 85.6 10.6 100.0
乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,142 1.8 87.2 10.9 100.0

割合 健康福祉センターの子育て教室 N=1,066 63.6 36.4 － 100.0
(除無効・ 健康福祉センターの育児相談会 N=1,026 16.0 84.0 － 100.0
無回答) 横須賀市子育てホットライン N=1,023 10.9 89.1 － 100.0

保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談 N=1,041 36.6 63.4 － 100.0
保育園や幼稚園での親子教室や講演会 N=1,035 38.8 61.2 － 100.0
地域の子育て広場やサロン N=1,047 49.0 51.0 － 100.0
はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,042 27.4 72.6 － 100.0
市発行の「子育てガイド」 N=1,025 29.4 70.6 － 100.0
子育て支援ヘルパー N=1,021 4.3 95.7 － 100.0
乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,017 2.1 97.9 － 100.0

問25　次の事業を今後利用したいですか

はい いいえ
無効・
無回答

全体

件数 健康福祉センターの子育て教室 382 617 143 1,142
健康福祉センターの育児相談会 384 623 135 1,142
横須賀市子育てホットライン 440 562 140 1,142
保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談 653 360 129 1,142
保育園や幼稚園での親子教室や講演会 640 375 127 1,142
地域の子育て広場やサロン 519 497 126 1,142
はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） 506 503 133 1,142
市発行の「子育てガイド」 591 418 133 1,142
子育て支援ヘルパー 288 719 135 1,142
乳幼児健康支援デイサービスセンター 274 732 136 1,142

割合 健康福祉センターの子育て教室 N=1,142 33.5 54.0 12.5 100.0
健康福祉センターの育児相談会 N=1,142 33.6 54.6 11.8 100.0
横須賀市子育てホットライン N=1,142 38.5 49.2 12.3 100.0
保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談 N=1,142 57.2 31.5 11.3 100.0
保育園や幼稚園での親子教室や講演会 N=1,142 56.0 32.8 11.1 100.0
地域の子育て広場やサロン N=1,142 45.4 43.5 11.0 100.0
はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,142 44.3 44.0 11.6 100.0
市発行の「子育てガイド」 N=1,142 51.8 36.6 11.6 100.0
子育て支援ヘルパー N=1,142 25.2 63.0 11.8 100.0
乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,142 24.0 64.1 11.9 100.0

割合 健康福祉センターの子育て教室 N=999 38.2 61.8 － 100.0
(除無効・ 健康福祉センターの育児相談会 N=1,007 38.1 61.9 － 100.0
無回答) 横須賀市子育てホットライン N=1,002 43.9 56.1 － 100.0

保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談 N=1,013 64.5 35.5 － 100.0
保育園や幼稚園での親子教室や講演会 N=1,015 63.1 36.9 － 100.0
地域の子育て広場やサロン N=1,016 51.1 48.9 － 100.0
はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,009 50.1 49.9 － 100.0
市発行の「子育てガイド」 N=1,009 58.6 41.4 － 100.0
子育て支援ヘルパー N=1,007 28.6 71.4 － 100.0
乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,006 27.2 72.8 － 100.0
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７．あて名のお子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業の利用希望について
問26-1　あて名のお子さんについて、土曜日の定期的な教育・保育の事業の利用希望はありますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,121
利用する必要はない 719 63.0 64.1
ほぼ毎週利用したい 100 8.8 8.9
月に１～２回は利用したい 302 26.4 26.9
無効・無回答 21 1.8 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問26-1で「ほぼ毎週利用したい」または「月に１～２回は利用したい」と回答した方のみ】
問26-1付問　利用したい時間帯

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=402 N=391
６時台 1 0.2 0.3
７時台 44 10.9 11.3
８時台 126 31.3 32.2
９時台 164 40.8 41.9
１０時台 47 11.7 12.0
１１時台 2 0.5 0.5
１２時台以降 7 1.7 1.8
無効・無回答 11 2.7 －

全　　体 402 100.0 100.0

件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=402 N=391
１１時台 2 0.5 0.5
１２時台 16 4.0 4.1
１３時台 12 3.0 3.1
１４時台 26 6.5 6.6
１５時台 84 20.9 21.5
１６時台 70 17.4 17.9
１７時台 65 16.2 16.6
１８時台 77 19.2 19.7
１９時台 25 6.2 6.4
２０時台 11 2.7 2.8
２１時台 1 0.2 0.3
２２時台以降 2 0.5 0.5
無効・無回答 11 2.7 －

全　　体 402 100.0 100.0

問26-2あて名のお子さんについて、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
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,114
利用する必要はない 876 76.7 78.6
ほぼ毎週利用したい 27 2.4 2.4
月に１～２回は利用したい 211 18.5 18.9
無効・無回答 28 2.5 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問26-2で「ほぼ毎週利用したい」または「月に１～２回は利用したい」と回答した方のみ】
問26-2付問　利用したい時間帯

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=238 N=230
６時台 2 0.8 0.9
７時台 37 15.5 16.1
８時台 60 25.2 26.1
９時台 96 40.3 41.7
１０時台 30 12.6 13.0
１１時台以降 5 2.1 2.2
無効・無回答 8 3.4 －

全　　体 238 100.0 100.0
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件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=238 N=230
１２時台 4 1.7 1.7
１３時台 5 2.1 2.2
１４時台 13 5.5 5.7
１５時台 43 18.1 18.7
１６時台 35 14.7 15.2
１７時台 41 17.2 17.8
１８時台 60 25.2 26.1
１９時台 17 7.1 7.4
２０時台 10 4.2 4.3
２１時台以降 2 0.8 0.9
無効・無回答 8 3.4 －

全　　体 238 100.0 100.0

【問26-1もしくは26-2で「月に１～２回は利用したい」と回答した方のみ】
問26-3　毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=352 N=346
月に数回仕事が入るため 187 53.1 54.0
平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 139 39.5 40.2
親族の介護や手伝いが必要なため 8 2.3 2.3
リフレッシュのため 141 40.1 40.8
その他 57 16.2 16.5
無効・無回答 6 1.7 －

全　　体 538 － －

【問19-１で「幼稚園」と回答した方のみ】
問27 あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育の事業の利用を希望しますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=422 N=408
利用の希望はない 166 39.3 40.7
休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 31 7.3 7.6
休みの期間中、週に数日利用したい 211 50.0 51.7
無効・無回答 14 3.3 －

全　　体 422 100.0 100.0

【問27で「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」または「休みの期間中、週に数日利用したい」と回答した方のみ】
問27付問　利用したい時間帯

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=242 N=239
６時台 1 0.4 0.4
７時台 3 1.2 1.3
８時台 59 24.4 24.7
９時台 151 62.4 63.2
１０時台 25 10.3 10.5
無効・無回答 3 1.2 －

全　　体 242 100.0 100.0

件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=242 N=239
１２時台 4 1.7 1.7
１３時台 1 0.4 0.4
１４時台 29 12.0 12.1
１５時台 92 38.0 38.5
１６時台 47 19.4 19.7
１７時台 40 16.5 16.7
１８時台 21 8.7 8.8
１９時台 4 1.7 1.7
２０時台以降 1 0.4 0.4
無効・無回答 3 1.2 －

全　　体 242 100.0 100.0
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【問27で「休みの期間中、週に数日利用したい」と回答した方のみ】
問27-1　毎日ではなく、たまに利用したい理由は何ですか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=211 N=207
週に数回仕事が入るため 76 36.0 36.7
買い物等の用事をまとめて済ませるため 86 40.8 41.5
親等親族の介護や手伝いが必要なため 3 1.4 1.4
リフレッシュのため 92 43.6 44.4
その他 51 24.2 24.6
無効・無回答 4 1.9 －

全　　体 312 － －

８．あて名のお子さんの病気の際の対応について
【問19で「利用している」と回答した方のみ】
問28　この１年間に、あて名のお子さんが病気やけがで通常の事業が利用できなかったことはありますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=741 N=717
あった 568 76.7 79.2
なかった 149 20.1 20.8
無効・無回答 24 3.2 －

全　　体 741 100.0 100.0

【問28で「あった」と回答した方のみ】
問28-１　お子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合に、この１年間に行った対処方法（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=568 N=565
父親が休んだ 89 15.7 15.8
母親が休んだ 297 52.3 52.6
（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 194 34.2 34.3
父親又は母親のうち就労をしていない方が子どもをみた 241 42.4 42.7
病児・病後児（乳幼児健康支援デイサービスセンター）の保育を利用した 13 2.3 2.3
ベビーシッターを利用した 3 0.5 0.5
仕方なく子どもだけで留守番をさせた 5 0.9 0.9
その他 15 2.6 2.7
無効・無回答 3 0.5 －

全　　体 860 － －

【問28で「あった」と回答した方のみ】
問28-１　お子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できずに対処した日数

件数 割合 割合

父親が休んだ
(除無効・
無回答)

N=89 N=88
１日 18 20.2 20.5
２日 20 22.5 22.7
３日 18 20.2 20.5
４日 5 5.6 5.7
５日 14 15.7 15.9
６日 1 1.1 1.1
７日 3 3.4 3.4
８日 3 3.4 3.4
９日 0 0.0 0.0
１０日 4 4.5 4.5
１１～１５日 2 2.2 2.3
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 0 0.0 0.0
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 1 1.1 －

全　　体 89 100.0 100.0
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件数 割合 割合

母親が休んだ
(除無効・
無回答)

N=297 N=291
１日 18 6.1 6.2
２日 44 14.8 15.1
３日 45 15.2 15.5
４日 11 3.7 3.8
５日 43 14.5 14.8
６日 7 2.4 2.4
７日 19 6.4 6.5
８日 3 1.0 1.0
９日 2 0.7 0.7
１０日 53 17.8 18.2
１１～１５日 19 6.4 6.5
１６～２０日 16 5.4 5.5
２１～２５日 4 1.3 1.4
２６～３０日 4 1.3 1.4
３１日以上 3 1.0 1.0
無効・無回答 6 2.0 －

全　　体 297 100.0 100.0

件数 割合 割合

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった
(除無効・
無回答)

N=194 N=189
１日 20 10.3 10.6
２日 31 16.0 16.4
３日 23 11.9 12.2
４日 8 4.1 4.2
５日 40 20.6 21.2
６日 3 1.5 1.6
７日 11 5.7 5.8
８日 2 1.0 1.1
９日 1 0.5 0.5
１０日 26 13.4 13.8
１１～１５日 5 2.6 2.6
１６～２０日 11 5.7 5.8
２１～２５日 1 0.5 0.5
２６～３０日 6 3.1 3.2
３１日以上 1 0.5 0.5
無効・無回答 5 2.6 －

全　　体 194 100.0 100.0

件数 割合 割合

父親又は母親のうち就労をしていない方が子どもをみた
(除無効・
無回答)

N=241 N=230
１日 17 7.1 7.4
２日 22 9.1 9.6
３日 32 13.3 13.9
４日 19 7.9 8.3
５日 38 15.8 16.5
６日 7 2.9 3.0
７日 20 8.3 8.7
８日 3 1.2 1.3
９日 0 0.0 0.0
１０日 38 15.8 16.5
１１～１５日 12 5.0 5.2
１６～２０日 11 4.6 4.8
２１～２５日 1 0.4 0.4
２６～３０日 7 2.9 3.0
３１日以上 3 1.2 1.3
無効・無回答 11 4.6 －

全　　体 241 100.0 100.0
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件数 割合 割合

病児・病後児（乳幼児健康支援デイサービスセンター）の保育を利用した
(除無効・
無回答)

N=13 N=13
１日 3 23.1 23.1
２日 1 7.7 7.7
３日 3 23.1 23.1
４日 0 0.0 0.0
５日 4 30.8 30.8
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 2 15.4 15.4
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 0 0.0 0.0
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 13 100.0 100.0

件数 割合 割合

ベビーシッターを利用した
(除無効・
無回答)

N=3 N=3
１日 2 66.7 66.7
２日 0 0.0 0.0
３日 1 33.3 33.3
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 0 0.0 0.0
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 0 0.0 0.0
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 3 100.0 100.0

件数 割合 割合

仕方なく子どもだけで留守番をさせた
(除無効・
無回答)

N=5 N=5
１日 3 60.0 60.0
２日 1 20.0 20.0
３日 0 0.0 0.0
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 0 0.0 0.0
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 1 20.0 20.0
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 5 100.0 100.0
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件数 割合 割合

その他
(除無効・
無回答)

N=15 N=12
１日 1 6.7 8.3
２日 1 6.7 8.3
３日 3 20.0 25.0
４日 1 6.7 8.3
５日 1 6.7 8.3
６日 0 0.0 0.0
７日 2 13.3 16.7
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 1 6.7 8.3
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 2 13.3 16.7
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 3 20.0 －

全　　体 15 100.0 100.0

【問28-１で「父親が休んだ」または「母親が休んだ」と回答した方のみ】
問28-2　その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等に預けたい」と思われましたか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=305 N=303
できれば病児・病後児保育施設等を利用したいと思う 123 40.3 40.6
利用したいとは思わない 180 59.0 59.4
無効・無回答 2 0.7 －

全　　体 305 100.0 100.0

【問28-2で「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」と回答した方のみ】
問28-2付問　病児・病後児のための保育施設等を利用したい日数

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=123 N=112
１日 5 4.1 4.5
２日 15 12.2 13.4
３日 19 15.4 17.0
４日 5 4.1 4.5
５日 21 17.1 18.8
６日 3 2.4 2.7
７日 13 10.6 11.6
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 15 12.2 13.4
１１～１５日 7 5.7 6.3
１６～２０日 6 4.9 5.4
２１～２５日 2 1.6 1.8
２６～３０日 1 0.8 0.9
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 11 8.9 －

全　　体 123 100.0 100.0

【問28-2で「できれば病児・病後児保育施設等を利用したいと思う」と回答した方のみ】
問28-3　病気やけがで子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=123 N=123
保育園や幼稚園などに併設した施設で子どもを預かる事業 98 79.7 79.7
小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 85 69.1 69.1
地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業（例：ファミリー・サポート・センター等） 18 14.6 14.6
その他 4 3.3 3.3
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 205 － －

206



【問28-2で「利用したいと思わない」と回答した方のみ】
問28-4　利用したいと思わない理由（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=180 N=176
病気やけがの子どもを他人に看てもらうのは不安 112 62.2 63.6
地域の事業の質に不安がある 14 7.8 8.0
地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない 52 28.9 29.5
利用料がかかる・高い 51 28.3 29.0
利用料がわからない 41 22.8 23.3
親が仕事を休んで対応する 88 48.9 50.0
その他 45 25.0 25.6
無効・無回答 4 2.2 －

全　　体 407 － －

【問28-1で「（同居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらった」～「その他」と回答した方のみ】
問28-5　その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=434 N=298
できれば仕事を休んで看たい 178 41.0 59.7
休んで看ることは非常に難しい 120 27.6 40.3
無効・無回答 136 31.3 －

全　　体 434 100.0 100.0

【問28-5で「できれば仕事を休んで看たい」と回答した方のみ】
問28-5付問　できれば仕事を休んで看たかった日数

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=178 N=163
１日 18 10.1 11.0
２日 26 14.6 16.0
３日 34 19.1 20.9
４日 5 2.8 3.1
５日 29 16.3 17.8
６日 1 0.6 0.6
７日 9 5.1 5.5
８日 3 1.7 1.8
９日 1 0.6 0.6
１０日 27 15.2 16.6
１１～１５日 4 2.2 2.5
１６～２０日 4 2.2 2.5
２１～２５日 1 0.6 0.6
２６～３０日 1 0.6 0.6
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 15 8.4 －

全　　体 178 100.0 100.0

【問28-5で「休んで看ることは非常に難しい」と回答した方のみ】
問28-6　休んで看ることは非常に難しいと思われる理由（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=120 N=117
子どもの看護を理由に休みがとれない 69 57.5 59.0
自営業なので休めない 6 5.0 5.1
休暇日数が足りないので休めない 14 11.7 12.0
その他 46 38.3 39.3
無効・無回答 3 2.5 －

全　　体 138 － －

９．あて名のお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について
問29　日中の定期的な保育や病気のため以外に、保護者の私用、通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業は

ありますか（複数回答）
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,113
一時預かり 74 6.5 6.6
幼稚園の預かり保育 147 12.9 13.2
ファミリー・サポート・センター 20 1.8 1.8
ベビーシッター 3 0.3 0.3
その他 10 0.9 0.9
利用していない 881 77.1 79.2
無効・無回答 29 2.5 －

全　　体 1,164 － －

207



問29付問　１年間の不定期に利用している日数
件数 割合 割合

一時預かり
(除無効・
無回答)

N=74 N=71
１日 13 17.6 18.3
２日 10 13.5 14.1
３日 5 6.8 7.0
４日 3 4.1 4.2
５日 6 8.1 8.5
６日 0 0.0 0.0
７日 1 1.4 1.4
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 9 12.2 12.7
１１～１５日 6 8.1 8.5
１６～２０日 4 5.4 5.6
２１～２５日 3 4.1 4.2
２６～３０日 4 5.4 5.6
３１日以上 7 9.5 9.9
無効・無回答 3 4.1 －

全　　体 74 100.0 100.0

件数 割合 割合

幼稚園の預かり保育
(除無効・
無回答)

N=147 N=137
１日 17 11.6 12.4
２日 17 11.6 12.4
３日 18 12.2 13.1
４日 2 1.4 1.5
５日 20 13.6 14.6
６日 2 1.4 1.5
７日 2 1.4 1.5
８日 4 2.7 2.9
９日 0 0.0 0.0
１０日 24 16.3 17.5
１１～１５日 8 5.4 5.8
１６～２０日 6 4.1 4.4
２１～２５日 2 1.4 1.5
２６～３０日 4 2.7 2.9
３１日以上 11 7.5 8.0
無効・無回答 10 6.8 －

全　　体 147 100.0 100.0

件数 割合 割合

ファミリー・サポート・センター
(除無効・
無回答)

N=20 N=17
１日 2 10.0 11.8
２日 6 30.0 35.3
３日 1 5.0 5.9
４日 0 0.0 0.0
５日 1 5.0 5.9
６日 1 5.0 5.9
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 3 15.0 17.6
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 1 5.0 5.9
２１～２５日 1 5.0 5.9
２６～３０日 0 0.0 0.0
３１日以上 1 5.0 5.9
無効・無回答 3 15.0 －

全　　体 20 100.0 100.0
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件数 割合 割合

ベビーシッター
(除無効・
無回答)

N=3 N=3
１日 1 33.3 33.3
２日 0 0.0 0.0
３日 0 0.0 0.0
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 2 66.7 66.7
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 0 0.0 0.0
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 3 100.0 100.0

件数 割合 割合

その他
(除無効・
無回答)

N=10 N=9
１日 1 10.0 11.1
２日 0 0.0 0.0
３日 0 0.0 0.0
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 1 10.0 11.1
１１～１５日 3 30.0 33.3
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 1 10.0 11.1
２６～３０日 0 0.0 0.0
３１日以上 3 30.0 33.3
無効・無回答 1 10.0 －

全　　体 10 100.0 100.0

【問29で「利用していない」と回答した方のみ】
問29-１　現在利用していない理由は何ですか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=881 N=875
特に利用する必要がない 636 72.2 72.7
利用したい事業が地域にない 49 5.6 5.6
地域の事業の質に不安がある  40 4.5 4.6
地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など） がよくない 81 9.2 9.3
利用料がかかる・高い 244 27.7 27.9
利用料がわからない 117 13.3 13.4
自分が事業の対象者になるのかどうかわからない 84 9.5 9.6
事業の利用方法（手続き等）がわからない   150 17.0 17.1
その他 74 8.4 8.5
無効・無回答 6 0.7 －

全　　体 1,481 － －

問30　あて名のお子さんに関して、保護者の私用、通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業を利用する必要があると思いますか。
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,090
利用する必要がある 537 47.0 49.3
利用する必要はない 553 48.4 50.7
無効・無回答 52 4.6 －

全　　体 1,142 100.0 100.0
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【問30で「利用する必要がある」と回答した方のみ】
問30付問　利用したい目的（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=537 N=531
私用（買い物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、リフレッシュ目的） 403 75.0 75.9
冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等 361 67.2 68.0
不定期の就労 140 26.1 26.4
その他 27 5.0 5.1
無効・無回答 6 1.1 －

全　　体 937 － －

問30付問　私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業を利用したいと思いますか
件数 割合 割合

利用したい日数（年間の合計）
(除無効・
無回答)

N=537 N=519
１日 7 1.3 1.3
２日 23 4.3 4.4
３日 23 4.3 4.4
４日 12 2.2 2.3
５日 42 7.8 8.1
６日 13 2.4 2.5
７日 11 2.0 2.1
８日 12 2.2 2.3
９日 4 0.7 0.8
１０日 78 14.5 15.0
１１～１５日 78 14.5 15.0
１６～２０日 55 10.2 10.6
２１～２５日 45 8.4 8.7
２６～３０日 20 3.7 3.9
３１日～４０日 24 4.5 4.6
４１日～５０日 16 3.0 3.1
５１日～６０日 13 2.4 2.5
６１日～９０日（２～３ケ月） 23 4.3 4.4
９１日～１２０日（３～４ケ月） 16 3.0 3.1
１２１日～１５０日（４～５ケ月） 3 0.6 0.6
１５１日～１８０日（５～６ケ月） 1 0.2 0.2
１８１日～（６ケ月～） 0 0.0 0.0
無効・無回答 18 3.4 －

全　　体 537 100.0 100.0

件数 割合 割合

私用（買い物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、リフレッシュ目的）
(除無効・
無回答)

N=403 N=388
１日 13 3.2 3.4
２日 34 8.4 8.8
３日 35 8.7 9.0
４日 13 3.2 3.4
５日 53 13.2 13.7
６日 22 5.5 5.7
７日 6 1.5 1.5
８日 3 0.7 0.8
９日 1 0.2 0.3
１０日 57 14.1 14.7
１１～１５日 78 19.4 20.1
１６～２０日 8 2.0 2.1
２１～２５日 18 4.5 4.6
２６～３０日 8 2.0 2.1
３１日～４０日 10 2.5 2.6
４１日～５０日 23 5.7 5.9
５１日～６０日 2 0.5 0.5
６１日～９０日（２～３ケ月） 3 0.7 0.8
９１日～１２０日（３～４ケ月） 1 0.2 0.3
１２１日～１５０日（４～５ケ月） 0 0.0 0.0
１５１日～１８０日（５～６ケ月） 0 0.0 0.0
１８１日～（６ケ月～） 0 0.0 0.0
無効・無回答 15 3.7 －

全　　体 403 100.0 100.0
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件数 割合 割合

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等
(除無効・
無回答)

N=361 N=350
１日 22 6.1 6.3
２日 28 7.8 8.0
３日 48 13.3 13.7
４日 21 5.8 6.0
５日 75 20.8 21.4
６日 13 3.6 3.7
７日 12 3.3 3.4
８日 1 0.3 0.3
９日 0 0.0 0.0
１０日 57 15.8 16.3
１１～１５日 50 13.9 14.3
１６～２０日 11 3.0 3.1
２１～２５日 5 1.4 1.4
２６～３０日 6 1.7 1.7
３１日～４０日 1 0.3 0.3
４１日～５０日 0 0.0 0.0
５１日～６０日 0 0.0 0.0
６１日～９０日（２～３ケ月） 0 0.0 0.0
９１日～１２０日（３～４ケ月） 0 0.0 0.0
１２１日～１５０日（４～５ケ月） 0 0.0 0.0
１５１日～１８０日（５～６ケ月） 0 0.0 0.0
１８１日～（６ケ月～） 0 0.0 0.0
無効・無回答 11 3.0 －

全　　体 361 100.0 100.0

件数 割合 割合

不定期の就労
(除無効・
無回答)

N=140 N=131
１日 4 2.9 3.1
２日 12 8.6 9.2
３日 8 5.7 6.1
４日 5 3.6 3.8
５日 11 7.9 8.4
６日 3 2.1 2.3
７日 0 0.0 0.0
８日 2 1.4 1.5
９日 2 1.4 1.5
１０日 18 12.9 13.7
１１～１５日 11 7.9 8.4
１６～２０日 9 6.4 6.9
２１～２５日 9 6.4 6.9
２６～３０日 7 5.0 5.3
３１日～４０日 4 2.9 3.1
４１日～５０日 8 5.7 6.1
５１日～６０日 2 1.4 1.5
６１日～９０日（２～３ケ月） 7 5.0 5.3
９１日～１２０日（３～４ケ月） 7 5.0 5.3
１２１日～１５０日（４～５ケ月） 2 1.4 1.5
１５１日～１８０日（５～６ケ月） 0 0.0 0.0
１８１日～（６ケ月～） 0 0.0 0.0
無効・無回答 9 6.4 －

全　　体 140 100.0 100.0
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件数 割合 割合

その他
(除無効・
無回答)

N=27 N=24
１日 1 3.7 4.2
２日 2 7.4 8.3
３日 3 11.1 12.5
４日 0 0.0 0.0
５日 3 11.1 12.5
６日 1 3.7 4.2
７日 1 3.7 4.2
８日 3 11.1 12.5
９日 0 0.0 0.0
１０日 2 7.4 8.3
１１～１５日 3 11.1 12.5
１６～２０日 1 3.7 4.2
２１～２５日 1 3.7 4.2
２６～３０日 1 3.7 4.2
３１日～４０日 0 0.0 0.0
４１日～５０日 2 7.4 8.3
５１日～６０日 0 0.0 0.0
６１日～９０日（２～３ケ月） 0 0.0 0.0
９１日～１２０日（３～４ケ月） 0 0.0 0.0
１２１日～１５０日（４～５ケ月） 0 0.0 0.0
１５１日～１８０日（５～６ケ月） 0 0.0 0.0
１８１日～（６ケ月～） 0 0.0 0.0
無効・無回答 3 11.1 －

全　　体 27 100.0 100.0

問31　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）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,118
あった 252 22.1 22.5
なかった 866 75.8 77.5
無効・無回答 24 2.1 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問31で「あった」と回答した方のみ】
問31　この１年間に、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かった時の対処法（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=252 N=251
（同居者を含む）親族・知人にみてもらった 208 82.5 82.9
ショートステイを利用した（乳児院や児童養護施設等で一定期間子どもを保護する事業） 0 0.0 0.0
ショートステイ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した 3 1.2 1.2
仕方なく子どもを同行させた 47 18.7 18.7
仕方なく子どもだけで留守番をさせた 2 0.8 0.8
その他 10 4.0 4.0
無効・無回答 1 0.4 －

全　　体 271 － －

問31付問　この１年間に、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かった日数
件数 割合 割合

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった
(除無効・
無回答)

N=208 N=205
１日 75 36.1 36.6
２日 33 15.9 16.1
３日 26 12.5 12.7
４日 10 4.8 4.9
５日 17 8.2 8.3
６日 7 3.4 3.4
７日 5 2.4 2.4
８日 1 0.5 0.5
９日 3 1.4 1.5
１０日 13 6.3 6.3
１１～１５日 4 1.9 2.0
１６～２０日 1 0.5 0.5
２１～２５日 2 1.0 1.0
２６～３０日 2 1.0 1.0
３１日以上 6 2.9 2.9
無効・無回答 3 1.4 －

全　　体 208 100.0 100.0

212



件数 割合 割合

ショートステイ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した
(除無効・
無回答)

N=3 N=3
１日 0 0.0 0.0
２日 2 66.7 66.7
３日 0 0.0 0.0
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 0 0.0 0.0
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 0 0.0 0.0
３１日以上 1 33.3 33.3
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 3 100.0 100.0

件数 割合 割合

仕方なく子どもを同行させた
(除無効・
無回答)

N=47 N=43
１日 16 34.0 37.2
２日 10 21.3 23.3
３日 3 6.4 7.0
４日 4 8.5 9.3
５日 5 10.6 11.6
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 2 4.3 4.7
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 1 2.1 2.3
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 2 4.3 4.7
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 4 8.5 －

全　　体 47 100.0 100.0

件数 割合 割合

仕方なく子どもだけで留守番をさせた
(除無効・
無回答)

N=2 N=1
１日 1 50.0 100.0
２日 0 0.0 0.0
３日 0 0.0 0.0
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 0 0.0 0.0
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 0 0.0 0.0
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 1 50.0 －

全　　体 2 100.0 100.0
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件数 割合 割合

その他
(除無効・
無回答)

N=10 N=7
１日 1 10.0 14.3
２日 3 30.0 42.9
３日 1 10.0 14.3
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
８日 0 0.0 0.0
９日 0 0.0 0.0
１０日 1 10.0 14.3
１１～１５日 0 0.0 0.0
１６～２０日 0 0.0 0.0
２１～２５日 0 0.0 0.0
２６～３０日 1 10.0 14.3
３１日以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 3 30.0 －

全　　体 10 100.0 100.0

10．育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について
問32-1　あて名のお子さんが生まれた時、母親が育児休業を取得しましたか

件数 割合 割合

母親
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,108
働いていなかった 710 62.2 64.1
育児休業を取得していない 157 13.7 14.2
育児休業を現在取得中である 22 1.9 2.0
育児休業を取得中に離職した 36 3.2 3.2
育児休業を取得し職場に復帰した 183 16.0 16.5
無効・無回答 34 3.0 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問32-1で「育児休業を取得していない」と回答した方のみ】
問32-1-①　育児休業を取得していない理由（複数回答）

件数 割合 割合

母親
(除無効・
無回答)

N=157 N=155
職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 42 26.8 27.1
仕事が忙しかった 15 9.6 9.7
仕事に戻るのが難しそうだった 30 19.1 19.4
昇給・昇格などが遅れそうだった 2 1.3 1.3
収入減となり、経済的に苦しくなる 12 7.6 7.7
保育園などに預けることができた 5 3.2 3.2
配偶者が育児休業制度を利用した 0 0.0 0.0
育児休業を取得できることを知らなかった 2 1.3 1.3
配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった 5 3.2 3.2
有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 11 7.0 7.1
職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 39 24.8 25.2
子育てや家事に専念するため退職した 68 43.3 43.9
（産休後に）仕事に早く復帰したかった 8 5.1 5.2
産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知らず、退職した 3 1.9 1.9
その他 30 19.1 19.4
無効・無回答 2 1.3 －

全　　体 274 － －

【問32-１で「育児休業を現在取得中である」と回答した方のみ】
問32-1-②　お子さんが１歳になったときに必ず利用できる保育園などがあれば、１歳になるまで育児休業を取得しますか
　　　　または、預けられる保育園などあっても１歳になる前に復帰しますか

件数 割合 割合

母親
(除無効・
無回答)

N=22 N=20
１歳になるまで育児休業を取得したい 20 90.9 100.0
１歳になる前に復帰したい  0 0.0 0.0
無効・無回答 2 9.1 －

全　　体 22 100.0 100.0
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【問32-1で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】
問32-1-③母親が育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育園入所に合わせたタイミングでしたか

件数 割合 割合

母親
(除無効・
無回答)

N=183 N=178
年度初めの入園に合わせたタイミングだった 93 50.8 52.2
それ以外だった 85 46.4 47.8
無効・無回答 5 2.7 －

全　　体 183 100.0 100.0

【問32-1で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】
問32-1-④母親が職場復帰したときの子どもの年齢

件数 割合 割合

実際
(除無効・
無回答)

N=183 N=182
０歳児 87 47.5 47.8
１歳児 85 46.4 46.7
２歳児 9 4.9 4.9
３歳児 1 0.5 0.5
４歳児以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 1 0.5 －

全　　体 183 100.0 100.0

件数 割合 割合

希望
(除無効・
無回答)

N=183 N=178
０歳児 12 6.6 6.7
１歳児 116 63.4 65.2
２歳児 19 10.4 10.7
３歳児 30 16.4 16.9
４歳児以上 1 0.5 0.6
無効・無回答 5 2.7 －

全　　体 183 100.0 100.0

【問32-1-④で実際の復帰と希望が異なる方のみ】
問32-1-⑤希望の時期に職場復帰しなかった理由（複数回答）

件数 割合 割合

母親
(除無効・
無回答)

N=134 N=128
希望する保育園に入るため 59 44.0 46.1
希望する保育園に入れなかったため 11 8.2 8.6
配偶者や家族の希望があったため 4 3.0 3.1
自分や子どもなどの体調が思わしくなかった 1 0.7 0.8
経済的な理由で早く復帰する必要があった 35 26.1 27.3
職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 24 17.9 18.8
人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 38 28.4 29.7
子どもをみてくれる人がいなかったため 4 3.0 3.1
その他 21 15.7 16.4
無効・無回答 6 4.5 －

全　　体 203 － －

【問32-1で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】
問32-1-⑥勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」としてはお子さんが何歳何か月のときまで

取りたかったですか
件数 割合 割合

母親
(除無効・
無回答)

N=183 N=172
０歳児 4 2.2 2.3
１歳児 69 37.7 40.1
２歳児 26 14.2 15.1
３歳児 72 39.3 41.9
４歳児以上 1 0.5 0.6
無効・無回答 11 6.0 －

全　　体 183 100.0 100.0
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問32-2　あて名のお子さんが生まれた時、父親が育児休業を取得しましたか
件数 割合 割合

父親
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,055
働いていなかった 7 0.6 0.7
育児休業を取得していない 1,036 90.7 98.2
育児休業を現在取得中である 0 0.0 0.0
育児休業を取得中に離職した 0 0.0 0.0
育児休業を取得し職場に復帰した 12 1.1 1.1
無効・無回答 87 7.6 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

【問32-2で「育児休業を取得していない」と回答した方のみ】
問32-2-①　育児休業を取得していない理由（複数回答）

件数 割合 割合

父親
(除無効・
無回答)

N=1,036 N=1,036
職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 340 32.8 32.8
仕事が忙しかった 342 33.0 33.0
仕事に戻るのが難しそうだった 86 8.3 8.3
昇給・昇格などが遅れそうだった 72 6.9 6.9
収入減となり、経済的に苦しくなる 311 30.0 30.0
保育園などに預けることができた 16 1.5 1.5
配偶者が育児休業制度を利用した 180 17.4 17.4
育児休業を取得できることを知らなかった 21 2.0 2.0
配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった 419 40.4 40.4
有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 3 0.3 0.3
職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 158 15.3 15.3
その他 86 8.3 8.3
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 2,034 － －

【問32-2で「育児休業を現在取得中である」と回答した方のみ】
問32-2-②　お子さんが１歳になったときに必ず利用できる保育園などがあれば、１歳になるまで育児休業を取得しますか

N=0　回答対象者なし

【問32-2で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】
問32-2-③父親が育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育園入所に合わせたタイミングでしたか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=12 N=9
年度初めの入園に合わせたタイミングだった 1 8.3 11.1
それ以外だった 8 66.7 88.9
無効・無回答 3 25.0 －

全　　体 12 100.0 100.0

【問32-2で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】
問32-2-④父親が職場復帰したときの子どもの年齢

件数 割合 割合

実際
(除無効・
無回答)

N=12 N=8
０歳児 7 58.3 87.5
１歳児 1 8.3 12.5
２歳児 0 0.0 0.0
３歳児以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 4 33.3 －

全　　体 12 100.0 100.0

件数 割合 割合

希望
(除無効・
無回答)

N=12 N=7
０歳児 6 50.0 85.7
１歳児 1 8.3 14.3
２歳児 0 0.0 0.0
３歳児以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 5 41.7 －

全　　体 12 100.0 100.0
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【問32-2-④で実際の復帰と希望が異なる方のみ】
問32-2-⑤希望の時期に職場復帰しなかった理由（複数回答）

件数 割合 割合

母親
(除無効・
無回答)

N=1 N=1
希望する保育園に入るため 0 0.0 0.0
希望する保育園に入れなかったため 0 0.0 0.0
配偶者や家族の希望があったため 0 0.0 0.0
自分や子どもなどの体調が思わしくなかった 0 0.0 0.0
経済的な理由で早く復帰する必要があった 0 0.0 0.0
職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 0 0.0 0.0
人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 0 0.0 0.0
子どもをみてくれる人がいなかったため 0 0.0 0.0
その他 1 100.0 100.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 1 100.0 100.0

【問32-2で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】
問32-2-⑥　勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」としてはお子さんが何歳何か月のときまで

取りたかったですか
件数 割合 割合

父親
(除無効・
無回答)

N=12 N=6
０歳児 1 8.3 16.7
１歳児 1 8.3 16.7
２歳児 1 8.3 16.7
３歳児以上 3 25.0 50.0
無効・無回答 6 50.0 －

全　　体 12 100.0 100.0

【問32-1で「育児休業を取得し、職場に復帰した」と回答した方のみ】
問33-1　育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか

件数 割合 割合

母親
(除無効・
無回答)

N=183 N=175
利用する必要がなかった（保育園などを利用できた、フルタイムで働きたかった） 28 15.3 16.0
短時間勤務制度を利用した 80 43.7 45.7
短時間勤務制度を利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった） 67 36.6 38.3
無効・無回答 8 4.4 －

全　　体 183 100.0 100.0

【問33-1で「短時間勤務制度を利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と回答した方のみ】
問33-1付問　短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか（複数回答）

件数 割合 割合

母親
(除無効・
無回答)

N=67 N=66
職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 28 41.8 42.4
仕事が忙しかった 17 25.4 25.8
短時間勤務にすると給与が減額される 24 35.8 36.4
配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 0 0.0 0.0
配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなどなど、子どもをみてくれる人がいた 9 13.4 13.6
職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 14 20.9 21.2
短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 5 7.5 7.6
その他 11 16.4 16.7
無効・無回答 1 1.5 －

全　　体 109 － －

【問32-2で「育児休業を取得し職場に復帰した」と回答した方のみ】
問33-2　育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか

件数 割合 割合

父親
(除無効・
無回答)

N=12 N=6
利用する必要がなかった（保育園などを利用できた、フルタイムで働きたかった） 4 33.3 66.7
短時間勤務制度を利用した 1 8.3 16.7
短時間勤務制度を利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった） 1 8.3 16.7
無効・無回答 6 50.0 －

全　　体 12 100.0 100.0
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【問33-2「短時間勤務制度を利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と回答した方のみ】
問33-2付問　短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか（複数回答）

件数 割合 割合

父親
(除無効・
無回答)

N=1 N=1
職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 0 0.0 0.0
仕事が忙しかった 0 0.0 0.0
短時間勤務にすると給与が減額される 0 0.0 0.0
配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 0 0.0 0.0
配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなどなど、子どもをみてくれる人がいた 1 100.0 100.0
職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 0 0.0 0.0
短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 0 0.0 0.0
その他 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 1 100.0 100.0

問34　子どもが原則1 歳になるまで、育児休業給付が支給される仕組みや、育児休業等の期間について健康保険料及び厚生年金保険の
　　　保険料が免除になる仕組みがありますが、そのことをご存知でしたか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,071
育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 296 25.9 27.6
育児休業給付のみ知っていた 292 25.6 27.3
保険料免除のみ知っていた 36 3.2 3.4
育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった 447 39.1 41.7
無効・無回答 71 6.2 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

問35 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,142 N=1,097
満足度が低い１ 135 11.8 12.3
　　　　　　２ 298 26.1 27.2
　　　　　　３ 488 42.7 44.5
　　　　　　４ 155 13.6 14.1
満足度が高い５ 21 1.8 1.9
無効・無回答 45 3.9 －

全　　体 1,142 100.0 100.0

11．あて名のお子さんが５歳以上である方に、小学校就学後の放課後の過ごし方についてうかがいます
問38　あて名のお子さんが小学校になった時に、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=358 N=333
自宅のみで過ごす 182 50.8 54.7
祖父母や友人・知人宅 102 28.5 30.6
習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 197 55.0 59.2
放課後児童クラブ（学童クラブ） 80 22.3 24.0
わいわいスクール 53 14.8 15.9
みんなの家（青少年の家） 60 16.8 18.0
ファミリー・サポート・センター 3 0.8 0.9
その他（公民館、図書館、公園等） 99 27.7 29.7
無効・無回答 25 7.0 －

全　　体 801 － －

問38　小学校の放課後の時間を過ごさせたい日数（１週当たり）
件数 割合 割合

自宅のみで過ごす
(除無効・
無回答)

N=182 N=174
１日 35 19.2 20.1
２日 47 25.8 27.0
３日 30 16.5 17.2
４日 17 9.3 9.8
５日 36 19.8 20.7
６日 2 1.1 1.1
７日 7 3.8 4.0
無効・無回答 8 4.4 －

全　　体 182 100.0 100.0
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件数 割合 割合

祖父母や友人・知人宅
(除無効・
無回答)

N=102 N=96
１日 53 52.0 55.2
２日 26 25.5 27.1
３日 7 6.9 7.3
４日 2 2.0 2.1
５日 7 6.9 7.3
６日 1 1.0 1.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 6 5.9 －

全　　体 102 100.0 100.0

件数 割合 割合

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）
(除無効・
無回答)

N=197 N=193
１日 79 40.1 40.9
２日 75 38.1 38.9
３日 33 16.8 17.1
４日 5 2.5 2.6
５日 1 0.5 0.5
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 4 2.0 －

全　　体 197 100.0 100.0

件数 割合 割合

放課後児童クラブ（学童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=80 N=73
１日 7 8.8 9.6
２日 2 2.5 2.7
３日 11 13.8 15.1
４日 11 13.8 15.1
５日 40 50.0 54.8
６日 2 2.5 2.7
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 7 8.8 －

全　　体 80 100.0 100.0

件数 割合 割合

わいわいスクール
(除無効・
無回答)

N=53 N=51
１日 14 26.4 27.5
２日 12 22.6 23.5
３日 10 18.9 19.6
４日 3 5.7 5.9
５日 12 22.6 23.5
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 2 3.8 －

全　　体 53 100.0 100.0

件数 割合 割合

みんなの家（青少年の家）
(除無効・
無回答)

N=60 N=55
１日 19 31.7 34.5
２日 14 23.3 25.5
３日 14 23.3 25.5
４日 1 1.7 1.8
５日 7 11.7 12.7
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 5 8.3 －

全　　体 60 100.0 100.0
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件数 割合 割合

ファミリー・サポート・センター
(除無効・
無回答)

N=3 N=3
１日 2 66.7 66.7
２日 0 0.0 0.0
３日 1 33.3 33.3
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 3 100.0 100.0

件数 割合 割合

その他（公民館、図書館、公園等）
(除無効・
無回答)

N=99 N=97
１日 29 29.3 29.9
２日 29 29.3 29.9
３日 26 26.3 26.8
４日 5 5.1 5.2
５日 7 7.1 7.2
６日 0 0.0 0.0
７日 1 1.0 1.0
無効・無回答 2 2.0 －

全　　体 99 100.0 100.0

【問38で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」と回答した方のみ】
問38付問　下校時から何時まで過ごさせたいですか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=80 N=78
１５時台 0 0.0 0.0
１６時台 3 3.8 3.8
１７時台 21 26.3 26.9
１８時台 34 42.5 43.6
１９時台 18 22.5 23.1
２０時台 2 2.5 2.6
無効・無回答 2 2.5 －

全　　体 80 100.0 100.0

【問38で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】
問39-1　土曜日の放課後児童クラブの利用希望はありますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=80 N=80
利用したい 33 41.3 41.3
利用する必要はない 47 58.8 58.8
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 80 100.0 100.0

【問39-1で「利用したい」と回答した方のみ】
問39-1付問　利用したい時間帯

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=33 N=32
７時台 6 18.2 18.8
８時台 17 51.5 53.1
９時台 8 24.2 25.0
１０時台 1 3.0 3.1
無効・無回答 1 3.0 －

全　　体 33 100.0 100.0
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件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=33 N=32
１３時台 2 6.1 6.3
１４時台 2 6.1 6.3
１５時台 4 12.1 12.5
１６時台 2 6.1 6.3
１７時台 2 6.1 6.3
１８時台 16 48.5 50.0
１９時台 3 9.1 9.4
２０時台 1 3.0 3.1
無効・無回答 1 3.0 －

全　　体 33 100.0 100.0

【問38で「放課後児童クラブ（学童保育）と回答した方のみ】
問39-2　日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望はありますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=80 N=76
利用したい 17 21.3 22.4
利用する必要はない 59 73.8 77.6
無効・無回答 4 5.0 －

全　　体 80 100.0 100.0

【問39-2で「利用したい」と回答した方のみ】
問39-2付問　利用したい時間帯

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=17 N=17
７時台 3 17.6 17.6
８時台 7 41.2 41.2
９時台 7 41.2 41.2
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 17 100.0 100.0

件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=17 N=17
１３時台 1 5.9 5.9
１４時台 0 0.0 0.0
１５時台 1 5.9 5.9
１６時台 2 11.8 11.8
１７時台 2 11.8 11.8
１８時台 9 52.9 52.9
１９時台 1 5.9 5.9
２０時台 1 5.9 5.9
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 17 100.0 100.0

問39-3　夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望はありますか
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=80 N=80
利用したい 73 91.3 91.3
利用する必要はない 7 8.8 8.8
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 80 100.0 100.0

【問39-3で「利用したい」と回答した方のみ】
問28付問　利用したい時間帯

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=73 N=72
７時台 11 15.1 15.3
８時台 47 64.4 65.3
９時台 13 17.8 18.1
１０時台 1 1.4 1.4
無効・無回答 1 1.4 －

全　　体 73 100.0 100.0
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件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=73 N=71
１５時台 3 4.1 4.2
１６時台 6 8.2 8.5
１７時台 11 15.1 15.5
１８時台 35 47.9 49.3
１９時台 15 20.5 21.1
２０時台 1 1.4 1.4
無効・無回答 2 2.7 －

全　　体 73 100.0 100.0
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１．お住まいの地域について
問１　お住まいの地区

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,000
本庁 147 13.9 14.7
追浜行政センター 69 6.5 6.9
田浦行政センター 45 4.2 4.5
逸見行政センター 22 2.1 2.2
衣笠行政センター 144 13.6 14.4
大津行政センター 109 10.3 10.9
浦賀行政センター 152 14.4 15.2
久里浜行政センター 141 13.3 14.1
北下浦行政センター 83 7.8 8.3
西行政センター 88 8.3 8.8
無効・無回答 59 5.6 －

全　　体 1,059 100.0 100.0

問２　あて名のお子さんが通っている小学校名
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,050
横須賀市立粟田小学校 21 2.0 2.0
横須賀市立衣笠小学校 36 3.4 3.4
横須賀市立逸見小学校 7 0.7 0.7
横須賀市立浦賀小学校 33 3.1 3.1
横須賀市立浦郷小学校 22 2.1 2.1
横須賀市立荻野小学校 9 0.8 0.9
横須賀市立夏島小学校 23 2.2 2.2
横須賀市立鴨居小学校 28 2.6 2.7
横須賀市立岩戸小学校 13 1.2 1.2
横須賀市立久里浜小学校 35 3.3 3.3
横須賀市立公郷小学校 23 2.2 2.2
横須賀市立高坂小学校 27 2.5 2.6
横須賀市立根岸小学校 26 2.5 2.5
横須賀市立桜小学校 26 2.5 2.5
横須賀市立山崎小学校 20 1.9 1.9
横須賀市立汐入小学校 4 0.4 0.4
横須賀市立小原台小学校 23 2.2 2.2
横須賀市立城北小学校 28 2.6 2.7
横須賀市立森崎小学校 23 2.2 2.2
横須賀市立神明小学校 30 2.8 2.9
横須賀市立諏訪小学校 15 1.4 1.4
横須賀市立船越小学校 32 3.0 3.0
横須賀市立走水小学校 4 0.4 0.4
横須賀市立大津小学校 38 3.6 3.6
横須賀市立大塚台小学校 51 4.8 4.9
横須賀市立大楠小学校 12 1.1 1.1
横須賀市立大矢部小学校 20 1.9 1.9
横須賀市立鷹取小学校 16 1.5 1.5
横須賀市立沢山小学校 6 0.6 0.6
横須賀市立池上小学校 33 3.1 3.1
横須賀市立長井小学校 20 1.9 1.9
横須賀市立長浦小学校 10 0.9 1.0
横須賀市立津久井小学校 19 1.8 1.8
横須賀市立追浜小学校 9 0.8 0.9
横須賀市立鶴久保小学校 30 2.8 2.9
横須賀市立田浦小学校 9 0.8 0.9
横須賀市立田戸小学校 36 3.4 3.4
横須賀市立馬堀小学校 13 1.2 1.2
横須賀市立富士見小学校 12 1.1 1.1
横須賀市立武山小学校 38 3.6 3.6
横須賀市立豊島小学校 12 1.1 1.1
横須賀市立望洋小学校 32 3.0 3.0
横須賀市立北下浦小学校 17 1.6 1.6
横須賀市立明浜小学校 35 3.3 3.3
横須賀市立野比小学校 25 2.4 2.4
横須賀市立野比東小学校 18 1.7 1.7
神奈川県立金沢養護学校 1 0.1 0.1
神奈川県立武山養護学校 6 0.6 0.6
その他の市町村立小学校 1 0.1 0.1
その他の私立小学校 23 2.2 2.2
無効・無回答 9 0.8 －

全　　体 1,059 100.0 100.0
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２．封筒のあて名のお子さんとご家族の状況について
問３ お子さんの学年

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,050
１年生 162 15.3 15.4
２年生 155 14.6 14.8
３年生 185 17.5 17.6
４年生 194 18.3 18.5
５年生 182 17.2 17.3
６年生 172 16.2 16.4
無効・無回答 9 0.8 －

全　　体 1,059 100.0 100.0

問４ お子さんのきょうだい数（本人を含めた人数）
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,041
１人 184 17.4 17.7
２人 570 53.8 54.8
３人 246 23.2 23.6
４人 28 2.6 2.7
５人以上 13 1.2 1.2
無効・無回答 18 1.7 －

全　　体 1,059 100.0 100.0

【きょうだい数で「１人」と回答した人、「無効・無回答」を除く】
問４　一番小さいお子さんの生年月

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=857 N=822
平成13年生まれ 43 5.0 5.2
平成14年生まれ 69 8.1 8.4
平成15年生まれ 86 10.0 10.5
平成16年生まれ 85 9.9 10.3
平成17年生まれ 108 12.6 13.1
平成18年生まれ 97 11.3 11.8
平成19年生まれ 83 9.7 10.1
平成20年生まれ 77 9.0 9.4
平成21年生まれ 59 6.9 7.2
平成22年生まれ 41 4.8 5.0
平成23年生まれ 39 4.6 4.7
平成24年生まれ 22 2.6 2.7
平成25年生まれ 13 1.5 1.6
無効・無回答 35 4.1 －

全　　体 857 100.0 100.0

問５ この調査票にご回答いただく方
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,055
母親 951 89.8 90.1
父親 89 8.4 8.4
その他 15 1.4 1.4
無効・無回答 4 0.4 －

全　　体 1,059 100.0 100.0

問６ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,053
配偶者がいる 899 84.9 85.4
配偶者はいない 154 14.5 14.6
無効・無回答 6 0.6 －

全　　体 1,059 100.0 100.0
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問７ 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
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,053
父母ともに 571 53.9 54.2
主に母親 432 40.8 41.0
主に父親 14 1.3 1.3
主に祖父母 17 1.6 1.6
その他 19 1.8 1.8
無効・無回答 6 0.6 －

全　　体 1,059 100.0 100.0

３．子どもの育ちをめぐる環境について
問８　日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,019
日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 332 31.4 32.6
緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 583 55.1 57.2
日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 89 8.4 8.7
緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 306 28.9 30.0
いずれもいない  108 10.2 10.6
無効・無回答 40 3.8 －

全　　体 1,458 － －

【問８で「お子さんをみてもらえる親族・知人がいる」と回答した方のみ 】
問８-１　親族や知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=911 N=903
祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる 387 42.5 42.9
祖父母等の親族の身体的負担が心配である 255 28.0 28.2
祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が心配である 287 31.5 31.8
友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる 103 11.3 11.4
友人・知人の身体的負担が心配である 36 4.0 4.0
友人・知人の時間的制約や精神的な負担が心配である 156 17.1 17.3
自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 223 24.5 24.7
子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 68 7.5 7.5
その他 28 3.1 3.1
無効・無回答 8 0.9 －

全　　体 1,551 － －

問９ あて名のお子さんの子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所 はありますか
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=990
ある 912 86.1 92.1
ない 78 7.4 7.9
無効・無回答 69 6.5 －

全　　体 1,059 100.0 100.0

【問９で「ある」と回答した方のみ】
問９-１　お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=912 N=911
配偶者 685 75.1 75.2
祖父母等の親族 635 69.6 69.7
友人や知人 741 81.3 81.3
近所の人 170 18.6 18.7
保健所・健康福祉センター 17 1.9 1.9
小学校 163 17.9 17.9
民生委員・児童委員 4 0.4 0.4
かかりつけの医師 72 7.9 7.9
市役所の職員 5 0.5 0.5
その他 57 6.3 6.3
無効・無回答 1 0.1 －

全　　体 2,550 － －
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問12 あて名のお子さんの子育てをする上で、不安、ストレスを感じたことがありますか。
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,031
よくある 162 15.3 15.7
ときどきある 612 57.8 59.4
ほとんどない 257 24.3 24.9
無効・無回答 28 2.6 －

全　　体 1,059 100.0 100.0

【問12で「よくある」「ときどきある」と回答した方のみ】
問13　どういった時に不安やストレスを感じましたか。　（上位３つ）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=774 N=726
子どもの考えていることが分からないとき 204 26.4 28.1
子どもが親の言うことを聞かないとき 346 44.7 47.7
家族の協力、理解が得られないとき 102 13.2 14.0
自分が病気をしたとき 210 27.1 28.9
子どもとだけの生活で孤独を感じたとき 30 3.9 4.1
経済的に不安を感じたとき 234 30.2 32.2
子どもが病気やケガをしたとき 255 32.9 35.1
子どもの成長の違いを他人に比較・指摘されたとき 91 11.8 12.5
その他 84 10.9 11.6
無効・無回答 48 6.2 －

全　　体 1,604 － －

問14　あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じることが多いと思いますか。
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,017
楽しいと感じることの方が多い 652 61.6 64.1
楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらい 273 25.8 26.8
辛いと感じることの方が多い 32 3.0 3.1
分からない 32 3.0 3.1
その他 28 2.6 2.8
無効・無回答 42 4.0 －

全　　体 1,059 100.0 100.0

問15　子育てをする中で、どのような支援や対策が有効と感じていますか。 (上位3つ)
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=982
地域における子育て支援の充実 309 29.2 31.5
保育サービスの充実 156 14.7 15.9
子育て支援のネットワークづくり 58 5.5 5.9
地域における子どもの活動拠点の充実 230 21.7 23.4
妊娠・出産に対する支援 115 10.9 11.7
母親・乳児の健康に対する安心 39 3.7 4.0
子どもの教育環境 299 28.2 30.4
子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 319 30.0 32.4
仕事と家庭生活の両立 374 35.3 38.1
子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 324 30.7 33.1
障がいのある子どもへの支援 70 6.5 7.0
虐待を受けた子どもへの支援 53 5.0 5.4
小学校の放課後等の居場所の充実 444 41.9 45.2
その他 33 3.1 3.4
無効・無回答 77 7.3 －

全　　体 2,899 － －
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問16　理想的なお子さんの人数
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,031
０人 2 0.2 0.2
１人 36 3.4 3.5
２人 456 43.1 44.2
３人 478 45.1 46.4
４人 44 4.2 4.3
５人以上 15 1.4 1.5
無効・無回答 28 2.6 －

全　　体 1,059 100.0 100.0

【問16の理想的な人数に比べて、現在のお子さんの人数が少ない方のみ】
問16-1　理想的なお子さんの人数に比べ現在のお子さんの人数が少ない理由　（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=403 N=392
今後、理想の人数まで子どもを持つ予定 17 4.2 4.3
金銭面での負担が大きい 262 65.0 66.8
自分の仕事に差し支える 64 15.9 16.3
働きながら子育てができる職場環境がない 107 26.6 27.3
雇用が安定しない 44 10.9 11.2
自分や夫婦の生活を大切にしたい 26 6.5 6.6
高年齢での出産に不安がある 143 35.5 36.5
育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある 110 27.3 28.1
母親の健康上の不安 68 16.9 17.3
家族の看病や介護による負担が大きい 14 3.5 3.6
ほしいと思うができない 62 15.4 15.8
子どもがのびのび育つ社会環境ではない 52 12.9 13.3
その他 59 14.6 15.1
無効・無回答 11 2.7 －

全　　体 1,039 － －

４．あて名のお子さんの保護者の就労状況について
【父子家庭を除く】
問17-1　母親の現在の就労状況

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,045 N=964
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 産休・育休・介護休業中ではない 206 19.7 21.4
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である 8 0.8 0.8
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 産休・育休・介護休業中ではない 405 38.8 42.0
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である 3 0.3 0.3
以前は就労していたが、現在は就労していない  251 24.0 26.0
これまで就労したことがない  91 8.7 9.4
無効・無回答 81 7.8 －

全　　体 1,045 100.0 100.0

【問17-1で「フルタイムで就労している」と回答した方のみ】
問17-1付問1 「１週当たりの就労日数」、「１日当たりの就労時間（残業時間を含む）」、「家を出る時間と帰宅時間」

件数 割合 割合

１週当たりの就労日数
(除無効・
無回答)

N=214 N=174
１日 1 0.5 0.6
２日 0 0.0 0.0
３日 2 0.9 1.1
４日 1 0.5 0.6
５日 155 72.4 89.1
６日 15 7.0 8.6
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 40 18.7 －

全　　体 214 100.0 100.0
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件数 割合 割合

１日当たりの就労時間（残業時間を含む）
(除無効・
無回答)

N=214 N=171
５時間 1 0.5 0.6
６時間 3 1.4 1.8
７時間 26 12.1 15.2
８時間 109 50.9 63.7
９時間 18 8.4 10.5
10時間 13 6.1 7.6
11時間 0 0.0 0.0
12時間 1 0.5 0.6
無効・無回答 43 20.1 －

全　　体 214 100.0 100.0

件数 割合 割合

家を出る時間
(除無効・
無回答)

N=214 N=172
0時台 0 0.0 0.0
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 1 0.5 0.6
5時台 3 1.4 1.7
6時台 17 7.9 9.9
7時台 90 42.1 52.3
8時台 48 22.4 27.9
9時台 10 4.7 5.8
10時台 1 0.5 0.6
11時台 1 0.5 0.6
12時台 0 0.0 0.0
13時台 0 0.0 0.0
14時台 0 0.0 0.0
15時台 0 0.0 0.0
16時台 0 0.0 0.0
17時台 0 0.0 0.0
18時台 0 0.0 0.0
19時台 1 0.5 0.6
20時台 0 0.0 0.0
21時台 0 0.0 0.0
22時台 0 0.0 0.0
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 42 19.6 －

全　　体 214 100.0 100.0

件数 割合 割合

帰宅時間
(除無効・
無回答)

N=214 N=172
0時台 1 0.5 0.6
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 1 0.5 0.6
5時台 0 0.0 0.0
6時台 0 0.0 0.0
7時台 0 0.0 0.0
8時台 0 0.0 0.0
9時台 0 0.0 0.0
10時台 0 0.0 0.0
11時台 0 0.0 0.0
12時台 0 0.0 0.0
13時台 0 0.0 0.0
14時台 1 0.5 0.6
15時台 2 0.9 1.2
16時台 4 1.9 2.3
17時台 30 14.0 17.4
18時台 73 34.1 42.4
19時台 44 20.6 25.6
20時台 13 6.1 7.6
21時台 2 0.9 1.2
22時台 1 0.5 0.6
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 42 19.6 －

全　　体 214 100.0 100.0
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【問17-1で「パートタイム・アルバイト（フルタイム以外）で就労している」と回答した方のみ】
問17-1付問2　 「１週当たりの就労日数」、「１日当たりの就労時間（残業時間を含む）」、「家を出る時間と帰宅時間」

件数 割合 割合

１週当たりの就労日数
(除無効・
無回答)

N=408 N=364
１日 11 2.7 3.0
２日 45 11.0 12.4
３日 99 24.3 27.2
４日 97 23.8 26.6
５日 100 24.5 27.5
６日 12 2.9 3.3
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 44 10.8 －

全　　体 408 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たりの就労時間（残業時間を含む）
(除無効・
無回答)

N=408 N=357
２時間 7 1.7 2.0
３時間 31 7.6 8.7
４時間 97 23.8 27.2
５時間 77 18.9 21.6
６時間 62 15.2 17.4
７時間 39 9.6 10.9
８時間 35 8.6 9.8
９時間 5 1.2 1.4
10時間 2 0.5 0.6
11時間 0 0.0 0.0
12時間以上 2 0.5 0.6
無効・無回答 51 12.5 －

全　　体 408 100.0 100.0

件数 割合 割合

家を出る時間
(除無効・
無回答)

N=408 N=345
0時台 0 0.0 0.0
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 2 0.5 0.6
5時台 1 0.2 0.3
6時台 5 1.2 1.4
7時台 65 15.9 18.8
8時台 162 39.7 47.0
9時台 69 16.9 20.0
10時台 15 3.7 4.3
11時台 3 0.7 0.9
12時台 6 1.5 1.7
13時台 3 0.7 0.9
14時台 1 0.2 0.3
15時台 2 0.5 0.6
16時台 3 0.7 0.9
17時台 1 0.2 0.3
18時台 3 0.7 0.9
19時台 1 0.2 0.3
20時台 0 0.0 0.0
21時台 1 0.2 0.3
22時台 2 0.5 0.6
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 63 15.4 －

全　　体 408 100.0 100.0
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件数 割合 割合

帰宅時間
(除無効・
無回答)

N=408 N=343
0時台 0 0.0 0.0
1時台 2 0.5 0.6
2時台 0 0.0 0.0
3時台 2 0.5 0.6
4時台 0 0.0 0.0
5時台 0 0.0 0.0
6時台 2 0.5 0.6
7時台 2 0.5 0.6
8時台 0 0.0 0.0
9時台 2 0.5 0.6
10時台 0 0.0 0.0
11時台 0 0.0 0.0
12時台 19 4.7 5.5
13時台 44 10.8 12.8
14時台 63 15.4 18.4
15時台 46 11.3 13.4
16時台 49 12.0 14.3
17時台 42 10.3 12.2
18時台 44 10.8 12.8
19時台 11 2.7 3.2
20時台 3 0.7 0.9
21時台 3 0.7 0.9
22時台 7 1.7 2.0
23時台 2 0.5 0.6
無効・無回答 65 15.9 －

全　　体 408 100.0 100.0

【問17-1で「パート・アルバイト（フルタイム以外）で就労している」と回答した方のみ】
問17-1付問3　母親のフルタイムへの転換希望

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=408 N=363
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある 25 6.1 6.9
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはな 121 29.7 33.3
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 201 49.3 55.4
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい  16 3.9 4.4
無効・無回答 45 11.0 －

全　　体 408 100.0 100.0

【問17-1で「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」と回答した方のみ】
問17-1付問4　母親の就労希望

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=342 N=277
子育てや家事などに専念したい（就労の希望はない） 71 20.8 25.6
１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 112 32.7 40.4
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 94 27.5 33.9
無効・無回答 65 19.0 －

全　　体 342 100.0 100.0
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【問17-1付問4で「１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 」と回答した方のみ】
問18-1付問5　就労したい時期の一番下の子どもの年齢

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=112 N=111
１歳 0 0.0 0.0
２歳 1 0.9 0.9
３歳 4 3.6 3.6
４歳 9 8.0 8.1
５歳 4 3.6 3.6
６歳 16 14.3 14.4
７歳 27 24.1 24.3
８歳 5 4.5 4.5
９歳 2 1.8 1.8
１０歳 16 14.3 14.4
１１歳 0 0.0 0.0
１２歳 10 8.9 9.0
１３歳 14 12.5 12.6
１４歳以上 3 2.7 2.7
無効・無回答 1 0.9 －

全　　体 112 100.0 100.0

【問17-1付問4で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 」と回答した方のみ】
問17-1付問5　希望する就労形態

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=94 N=92
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 11 11.7 12.0
パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外） 81 86.2 88.0
無効・無回答 2 2.1 －

全　　体 94 100.0 100.0

【問17-1付問5　希望する就労形態で「パートタイム、アルバイト等 」と回答した方のみ】
問17-1付問6　「１週当たりの希望就労日数」「１日当たりの希望就労時間」

件数 割合 割合

１週当たりの希望就労日数
(除無効・
無回答)

N=81 N=80
１日 1 1.2 1.3
２日 6 7.4 7.5
３日 45 55.6 56.3
４日 20 24.7 25.0
５日 8 9.9 10.0
無効・無回答 1 1.2 －

全　　体 81 100.0 100.0
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件数 割合 割合

１日当たりの希望就労時間
(除無効・
無回答)

N=81 N=80
３時間未満 0 0.0 0.0
３時間 3 3.7 3.8
４時間 38 46.9 47.5
５時間 30 37.0 37.5
６時間 7 8.6 8.8
７時間 1 1.2 1.3
８時間 1 1.2 1.3
無効・無回答 1 1.2 －

全　　体 81 100.0 100.0

【母子家庭を除く】
問17-2　父親の現在の就労状況

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=931 N=843
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 育休・介護休業中ではない  828 88.9 98.2
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 育休・介護休業中である  0 0.0 0.0
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、育休・介護休業中ではない  5 0.5 0.6
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 育休・介護休業中である  0 0.0 0.0
以前は就労していたが、現在は就労していない  10 1.1 1.2
これまで就労したことがない  0 0.0 0.0
無効・無回答 88 9.5 －

全　　体 931 100.0 100.0

【問17-2で「フルタイムで就労している」と回答した方のみ】
問17-2付問1　 「１週当たりの就労日数」、「１日当たりの就労時間（残業時間を含む）」、「家を出る時間と帰宅時間」

件数 割合 割合

１週当たりの就労日数
(除無効・
無回答)

N=828 N=639
２日以下 0 0.0 0.0
３日 8 1.0 1.3
４日 4 0.5 0.6
５日 455 55.0 71.2
６日 158 19.1 24.7
７日 14 1.7 2.2
無効・無回答 189 22.8 －

全　　体 828 100.0 100.0

件数 割合 割合

１日当たりの就労時間（残業時間を含む）
(除無効・
無回答)

N=828 N=614
７時間未満 0 0.0 0.0
７時間 6 0.7 1.0
８時間 240 29.0 39.1
９時間 91 11.0 14.8
１０時間 137 16.5 22.3
１１時間 36 4.3 5.9
１２時間 53 6.4 8.6
１３時間 17 2.1 2.8
１４時間 16 1.9 2.6
１５時間 7 0.8 1.1
１６時間以上 11 1.3 1.8
無効・無回答 214 25.8 －

全　　体 828 100.0 100.0
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件数 割合 割合

家を出る時間
(除無効・
無回答)

N=828 N=609
0時台 0 0.0 0.0
1時台 1 0.1 0.2
2時台 2 0.2 0.3
3時台 2 0.2 0.3
4時台 12 1.4 2.0
5時台 77 9.3 12.6
6時台 172 20.8 28.2
7時台 230 27.8 37.8
8時台 88 10.6 14.4
9時台 9 1.1 1.5
10時台 4 0.5 0.7
11時台 0 0.0 0.0
12時台 2 0.2 0.3
13時台 2 0.2 0.3
14時台 1 0.1 0.2
15時台 2 0.2 0.3
16時台 0 0.0 0.0
17時台 0 0.0 0.0
18時台 1 0.1 0.2
19時台 0 0.0 0.0
20時台 0 0.0 0.0
21時台 1 0.1 0.2
22時台 1 0.1 0.2
23時台 2 0.2 0.3
無効・無回答 219 26.4 －

全　　体 828 100.0 100.0

件数 割合 割合

帰宅時間
(除無効・
無回答)

N=828 N=605
0時台 21 2.5 3.5
1時台 5 0.6 0.8
2時台 4 0.5 0.7
3時台 0 0.0 0.0
4時台 0 0.0 0.0
5時台 0 0.0 0.0
6時台 1 0.1 0.2
7時台 1 0.1 0.2
8時台 3 0.4 0.5
9時台 5 0.6 0.8
10時台 1 0.1 0.2
11時台 3 0.4 0.5
12時台 2 0.2 0.3
13時台 2 0.2 0.3
14時台 2 0.2 0.3
15時台 3 0.4 0.5
16時台 7 0.8 1.2
17時台 40 4.8 6.6
18時台 79 9.5 13.1
19時台 130 15.7 21.5
20時台 104 12.6 17.2
21時台 93 11.2 15.4
22時台 62 7.5 10.2
23時台 37 4.5 6.1
無効・無回答 223 26.9 －

全　　体 828 100.0 100.0

【問17-2で「パートタイム・アルバイト（フルタイム以外）で就労している」と回答した方のみ】
問17-2付問2　 「１週当たりの就労日数」、「１日当たりの就労時間（残業時間を含む）」、「家を出る時間と帰宅時間」

件数 割合 割合

１週当たりの就労日数
(除無効・
無回答)

N=5 N=5
３日 0 0.0 0.0
４日 2 40.0 40.0
５日 2 40.0 40.0
６日 1 20.0 20.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 5 100.0 100.0
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件数 割合 割合

１日当たりの就労時間（残業時間を含む）
(除無効・
無回答)

N=5 N=5
７時間未満 2 40.0 40.0
７時間 2 40.0 40.0
８時間 0 0.0 0.0
９時間 0 0.0 0.0
１０時間 0 0.0 0.0
１１時間 0 0.0 0.0
１２時間 0 0.0 0.0
１３時間 1 20.0 20.0
１４時間 0 0.0 0.0
１５時間 0 0.0 0.0
１６時間以上 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 5 100.0 100.0

件数 割合 割合

家を出る時間
(除無効・
無回答)

N=5 N=4
0時台 0 0.0 0.0
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 0 0.0 0.0
5時台 1 20.0 25.0
6時台 0 0.0 0.0
7時台 2 40.0 50.0
8時台 0 0.0 0.0
9時台 1 20.0 25.0
10時台 0 0.0 0.0
11時台 0 0.0 0.0
12時台 0 0.0 0.0
13時台 0 0.0 0.0
14時台 0 0.0 0.0
15時台 0 0.0 0.0
16時台 0 0.0 0.0
17時台 0 0.0 0.0
18時台 0 0.0 0.0
19時台 0 0.0 0.0
20時台 0 0.0 0.0
21時台 0 0.0 0.0
22時台 0 0.0 0.0
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 1 20.0 －

全　　体 5 100.0 100.0
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件数 割合 割合

帰宅時間
(除無効・
無回答)

N=5 N=4
0時台 0 0.0 0.0
1時台 0 0.0 0.0
2時台 0 0.0 0.0
3時台 0 0.0 0.0
4時台 0 0.0 0.0
5時台 0 0.0 0.0
6時台 0 0.0 0.0
7時台 0 0.0 0.0
8時台 0 0.0 0.0
9時台 0 0.0 0.0
10時台 0 0.0 0.0
11時台 0 0.0 0.0
12時台 1 20.0 25.0
13時台 0 0.0 0.0
14時台 1 20.0 25.0
15時台 0 0.0 0.0
16時台 0 0.0 0.0
17時台 1 20.0 25.0
18時台 0 0.0 0.0
19時台 0 0.0 0.0
20時台 0 0.0 0.0
21時台 1 20.0 25.0
22時台 0 0.0 0.0
23時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 1 20.0 －

全　　体 5 100.0 100.0

【問17-2で「パート・アルバイト（フルタイム以外）で就労している」と回答した方のみ】
問17-2付問3　父親のフルタイムへの転換希望

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=5 N=4
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある 0 0.0 0.0
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはな 2 40.0 50.0
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 2 40.0 50.0
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい  0 0.0 0.0
無効・無回答 1 20.0 －

全　　体 5 100.0 100.0

【問17-2で「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」と回答した方のみ】
問17-2付問4　父親の就労希望

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=10 N=5
子育てや家事などに専念したい（就労の希望はない） 0 0.0 0.0
１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 0 0.0 0.0
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 5 50.0 100.0
無効・無回答 5 50.0 －

全　　体 10 100.0 100.0

【問17-2付問4で「１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい 」と回答した方のみ】
問17-2付問5　就労したい時期の一番下の子どもの年齢

N=0　回答対象者なし

【問17-2付問4で「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 」と回答した方のみ】
問17-2付問5　希望する就労形態

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=5 N=5
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 5 100.0 100.0
パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外） 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 5 100.0 100.0

【問17-2付問5　希望する就労形態で「パートタイム、アルバイト等 」と回答した方のみ】
問17-2付問6　「１週当たりの希望就労日数」「１日当たりの希望就労時間」

N=0　回答対象者なし
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５．あて名のお子さんの放課後や休日の過ごし方について
問18A　放課後（平日の小学校終了後）の居場所として、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」「わいわいスクール」
　　　「みんなの家（青少年の家）」がありますが、それぞれを知っていましたか

はい いいえ
無効・
無回答

全体

件数 放課後児童クラブ（学童クラブ） 961 54 44 1,059
わいわいスクール 332 671 56 1,059
みんなの家（青少年の家） 830 183 46 1,059

割合 放課後児童クラブ（学童クラブ） N=1,059 90.7 5.1 4.2 100.0
わいわいスクール N=1,059 31.4 63.4 5.3 100.0
みんなの家（青少年の家） N=1,059 78.4 17.3 4.3 100.0

割合 放課後児童クラブ（学童クラブ） N=1,015 94.7 5.3 － 100.0
(除無効・ わいわいスクール N=1,003 33.1 66.9 － 100.0
無回答) みんなの家（青少年の家） N=1,013 81.9 18.1 － 100.0

問18B　放課後（平日の小学校終了後）の居場所として、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」「わいわいスクール」
　　　「みんなの家（青少年の家）」がありますが、これまでに利用したことはありますか

はい いいえ
無効・
無回答

全体

件数 放課後児童クラブ（学童クラブ） 183 794 82 1,059
わいわいスクール 108 843 108 1,059
みんなの家（青少年の家） 357 613 89 1,059

割合 放課後児童クラブ（学童クラブ） N=1,059 17.3 75.0 7.7 100.0
わいわいスクール N=1,059 10.2 79.6 10.2 100.0
みんなの家（青少年の家） N=1,059 33.7 57.9 8.4 100.0

割合 放課後児童クラブ（学童クラブ） N=977 18.7 81.3 － 100.0
(除無効・ わいわいスクール N=951 11.4 88.6 － 100.0
無回答) みんなの家（青少年の家） N=970 36.8 63.2 － 100.0

問19　あて名のお子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしていますか（複数回答）
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,047
自宅のみで過ごす 797 75.3 76.1
祖父母や友人・知人宅 330 31.2 31.5
習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 741 70.0 70.8
放課後児童クラブ（学童クラブ） 104 9.8 9.9
わいわいスクール 14 1.3 1.3
みんなの家（青少年の家） 72 6.8 6.9
ファミリー・サポート・センター 0 0.0 0.0
その他（公民館、図書館、公園等） 378 35.7 36.1
無効・無回答 12 1.1 －

全　　体 2,448 － －

問19　１週当たりの利用日数
件数 割合 割合

自宅のみで過ごす
(除無効・
無回答)

N=797 N=781
１日 203 25.5 26.0
２日 203 25.5 26.0
３日 128 16.1 16.4
４日 100 12.5 12.8
５日 114 14.3 14.6
６日 10 1.3 1.3
７日 23 2.9 2.9
無効・無回答 16 2.0 －

全　　体 797 100.0 100.0

件数 割合 割合

祖父母や友人・知人宅
(除無効・
無回答)

N=330 N=323
１日 167 50.6 51.7
２日 86 26.1 26.6
３日 28 8.5 8.7
４日 14 4.2 4.3
５日 25 7.6 7.7
６日 1 0.3 0.3
７日 2 0.6 0.6
無効・無回答 7 2.1 －

全　　体 330 100.0 100.0
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件数 割合 割合

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）
(除無効・
無回答)

N=741 N=738
１日 213 28.7 28.9
２日 242 32.7 32.8
３日 172 23.2 23.3
４日 68 9.2 9.2
５日 34 4.6 4.6
６日 8 1.1 1.1
７日 1 0.1 0.1
無効・無回答 3 0.4 －

全　　体 741 100.0 100.0

件数 割合 割合

放課後児童クラブ（学童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=104 N=101
１日 7 6.7 6.9
２日 4 3.8 4.0
３日 10 9.6 9.9
４日 12 11.5 11.9
５日 64 61.5 63.4
６日 4 3.8 4.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 3 2.9 －

全　　体 104 100.0 100.0

件数 割合 割合

わいわいスクール
(除無効・
無回答)

N=14 N=12
１日 9 64.3 75.0
２日 1 7.1 8.3
３日 0 0.0 0.0
４日 1 7.1 8.3
５日 1 7.1 8.3
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 2 14.3 －

全　　体 14 100.0 100.0

件数 割合 割合

みんなの家（青少年の家）
(除無効・
無回答)

N=72 N=69
１日 45 62.5 65.2
２日 10 13.9 14.5
３日 4 5.6 5.8
４日 8 11.1 11.6
５日 1 1.4 1.4
６日 1 1.4 1.4
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 3 4.2 －

全　　体 72 100.0 100.0

件数 割合 割合

その他（公民館、図書館、公園等）
(除無効・
無回答)

N=378 N=377
１日 107 28.3 28.4
２日 103 27.2 27.3
３日 73 19.3 19.4
４日 31 8.2 8.2
５日 55 14.6 14.6
６日 4 1.1 1.1
７日 4 1.1 1.1
無効・無回答 1 0.3 －

全　　体 378 100.0 100.0
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【問19で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」と回答した方のみ】
問19付問1　下校時から何時まで利用していますか

件数 割合 割合

放課後児童クラブ（学童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=104 N=103
１５時台 0 0.0 0.0
１６時台 0 0.0 0.0
１７時台 20 19.2 19.4
１８時台 49 47.1 47.6
１９時台 33 31.7 32.0
２０時台 1 1.0 1.0
無効・無回答 1 1.0 －

全　　体 104 100.0 100.0

【問19で「わいわいスクール」と回答した方のみ】
問19付問2　下校時から何時まで利用していますか

件数 割合 割合

わいわいスクール
(除無効・
無回答)

N=14 N=13
１５時台 0 0.0 0.0
１６時台 13 92.9 100.0
１７時台 0 0.0 0.0
１８時台 0 0.0 0.0
１９時台 0 0.0 0.0
２０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 1 7.1 －

全　　体 14 100.0 100.0

【問19で「みんなの家（放課後児童クラブ）」と回答した方のみ】
問19付問3　下校時から何時まで利用していますか

件数 割合 割合

みんなの家（放課後児童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=72 N=66
１５時台 0 0.0 0.0
１６時台 10 13.9 15.2
１７時台 55 76.4 83.3
１８時台 1 1.4 1.5
１９時台 0 0.0 0.0
２０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 6 8.3 －

全　　体 72 100.0 100.0

【問19で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】
問19-1　学童クラブを利用している理由は何ですか

件数 割合 割合

あて名のお子さんの保護者が
(除無効・
無回答)

N=104 N=104
現在就労している 103 99.0 99.0
就労予定であるか、または求職中である 1 1.0 1.0
家族・親族などを介護している 0 0.0 0.0
病気や障害がある 0 0.0 0.0
学生である 0 0.0 0.0
その他 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 104 100.0 100.0

【問19で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】
問20-1　土曜日に放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=104 N=103
利用している 12 11.5 11.7
利用していない 91 87.5 88.3
無効・無回答 1 1.0 －

全　　体 104 100.0 100.0
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【問20-1で「利用している」と回答した方のみ】
問20-1付問　「1ケ月当たりの利用頻度」「開始時刻」「終了時刻」

件数 割合 割合

1ケ月当たりの利用頻度
(除無効・
無回答)

N=12 N=12
１日 2 16.7 16.7
２日 5 41.7 41.7
３日 0 0.0 0.0
４日 5 41.7 41.7
５日 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 12 100.0 100.0

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=12 N=12
７時台 0 0.0 0.0
８時台 8 66.7 66.7
９時台 4 33.3 33.3
１０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 12 100.0 100.0

件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=12 N=12
１３時台 0 0.0 0.0
１４時台 3 25.0 25.0
１５時台 1 8.3 8.3
１６時台 0 0.0 0.0
１７時台 2 16.7 16.7
１８時台 5 41.7 41.7
１９時台 1 8.3 8.3
２０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 12 100.0 100.0

【問19で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】
問20-2　日曜日・祝日に放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=104 N=103
利用している 0 0.0 0.0
利用していない 103 99.0 100.0
無効・無回答 1 1.0 －

全　　体 104 100.0 100.0

【問20-2で「利用している」と回答した方のみ】
問20-2付問　「1ケ月当たりの利用頻度」「開始時刻」「終了時刻」

N=0　回答対象者なし

【問19で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】
問20-3　長期の休暇期間中放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=104 N=104
利用している 98 94.2 94.2
利用していない 6 5.8 5.8
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 104 100.0 100.0
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【問20-3で「利用している」と回答した方のみ】
問20-3付問　「1週当たりの利用頻度」「開始時刻」「終了時刻」

件数 割合 割合

1ケ月当たりの利用頻度
(除無効・
無回答)

N=98 N=96
１日 2 2.0 2.1
２日 2 2.0 2.1
３日 9 9.2 9.4
４日 14 14.3 14.6
５日 64 65.3 66.7
６日 5 5.1 5.2
無効・無回答 2 2.0 －

全　　体 98 100.0 100.0

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=98 N=95
７時台 4 4.1 4.2
８時台 76 77.6 80.0
９時台 13 13.3 13.7
１０時台以降 2 2.0 2.1
無効・無回答 3 3.1 －

全　　体 98 100.0 100.0

件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=98 N=95
１４時より前 1 1.0 1.1
１４時台 0 0.0 0.0
１５時台 1 1.0 1.1
１６時台 0 0.0 0.0
１７時台 20 20.4 21.1
１８時台 47 48.0 49.5
１９時台 26 26.5 27.4
２０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 3 3.1 －

全　　体 98 100.0 100.0

【問19で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」を利用していない方のみ】
問21　学童クラブを利用していない理由は何ですか

件数 割合 割合

あて名のお子さんの保護者が
(除無効・
無回答)

N=955 N=814
現在就労していない 336 35.2 41.3
就労しているが、学童クラブを知らなかった 2 0.2 0.2
就労しているが、近くに学童クラブがない 9 0.9 1.1
就労しているが、学童クラブに空きがない 3 0.3 0.4
就労しているが、学童クラブの開所時間が短い 5 0.5 0.6
就労しているが、利用料が高い 89 9.3 10.9
就労しているが、子どもは放課後の習い事をしている 41 4.3 5.0
就労しているが、放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思う 84 8.8 10.3
就労しているが、他の施設に預けている 1 0.1 0.1
就労しているが、家族や親族等がみている 129 13.5 15.8
その他 115 12.0 14.1
無効・無回答 141 14.8 －

全　　体 955 100.0 100.0
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問22　現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの放課後（平日の小学校終了後）の時間を、
　　　どのような場所で過ごさせたいと思いますか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=1,059 N=997
自宅のみで過ごす 618 58.4 62.0
祖父母や友人・知人宅 306 28.9 30.7
習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 748 70.6 75.0
放課後児童クラブ（学童クラブ） 117 11.0 11.7
わいわいスクール 155 14.6 15.5
みんなの家（青少年の家） 177 16.7 17.8
ファミリー・サポート・センター 8 0.8 0.8
その他（公民館、図書館、公園等） 418 39.5 41.9
無効・無回答 62 5.9 －

全　　体 2,609 － －

問22　小学校の放課後の時間を過ごさせたい日数（１週当たり）
件数 割合 割合

自宅のみで過ごす
(除無効・
無回答)

N=618 N=602
１日 212 34.3 35.2
２日 181 29.3 30.1
３日 85 13.8 14.1
４日 53 8.6 8.8
５日 60 9.7 10.0
６日 2 0.3 0.3
７日 9 1.5 1.5
無効・無回答 16 2.6 －

全　　体 618 100.0 100.0

件数 割合 割合

祖父母や友人・知人宅
(除無効・
無回答)

N=306 N=294
１日 152 49.7 51.7
２日 82 26.8 27.9
３日 37 12.1 12.6
４日 7 2.3 2.4
５日 13 4.2 4.4
６日 1 0.3 0.3
７日 2 0.7 0.7
無効・無回答 12 3.9 －

全　　体 306 100.0 100.0

件数 割合 割合

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）
(除無効・
無回答)

N=748 N=737
１日 185 24.7 25.1
２日 308 41.2 41.8
３日 176 23.5 23.9
４日 42 5.6 5.7
５日 23 3.1 3.1
６日 2 0.3 0.3
７日 1 0.1 0.1
無効・無回答 11 1.5 －

全　　体 748 100.0 100.0

242



件数 割合 割合

放課後児童クラブ（学童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=117 N=113
１日 7 6.0 6.2
２日 15 12.8 13.3
３日 24 20.5 21.2
４日 11 9.4 9.7
５日 53 45.3 46.9
６日 3 2.6 2.7
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 4 3.4 －

全　　体 117 100.0 100.0

件数 割合 割合

わいわいスクール
(除無効・
無回答)

N=155 N=151
１日 46 29.7 30.5
２日 46 29.7 30.5
３日 39 25.2 25.8
４日 3 1.9 2.0
５日 17 11.0 11.3
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 4 2.6 －

全　　体 155 100.0 100.0

件数 割合 割合

みんなの家（青少年の家）
(除無効・
無回答)

N=177 N=172
１日 81 45.8 47.1
２日 47 26.6 27.3
３日 23 13.0 13.4
４日 7 4.0 4.1
５日 13 7.3 7.6
６日 1 0.6 0.6
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 5 2.8 －

全　　体 177 100.0 100.0

件数 割合 割合

ファミリー・サポート・センター
(除無効・
無回答)

N=8 N=7
１日 4 50.0 57.1
２日 3 37.5 42.9
３日 0 0.0 0.0
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 1 12.5 －

全　　体 8 100.0 100.0

件数 割合 割合

その他（公民館、図書館、公園等）
(除無効・
無回答)

N=418 N=413
１日 113 27.0 27.4
２日 114 27.3 27.6
３日 99 23.7 24.0
４日 36 8.6 8.7
５日 47 11.2 11.4
６日 2 0.5 0.5
７日 2 0.5 0.5
無効・無回答 5 1.2 －

全　　体 418 100.0 100.0
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【問22で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」と回答した方のみ】
問22付問1　下校時から何時まで過ごさせたいですか

件数 割合 割合

放課後児童クラブ（学童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=117 N=110
１５時台 0 0.0 0.0
１６時台 0 0.0 0.0
１７時台 15 12.8 13.6
１８時台 52 44.4 47.3
１９時台 33 28.2 30.0
２０時台 8 6.8 7.3
２１時台 2 1.7 1.8
無効・無回答 7 6.0 －

全　　体 117 100.0 100.0

【問22で「わいわいスクール」と回答した方のみ】
問22付問2　下校時から何時まで過ごさせたいですか

件数 割合 割合

わいわいスクール
(除無効・
無回答)

N=155 N=140
１５時台 1 0.6 0.7
１６時台 80 51.6 57.1
１７時台 40 25.8 28.6
１８時台 14 9.0 10.0
１９時台 4 2.6 2.9
２０時台 1 0.6 0.7
無効・無回答 15 9.7 －

全　　体 155 100.0 100.0

【問22で「みんなの家（放課後児童クラブ）」と回答した方のみ】
問22付問3　下校時から何時まで過ごさせたいですか

件数 割合 割合

みんなの家（放課後児童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=177 N=156
１５時台 0 0.0 0.0
１６時台 15 8.5 9.6
１７時台 100 56.5 64.1
１８時台 36 20.3 23.1
１９時台 5 2.8 3.2
２０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 21 11.9 －

全　　体 177 100.0 100.0

【問22で「放課後児童クラブ（学童クラブ）と回答した方のみ】
問22-1　学童クラブを利用したい理由は何ですか

件数 割合 割合

あて名のお子さんの保護者が
(除無効・
無回答)

N=117 N=111
現在就労している 95 81.2 85.6
就労予定であるか、または求職中である 3 2.6 2.7
そのうち就労したいと考えている 5 4.3 4.5
家族・親族などを介護しなければならない 1 0.9 0.9
病気や障害がある 0 0.0 0.0
学生である、または就学したい 0 0.0 0.0
就労していないが、子どもの教育などのために預けたい 1 0.9 0.9
その他 6 5.1 5.4
無効・無回答 6 5.1 －

全　　体 117 100.0 100.0

【問22で「放課後児童クラブ（学童保育）と回答した方のみ】
問23-1　土曜日の放課後児童クラブの利用希望はありますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=117 N=104
利用したい 34 29.1 32.7
利用の希望はない 70 59.8 67.3
無効・無回答 13 11.1 －

全　　体 117 100.0 100.0
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【問23-1で「利用したい」と回答した方のみ】
問23-1付問　「1ケ月当たりの利用頻度」「開始時刻」「終了時刻」

件数 割合 割合

1ケ月当たりの利用頻度
(除無効・
無回答)

N=34 N=33
１日 4 11.8 12.1
２日 13 38.2 39.4
３日 3 8.8 9.1
４日 12 35.3 36.4
５日 1 2.9 3.0
無効・無回答 1 2.9 －

全　　体 34 100.0 100.0

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=34 N=32
７時台 5 14.7 15.6
８時台 18 52.9 56.3
９時台 7 20.6 21.9
１０時台以降 2 5.9 6.3
無効・無回答 2 5.9 －

全　　体 34 100.0 100.0

件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=34 N=32
１３時台より前 1 2.9 3.1
１３時台 0 0.0 0.0
１４時台 0 0.0 0.0
１５時台 4 11.8 12.5
１６時台 1 2.9 3.1
１７時台 2 5.9 6.3
１８時台 14 41.2 43.8
１９時台 10 29.4 31.3
２０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 2 5.9 －

全　　体 34 100.0 100.0

【問22で「放課後児童クラブ（学童保育）と回答した方のみ】
問23-2　日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望はありますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=117 N=102
利用したい 17 14.5 16.7
利用の希望はない 85 72.6 83.3
無効・無回答 15 12.8 －

全　　体 117 100.0 100.0

【問23-2で「利用したい」と回答した方のみ】
問23-2付問　「1ケ月当たりの利用頻度」「開始時刻」「終了時刻」

件数 割合 割合

1ケ月当たりの利用頻度
(除無効・
無回答)

N=17 N=17
１日 5 29.4 29.4
２日 6 35.3 35.3
３日 0 0.0 0.0
４日 5 29.4 29.4
５日 1 5.9 5.9
無効・無回答 0 0.0 －

全　　体 17 100.0 100.0

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=17 N=16
７時台 3 17.6 18.8
８時台 10 58.8 62.5
９時台 2 11.8 12.5
１０時台以降 1 5.9 6.3
無効・無回答 1 5.9 －

全　　体 17 100.0 100.0
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件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=17 N=16
１３時台より前 1 5.9 6.3
１３時台 0 0.0 0.0
１４時台 0 0.0 0.0
１５時台 1 5.9 6.3
１６時台 0 0.0 0.0
１７時台 0 0.0 0.0
１８時台 7 41.2 43.8
１９時台 7 41.2 43.8
２０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 1 5.9 －

全　　体 17 100.0 100.0

【問22で「利用したい」と回答した方のみ】
問23-3　夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望はありますか

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=117 N=111
利用したい 104 88.9 93.7
利用の希望はない 7 6.0 6.3
無効・無回答 6 5.1 －

全　　体 117 100.0 100.0

【問23-3で「利用したい」と回答した方のみ】
問23-3付問　「1週当たりの利用頻度」「開始時刻」「終了時刻」

件数 割合 割合

1週当たりの利用頻度
(除無効・
無回答)

N=104 N=101
１日 1 1.0 1.0
２日 1 1.0 1.0
３日 13 12.5 12.9
４日 11 10.6 10.9
５日 67 64.4 66.3
６日 7 6.7 6.9
７日 1 1.0 1.0
無効・無回答 3 2.9 －

全　　体 104 100.0 100.0

件数 割合 割合

開始時刻
(除無効・
無回答)

N=104 N=102
７時台 9 8.7 8.8
８時台 76 73.1 74.5
９時台 13 12.5 12.7
１０時台 3 2.9 2.9
１１時台以降 1 1.0 1.0
無効・無回答 2 1.9 －

全　　体 104 100.0 100.0

件数 割合 割合

終了時刻
(除無効・
無回答)

N=104 N=102
１３時台 0 0.0 0.0
１４時台 0 0.0 0.0
１５時台 2 1.9 2.0
１６時台 2 1.9 2.0
１７時台 15 14.4 14.7
１８時台 49 47.1 48.0
１９時台 27 26.0 26.5
２０時台 6 5.8 5.9
２１時台以降 1 1.0 1.0
無効・無回答 2 1.9 －

全　　体 104 100.0 100.0
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【あて名のお子さんが小学校1～3 年生の方のみ】

問24　あて名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日の小学校終了後）の時間を

　　　どのような場所で過ごさせたいと思いますか（複数回答）

件数 割合 割合
(除無効・
無回答)

N=502 N=478
自宅のみで過ごす 278 55.4 58.2
祖父母や友人・知人宅 148 29.5 31.0
習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 386 76.9 80.8
放課後児童クラブ（学童クラブ） 63 12.5 13.2
わいわいスクール 72 14.3 15.1
みんなの家（青少年の家） 85 16.9 17.8
ファミリー・サポート・センター 4 0.8 0.8
その他（公民館、図書館、公園等） 218 43.4 45.6
無効・無回答 24 4.8 －

全　　体 1,278 － －

問24　週当たりの利用希望日数
件数 割合 割合

自宅のみで過ごす
(除無効・
無回答)

N=278 N=266
１日 103 37.1 38.7
２日 83 29.9 31.2
３日 41 14.7 15.4
４日 12 4.3 4.5
５日 23 8.3 8.6
６日 1 0.4 0.4
７日 3 1.1 1.1
無効・無回答 12 4.3 －

全　　体 278 100.0 100.0

件数 割合 割合

祖父母や友人・知人宅
(除無効・
無回答)

N=148 N=141
１日 78 52.7 55.3
２日 41 27.7 29.1
３日 15 10.1 10.6
４日 3 2.0 2.1
５日 4 2.7 2.8
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 7 4.7 －

全　　体 148 100.0 100.0

件数 割合 割合

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）
(除無効・
無回答)

N=386 N=378
１日 77 19.9 20.4
２日 158 40.9 41.8
３日 115 29.8 30.4
４日 19 4.9 5.0
５日 9 2.3 2.4
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 8 2.1 －

全　　体 386 100.0 100.0

件数 割合 割合

放課後児童クラブ（学童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=63 N=61
１日 3 4.8 4.9
２日 9 14.3 14.8
３日 17 27.0 27.9
４日 5 7.9 8.2
５日 25 39.7 41.0
６日 2 3.2 3.3
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 2 3.2 －

全　　体 63 100.0 100.0
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件数 割合 割合

わいわいスクール
(除無効・
無回答)

N=72 N=68
１日 15 20.8 22.1
２日 32 44.4 47.1
３日 16 22.2 23.5
４日 0 0.0 0.0
５日 5 6.9 7.4
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 4 5.6 －

全　　体 72 100.0 100.0

件数 割合 割合

みんなの家（青少年の家）
(除無効・
無回答)

N=85 N=80
１日 39 45.9 48.8
２日 22 25.9 27.5
３日 14 16.5 17.5
４日 1 1.2 1.3
５日 4 4.7 5.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 5 5.9 －

全　　体 85 100.0 100.0

件数 割合 割合

ファミリー・サポート・センター
(除無効・
無回答)

N=4 N=3
１日 2 50.0 66.7
２日 1 25.0 33.3
３日 0 0.0 0.0
４日 0 0.0 0.0
５日 0 0.0 0.0
６日 0 0.0 0.0
７日 0 0.0 0.0
無効・無回答 1 25.0 －

全　　体 4 100.0 100.0

件数 割合 割合

その他（公民館、図書館、公園等）
(除無効・
無回答)

N=218 N=210
１日 55 25.2 26.2
２日 68 31.2 32.4
３日 43 19.7 20.5
４日 22 10.1 10.5
５日 21 9.6 10.0
６日 0 0.0 0.0
７日 1 0.5 0.5
無効・無回答 8 3.7 －

全　　体 218 100.0 100.0

【問24で「放課後児童クラブ（学童クラブ）」と回答した方のみ】
問24付問1　下校時から何時まで過ごさせたいですか

件数 割合 割合

放課後児童クラブ（学童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=63 N=60
１５時台 0 0.0 0.0
１６時台 0 0.0 0.0
１７時台 7 11.1 11.7
１８時台 27 42.9 45.0
１９時台 23 36.5 38.3
２０時台 1 1.6 1.7
２１時台 2 3.2 3.3
無効・無回答 3 4.8 －

全　　体 63 100.0 100.0

248



【問24で「わいわいスクール」と回答した方のみ】
問24付問2　下校時から何時まで過ごさせたいですか

件数 割合 割合

わいわいスクール
(除無効・
無回答)

N=72 N=66
１４時台 1 1.4 1.5
１５時台 0 0.0 0.0
１６時台 39 54.2 59.1
１７時台 14 19.4 21.2
１８時台 8 11.1 12.1
１９時台 4 5.6 6.1
２０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 6 8.3 －

全　　体 72 100.0 100.0

【問24で「みんなの家（放課後児童クラブ）」と回答した方のみ】
問24付問3　下校時から何時まで過ごさせたいですか

件数 割合 割合

みんなの家（放課後児童クラブ）
(除無効・
無回答)

N=85 N=74
１５時台 0 0.0 0.0
１６時台 5 5.9 6.8
１７時台 43 50.6 58.1
１８時台 23 27.1 31.1
１９時台 3 3.5 4.1
２０時台 0 0.0 0.0
無効・無回答 11 12.9 －

全　　体 85 100.0 100.0

６．すべての方にお伺いします
問25　次の事業を知っていますか

はい いいえ
無効・
無回答

全体

件数 はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） 937 86 36 1,059
市発行の「子育てガイド」 488 522 49 1,059
乳幼児健康支援デイサービスセンター 265 742 52 1,059
横須賀市子育てホットライン 614 396 49 1,059

割合 はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,059 88.5 8.1 3.4 100.0
市発行の「子育てガイド」 N=1,059 46.1 49.3 4.6 100.0
乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,059 25.0 70.1 4.9 100.0
横須賀市子育てホットライン N=1,059 58.0 37.4 4.6 100.0

割合 はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,023 91.6 8.4 － 100.0
(除無効・ 市発行の「子育てガイド」 N=1,010 48.3 51.7 － 100.0
無回答) 乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,007 26.3 73.7 － 100.0

横須賀市子育てホットライン N=1,010 60.8 39.2 － 100.0

問25　次の事業をこれまでに利用したことがありますか

はい いいえ
無効・
無回答

全体

件数 はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） 274 712 73 1,059
市発行の「子育てガイド」 138 830 91 1,059
乳幼児健康支援デイサービスセンター 28 940 91 1,059
横須賀市子育てホットライン 40 929 90 1,059

割合 はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,059 25.9 67.2 6.9 100.0
市発行の「子育てガイド」 N=1,059 13.0 78.4 8.6 100.0
乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,059 2.6 88.8 8.6 100.0
横須賀市子育てホットライン N=1,059 3.8 87.7 8.5 100.0

割合 はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=986 27.8 72.2 － 100.0
(除無効・ 市発行の「子育てガイド」 N=968 14.3 85.7 － 100.0
無回答) 乳幼児健康支援デイサービスセンター N=968 2.9 97.1 － 100.0

横須賀市子育てホットライン N=969 4.1 95.9 － 100.0
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問25　次の事業を今後利用したいですか

はい いいえ
無効・
無回答

全体

件数 はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） 379 530 150 1,059
市発行の「子育てガイド」 428 480 151 1,059
乳幼児健康支援デイサービスセンター 115 789 155 1,059
横須賀市子育てホットライン 310 595 154 1,059

割合 はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=1,059 35.8 50.0 14.2 100.0
市発行の「子育てガイド」 N=1,059 40.4 45.3 14.3 100.0
乳幼児健康支援デイサービスセンター N=1,059 10.9 74.5 14.6 100.0
横須賀市子育てホットライン N=1,059 29.3 56.2 14.5 100.0

割合 はぐくみかん（子育ての総合相談窓口） N=909 41.7 58.3 － 100.0
(除無効・ 市発行の「子育てガイド」 N=908 47.1 52.9 － 100.0
無回答) 乳幼児健康支援デイサービスセンター N=904 12.7 87.3 － 100.0

横須賀市子育てホットライン N=905 34.3 65.7 － 100.0

問26 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度
件数 割合 割合

(除無効・
無回答)

N=1,059 N=1,020
満足度が低い１ 108 10.2 10.6
　　　　　　２ 303 28.6 29.7
　　　　　　３ 447 42.2 43.8
　　　　　　４ 130 12.3 12.7
満足度が高い５ 32 3.0 3.1
無効・無回答 39 3.7 －

全　　体 1,059 100.0 100.0
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2. アンケート調査票 

就学前児童調査 
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横須賀市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたアンケート調査 

（就学前調査） 
 

「皆さまのご意見が明日の横須賀をつくる力になります」 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

アンケート調査は次ページからになります。 

ご回答にあたって 

● 特にことわり書きのない限り、あて名のお子さんについてお答えください。 

● 質問によって、ご回答いただく方が指定される場合があります。ことわり書きや矢

印（⇒）に従ってご回答ください。特にことわり書きがない場合は次の設問にお進

みください。 

● 回答は、選択肢に○をつけてお選びいただく場合と、数字を記入していただく場合

があります。 

● 質問によって、お選びいただく数が異なる場合がありますので、注意書きに従って

ください。また、「その他」をお選びいただいた場合には、（  ）内に具体的な

内容をご記入ください。 

● 回答は、アンケート用紙に直接ご記入いただき、お手数ですが、同封の返信用封筒

  （切手は不要です）に入れて11月29日（金）までにご返送ください。 

このアンケート調査で多く使われる言葉（施設名やサービス名） 

の内容は次のとおりです。 

 ① 幼稚園 

   小学校に入学するまでの幼児（一般的には３歳から）のための教育施設。 
 
 ② 幼稚園の預かり保育 

   幼稚園の通常の就園時間（４～５時間程度）を延長してお子さんを預かる事業。
 
 ③ 認可保育所（保育園） 

   保護者の就労などにより、保育を必要とするお子さんを預かる福祉施設。 
 
 ④ 認定こども園 

   幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設。（現在横須賀市にはありません） 
 
 ⑤ 家庭的保育（保育ママ） 

   保護者の就労などにより、保育を必要とするお子さんを保育者の家庭で預か

る事業。 
 
 ⑥ 事業所内保育施設 

   病院や介護施設などの企業が運営し、従業員のお子さんを預かる施設。 
 
 ⑦ 認可外の保育施設 

   認可保育所以外の保育施設で、事業所内保育施設を除く施設。 
 
 ⑧ ファミリー・サポート・センター 

   お子さんを預かってほしい保護者（よろしく会員）と、預かることができる

人（おまかせ会員）の橋渡しをする子育て支援事業。 
 
 ⑨ 教育・保育の事業 

   上記①～⑧などの子ども・子育て支援のための事業の総称。 
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１．お住まいの地域についてうかがいます。  

 

問1  お住まいの地区 1 つに○をつけてください。 

↓数字に〇  

１．本庁 稲岡町、不入斗町、上町、大滝町、小川町、楠ヶ浦町、坂本町、佐野町、汐入町、

汐見台、新港町、田戸台、鶴が丘、泊町、日の出町、深田台、富士見町、平成町、

平和台、望洋台、本町、緑が丘、三春町、安浦町、米が浜通、若松町 

２．追浜行政センター 浦郷町、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、湘南鷹取、鷹取、夏島町、 

浜見台 

３．田浦行政センター 田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、長浦町、箱崎町、船越町、港が丘 

４．逸見行政センター 安針台、西逸見町、東逸見町、逸見が丘、山中町、吉倉町 

５．衣笠行政センター 阿部倉、池上、大矢部、金谷、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、小矢部、平作、 

森崎 

６．大津行政センター 池田町、大津町、桜が丘、根岸町、走水、馬堀海岸、馬堀町 

７．浦賀行政センター 浦賀丘、浦賀、浦上台、小原台、鴨居、光風台、西浦賀、東浦賀、二葉、 

南浦賀、吉井 

８．久里浜行政センター 岩戸、内川、内川新田、久比里、久村、久里浜、久里浜台、佐原、神明町、長瀬、

ハイランド、舟倉、若宮台 

９．北下浦行政センター 粟田、グリーンハイツ、津久井、長沢、野比、光の丘 

10．西行政センター 秋谷、芦名、太田和、荻野、子安、佐島、佐島の丘、湘南国際村、須軽谷、武、

長井、長坂、林、御幸浜、山科台  

 
 

２．封筒のあて名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます。  
 

問2  あて名のお子さんの生年月をご記入ください。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。） 
 

平成   年   月 生まれ 

 
 

問3 あて名のお子さんを含めたお子さんの人数を□内に数字でご記入ください。また、2 人以上のお子さん

がいらっしゃる場合は、一番小さいお子さんの生年月をご記入ください。 
 

きょうだい数  人  一番小さいお子さんの生年月 平成   年   月生まれ 

 
 

問4 このアンケート調査票にお答えいただく方はどなたですか。（あて名のお子さんからみた関係でお答えく

ださい。）当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

１．母親           ２．父親           ３．その他（      ）

 

問5 このアンケート調査票にお答えいただく方の配偶関係について当てはまる番号１つに〇をつけてくださ

い。 

１．配偶者がいる            ２．配偶者はいない 

 

問6 あて名のお子さんの子育てを主に行っている方はどなたですか。（あて名のお子さんからみた関係でお答

えください。）当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

１．父母ともに  ２．主に母親  ３．主に父親   ４．主に祖父母   ５．その他（       ）
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３．子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます。  
 

問7 あて名のお子さんの子育てに日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか。（あて名のお子さんから

みた関係で答えてください。）当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．母親     ２．父親     ３．祖父母     ４．幼稚園     ５．保育園 

６．その他（            ） 

 

問8 あて名のお子さんの子育てに、影響すると思われる環境すべてに○をつけてください。 

１．家庭  ２．地域  ３．幼稚園  ４．保育園  ５．その他（               ）

 

問9 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○をつけてく

ださい。 

１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 

２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 

３．日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

４．緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

５．いずれもいない 

 

問9-1 問 9 で「1」～「4」（お子さんをみてもらえる親族・知人がいる）のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

親族や知人にお子さんをみてもらっている状況について、当てはまる番号すべてに○をつけてくださ

い。 

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

２．祖父母等の親族の身体的負担が心配である 

３．祖父母等の親族の精神的な負担や時間的制約が心配である 

４．友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心してみてもらえる 

５．友人・知人の親族の身体的負担が心配である 

６．友人・知人の親族の精神的な負担や時間的制約が心配である 

７．自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 

８．子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 

９．その他（                                    ） 

  

⇒問 9-1 へ 

⇒問 10 へ 
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問10 あて名のお子さんの子育てをするうえで、気軽に相談できる人や場所はありますか。当てはまる番号 

1 つに○をつけてください。 

１．ある                       ２．ない 

 

問10-1 問 10 で「1．ある」に○をつけた方にうかがいます。お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる人や場

所について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．配偶者 

３．友人や知人 

５．保健所・健康福祉センター 

７．幼稚園 

９．かかりつけの医師 

１１．その他【例：ベビーシッター】（ 

２．祖父母等の親族 

４．近所の人 

６．保育園 

８．民生委員・児童委員 

１０．市役所の職員 

                    ） 

 

問11 子育てをするうえで、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのような支援や援助があればよいとお

考えでしょうか。ご自由にお書きください。 

   

   

   

   

 
問12 子育てをするうえでのお悩みについて、ご自由にお書きください。 

   

   

   

   

 
問13 あて名のお子さんの子育てをするうえで、不安、ストレスを感じたことがありますか。当てはまる番号

１つに○をつけてください。 

１．よくある          ２．ときどきある           ３．ほとんどない 

 
問14 問 13 で「1．よくある」、「2．ときどきある」に○をつけた方にうかがいます。どういった時に不安やストレスを

感じましたか。次の中から３つまで選んで○をつけてください。 

１．育児のために睡眠時間が少ないとき   ２．子どもが泣き止まないとき 

３．家族の協力、理解が得られないとき   ４．自分が病気をしたとき 

５．子どもとだけの生活で孤独を感じたとき ６．経済的に不安を感じたとき 

７．子どもが病気やケガをしたとき     ８．子どもの成長の違いを他人に比較・指摘されたとき 

９．その他（                                  ） 

 
  

⇒問 10-1 へ ⇒問 11 へ 

⇒問 14 へ ⇒問 15 へ 
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問15 あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じること

が多いと思いますか。当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

１．楽しいと感じることの方が多い      

２．楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらい 

３．辛いと感じることの方が多い 

４．分からない 

５．その他（                                     ） 

 
問16 子育てをする中で、どのような支援や対策が有効と感じていますか。次の中から必要なもの３つを選ん

で○をつけてください。 

１．地域における子育て支援の充実     ２．保育サービスの充実 

３．子育て支援のネットワークづくり    ４．地域における子どもの活動拠点の充実 

５．妊娠・出産に対する支援        ６．母親・乳児の健康に対する安心 

７．子どもの教育環境           ８．子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 

９．仕事と家庭生活の両立         １０．子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 

１１．障がいのある子どもへの支援     １２．虐待を受けた子どもへの支援 

１３．小学校の放課後等の居場所の充実   １４．その他（                ） 

 
問17 あなたにとって理想的なお子さんの人数は何人ですか。□内に数字でご記入ください。 

 

   人    

 
 

問17-1 問 17 の人数に比べ、現在のお子さんの人数が少ない方にうかがいます。理想的なお子さんの人数に比べ

現在のお子さんの人数が少ない理由として当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．今後、理想の人数まで子どもを持つ予定  ２．金銭面での負担が大きい 

３．自分の仕事に差し支える         ４．働きながら子育てができる職場環境がない 

５．雇用が安定しない            ６．自分や夫婦の生活を大切にしたい 

７．高年齢での出産に不安がある       ８．育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある 

９．母親の健康上の不安           １０．家族の看病や介護による負担が大きい 

１１．ほしいと思うができない        １２．子どもがのびのび育つ社会環境ではない 

１３．その他（                                      ） 
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４．あて名のお子さんの親の就労状況についてうかがいます。  

 

問18 あて名のお子さんの親の現在の就労状況（自営業、家族従事者を含む）をうかがいます。 

問18-1 母親の就労状況 【父子家庭の場合は記入は不要です】 

当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□内に時間や日数などの数字をご記入くだ

さい。（数字は一枠に一字。）時間は、必ず（例）０８時 30 分～１８時 00 分のように、２４時間制

でお答えください。 

※就労日数や就労時間が一定でない場合には、もっとも多いパターンについてお答えください。 

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

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

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

 （休業前の）
１週当たりの就労日数  日 

（休業前の） 
１日当たりの就労時間   時間 

 
⇒ （休業前の） 

家を出る時間   時   分
（休業前の）

帰宅時間 
  時   分 

 

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

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

 
 （休業前の）

１週当たりの就労日数  日 
（休業前の）

１日当たりの就労時間   時間 

 
⇒ （休業前の） 

家を出る時間   時   分
（休業前の）

帰宅時間 
  時   分 

    ⇒ フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる記号１つに〇をつけてください。 

 

ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、 

実現できる見込みがある 

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

実現できる見込みはない 

ウ．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

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

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

就労したいという希望はありますか。当てはまる記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□内に

は数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。 

 ア．子育てや家事に専念したい（就労の希望はない） 

 イ．１年より先、一番下の子どもが   歳になったころに就労したい 

 ウ．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

   →希望する就労形態  Ａ．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）  

Ｂ．パートタイム、アルバイト等（「Ａ」以外） 

 →１週当たり  日 １日当たり   時間 
   

  

当
て
は
ま
る
１
～
６
の
番
号
１
つ
に
〇
を
し
て
、
更
に
「
⇒
」
に
従
っ
て
、
該
当
す
る
設
問
に
お
答
え
く
だ
さ
い
。 
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問18-2 父親の就労状況 【母子家庭の場合は記入は不要です】 

当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□内に時間や日数などの数字をご記入くだ

さい。（数字は一枠に一字。）時間は、必ず（例）０８時 30 分～１８時 00 分のように、２４時間制

でお答えください。 

※就労日数や就労時間が一定でない場合には、もっとも多いパターンについてお答えください。 

※育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。  

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

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

 （休業前の）
１週当たりの就労日数  日 

（休業前の） 
１日当たりの就労時間   時間 

 

⇒ （休業前の） 
家を出る時間   時   分

（休業前の）
帰宅時間 

  時   分 

 

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

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

 
 （休業前の）

１週当たりの就労日数 
 日 

（休業前の）

１日当たりの就労時間 
  時間 

 

⇒ （休業前の） 
家を出る時間   時   分

（休業前の）
帰宅時間 

  時   分 

    ⇒ フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる記号１つに〇をつけてください。 

 

ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、 

実現できる見込みがある 

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

実現できる見込みはない 

ウ．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

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

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

就労したいという希望はありますか。当てはまる記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□内に

は数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。 

 ア．子育てや家事に専念したい（就労の希望はない） 

 イ．１年より先、一番下の子どもが   歳になったころに就労したい 

 ウ．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

   →希望する就労形態  Ａ．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）  

Ｂ．パートタイム、アルバイト等（「Ａ」以外） 

 →１週当たり  日 １日当たり   時間 
  

 

  

当
て
は
ま
る
１
～
６
の
番
号
１
つ
に
〇
を
し
て
、
更
に
「
⇒
」
に
従
っ
て
、
該
当
す
る
設
問
に
お
答
え
く
だ
さ
い
。 
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５．あて名のお子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について

  うかがいます。  
※ここでいう「定期的な教育・保育事業」とは、月単位で定期的に利用している事業を指します。具体的には、

幼稚園や保育園など、問１９-1 に示した事業などを指します。 

 

問19 あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用していますか。

当てはまる番号１つに○をつけてください。 

  １．利用している             ２．利用していない 

 

問19-1 問 19 で「1．利用している」に○をつけた方にうかがいます。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。年間を通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。当

てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 １．幼稚園 ２．幼稚園の預かり保育 

   （通常の就園時間の利用）           （通常の就園時間を延長して預かる事業を 
                           定期的に利用） 

 ３．認可保育所（保育園） ４．家庭的保育（保育ママ） 

   （国が定める最低基準に適合した施設で     （保育者の家庭等で子どもを保育する事業） 
    横須賀市の認可を受けたもの） 

 ５．事業所内保育施設 ６．その他の認可外の保育施設 

（病院や介護施設などの企業が主に       （認可保育所、事業所内保育施設以外の 
従業員のお子さん用に運営する施設）       保育施設） 

 ７．ファミリー・サポート・センター ８．その他（               ） 

（地域住民が子どもを預かる事業） 

 

問19-2 問 19 で「1．利用している」に○をつけた方にうかがいます。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。1 週

当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時まで）かを、□内に具体的な数字でご記入ください。

（数字は一枠に一字。）時間は、必ず（例）０９時～１８時のように２４時間制でご記入ください。 

 

※問１９-1 で複数の事業を選択をした方で、1 日の中で複数の事業を利用している場合には、1 日当

たりの利用時間には複数の事業の利用時間の合計をご記入ください。利用日数や利用時間が一定でな

い場合には、もっとも多いパターンについてお答えください。 

問19-2-① 現在 
 

１週当たり  日 １日当たり   時間    時～   時 

 

 

問19-2-② 希望 
 

１週当たり  日 １日当たり   時間    時～   時 

 

 

  

⇒問 19-1～ 
問 19-4 へ 

⇒問 19-5 へ 
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問19-3 問 19 で「1．利用している」に○をつけた方にうかがいます。現在、利用されている教育・保育事業の実施

場所について当てはまる番号１つに○をつけてください。 

※19-1 で複数の事業を選択した方は、利用時間のもっとも長い教育・保育事業についてお答えくだ

さい。 

１．横須賀市内                

３．逗子市                  

５．横浜市（     区）          

2．三浦市 

４．葉山町 

６．その他（               ） 

 

問19-4 問 19 で「1．利用している」に○をつけた方にうかがいます。平日に定期的に教育・保育の事業を利用され

ている主な理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．子どもの教育や発達のため 

２．子育てをしている方が現在就労している 

３．子育てをしている方が就労予定であるか、または求職中である 

４．子育てをしている方が家族・親族などを介護している 

５．子育てをしている方に病気や障害がある 

６．子育てをしている方が学生である 

７．その他（                                   ） 

 

 

問19-5 問 19 で「2．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。利用していない理由として当てはまる番号

すべてに○をつけてください。 

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

２．子どもの祖父母や親戚の人がみている 

３．近所の人や父母の友人・知人がみている 

４．利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 

５．利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 

６．利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 

７．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 

８．子どもがまだ小さいため（   歳くらいになったら利用しようと考えている） 

９．その他（                              ） 

 

  

⇒問 20 へ 
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問20 すべての方にうかがいます。現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんにつ

いて、「定期的」に利用したいと考える平日の教育・保育の事業として、当てはまる番号すべてに○を

つけてください。なおこれらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。例えば、認可保育所

（保育園）の場合、お子さんの年齢や世帯収入に応じた利用料が設定されています。（平成２５年度で

は最大で 1 ヶ月 61,500 円、平均で概ね 1 ヶ月 2 万円程度） 

 

１．幼稚園 

（通常の就園時間の利用）  

 

２．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を 

定期的に利用） 

 

３．認可保育所（保育園） 

（国が定める最低基準に適合した施設で  

横須賀市の認可を受けたもの） 

４．認定こども園 

（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設で 
 現在横須賀市にはありません） 
 

５．小規模な保育施設 

（国の基準に適合し横須賀市が認可をする、定員 6 

～19 人の施設。現在、横須賀市にはありません。）

 

６．家庭的保育（保育ママ） 

（保育者の家庭等で子どもを保育する事業） 

７．事業所内保育施設 

（病院や介護施設などの企業が主に 

従業員のお子さん用に運営する施設） 

 

８．その他の認可外の保育施設 

（認可保育所、事業所内保育施設以外の 

保育施設） 

９．居宅訪問型保育 

（ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭 

  で保育する事業で、現在横須賀市にはありません） 

 

１０．ファミリー・サポート・センター 

（地域住民が子どもを預かる事業） 

１１．その他（                                      ） 

 
 

問21 あて名のお子さんについて、「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育を

望まれますか。望まれる番号に３つまで○をつけてください。 

  １．人格形成の基礎を築く教育・保育    ２．幼児期に必要な体験 

  ３．生活習慣の確立            ４．親子交流の機会 

  ５．子育てに関する相談          ６．家庭的で和らげる雰囲気 

  ７．安心して就労できる保育時間      ８．配慮を要する子どもへの発達に応じた教育・保育

  ９．学力と体力の向上           １０．その他（                ）

 

問22 あて名のお子さんについて、「定期的に」利用する教育・保育の事業として、どのような教育や保育の

環境や設備を望まれますか。望まれる番号に３つまで○をつけてください。 

  １．子どもの発達に応じた広さや環境を備えた保育室 ２．子どもがのびのびと運動ができる園庭 

  ３．給食の提供                  ４．給食の内容（アレルギー対応や食材など）

  ５．送迎バス                   ６．送迎に便利な立地 

  ７．保育士や幼稚園教諭の手厚い配置        ８．施設や遊具が充実している 

  ９．その他（                             ） 
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６．あて名のお子さんの地域の子育て支援事業の利用状況についてうかがい 

ます。  
 

問23 あて名のお子さんは、「愛らんど」や「わいわい広場」を利用していますか。次の中から、利用されて

いる番号すべてに○をつけてください。また、おおよその利用回数(頻度)を□内に数字でご記入くださ

い。（数字は一枠に一字。） 

※愛らんど 親子が集まって過ごしたり、相談をしたり、情報提供を受けたりする親子サロン 

※わいわい広場 お近くに愛らんどがない場合に、子育てアドバイザーが出張して開催する出張親子サロン 
 

１．愛らんどを利用している  →１ヶ月当たり   回程度 

 

２．わいわい広場を利用している  →１年当たり   回程度 

 

３．利用していない 

 

問24 問 23 のような事業について、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはまる番号１つに〇をつけて、

おおよその利用回数（頻度）を□内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字。）なお、これらの事

業の利用には、一定の利用者負担が発生する場合があります。 
 

１．利用していないが、今後利用したい  →１ヶ月当たり   回程度 

 

２．すでに利用しているが今後利用日数を増やしたい  →１ヶ月当たり更に   回程度 

 

３．新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 

  
問25 次の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したいと思うものをお

答えください。①～⑩の事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれかに○を

つけてください。なお、事業によっては、お住まいの地域で実施されていないものもあります。 

 A B C 

 
知っている 

これまでに利用  

したことがある 今後利用したい 

① 健康福祉センターの子育て教室 

（離乳食教室やハイハイ教室など） 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ

② 健康福祉センターの育児相談会 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ

③ 横須賀市子育てホットライン 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ

④ 保育園や幼稚園での園庭の開放や 

育児相談 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ

⑤ 保育園や幼稚園での親子教室や講演会 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ

⑥ 地域の子育て広場やサロン 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ

⑦ はぐくみかん 

（子育ての総合相談窓口） 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ

⑧ 市発行の「子育てガイド」 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ

⑨ 子育て支援ヘルパー 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ

⑩ 乳幼児健康支援デイサービスセンター 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ
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７．あて名のお子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的な」教育・保育

事業の利用希望についてうかがいます。  
 

問26 あて名のお子さんについて、土曜日、日曜日・祝日に、幼稚園や保育園などの定期的な教育・保育の事

業の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。希望がある場合は、利用したい時間帯を、（例）

09 時～18 時のように２４時間制でご記入ください。（数字は一枠に一字。）なお、これらの事業の利

用には、一定の利用者負担が発生します。 

問26-1 土曜日（１つだけ○、あてはまる□内に数字を記入） 

１．利用の希望はない 

２．ほぼ毎週利用したい  利用したい時間帯 

３．月に１～2 回は利用したい     時～   時まで 

 

 

問26-2 日曜・祝日（１つだけ○、あてはまる□内に数字を記入） 

１．利用の希望はない 

２．ほぼ毎週利用したい  利用したい時間帯 

３．月に１～2 回は利用したい     時～   時まで 

 
 

問26-3 問 26-1 もしくは問 26-2 で、「3．月に１～２回は利用したい」に〇をつけた方にうかがいます。毎週ではなく、

たまに利用したい理由は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．月に数回仕事が入るため ２．平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 

３．親族の介護や手伝いが必要なため ４．リフレッシュのため 

5．その他（              ）  

 

問27 問 19-1 で「1．幼稚園」に〇をつけた方にうかがいます。利用していらっしゃらない方は、問 28 にお進みください。 

あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育の事業の利用を希望し

ますか。希望がある場合は、利用したい時間帯を、（例）09 時～18 時のように 24 時間制でご記入く

ださい。（数字は一枠に一字。）なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

１．利用の希望はない 

２．休みの期間中、ほぼ毎日利用したい  利用したい時間帯 

３．休みの期間中、週に数日利用したい    時～   時まで 

 
 

問27-1 問 27 で、「３．週に数日利用したい」に〇をつけた方にうかがいます。毎日ではなく、たまに利用したい理

由として当てはまるものすべてに○をつけてください。 

１．週に数回仕事が入るため ２．買い物等の用事をまとめて済ませるため 

３．親族の介護や手伝いが必要なため 4．リフレッシュのため 

5．その他（              ）  
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８．あて名のお子さんの病気の際の対応についてうかがいます。 

（平日の教育・保育を利用している方のみ）  
 

問28 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた方（問 19 で「１．利用している」に○をつけた方）にう

かがいます。利用していらっしゃらない方は、問 29 にお進みください。この１年間に、あて名のお子さんが病

気やケガで教育・保育の事業が利用できなかったことはありますか。 

  １．あった            ２．なかった   

  

問28-1 問 28 で「1．あった」とお答えした方にうかがいます。あて名のお子さんが病気やけがで普段利用している

教育・保育の事業が利用できなかった場合に、この１年間に行った対処方法として当てはまる記号す

べてに○をつけ、それぞれの日数も□内に数字でご記入ください。（半日程度の対応の場合も１日と

カウントしてください。数字は一枠に一字。） 

１年間の対処方法 日数 
  

ア．父親が仕事を休んで子どもを看た    日 

イ．母親が仕事を休んで子どもを看た    日 

ウ．（同居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらった    日 

エ．父親又は母親のうち就労をしていない方が子どもを看た    日 

オ．病児・病後児（乳幼児健康支援デイサービスセンター）の保育を利用した    日 

カ．ベビーシッターを利用した    日 

キ．仕方なく子どもだけで留守番させた    日 

ク．その他（                    ）    日 
  

 

問28-2 問 28-1 で、「ア」「イ」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。その際、「できれば病児・病後児のため

の保育施設等（乳幼児健康支援デイサービスセンター）に預けたい」と思われましたか。当てはまる

番号１つに○をつけ、日数についても□内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字。）なお、病

児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医の受診が必要

となります。 
 

1．できれば病児・病後児保育施設等を利用したいと思う ⇒   日 

２．利用したいとは思わない 

 

問28-3 問 28-2 で、「1．できれば病児・病後児保育施設等を利用したいと思う」に○をつけた方にうかがいます。 

病気やけがで子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか。当てはまる

ものすべてに○をつけてください。 

１．保育園や幼稚園などに併設した施設で子どもを預かる事業 

２．小児科に併設した施設で子どもを預かる事業 

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

４．その他（                            ） 

 

 

 

⇒問 28-2 へ 

⇒問 28-5 へ 

⇒問 28-1 へ ⇒問 29 へ 

⇒問 28-3 へ 

⇒問 28-4 へ 

⇒問 29 へ 
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問28-4 問 28-2 で「2．利用したいとは思わない」に○をつけた方にうかがいます。そう思われる理由について、当

てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．病気やけがの子どもを他人に看てもらうのは不安  ２．地域の事業の質に不安がある 

３．地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・ ４．利用料がかかる・高い 

日数など）がよくない 

５．利用料がわからない ６．親が仕事を休んで対応する 

７．その他（               ） 

 

問28-5 問 28-1 で「ウ」から「ク」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。その際、「できれば父母のいずれかが

仕事を休んで看たい」と思われましたか。当てはまる番号１つに○をつけ、「ウ」から「ク」の日数

のうち仕事を休んで看たかった日数についても数字でご記入ください。（数字は一枠に一字。） 
 

１．できれば仕事を休んで看たい     ⇒   日 

２．休んで看ることは非常に難しい 

 

問28-6 問 28-5 で「2」（休んで看ることは非常に難しい）に○をつけた方にうかがいます。 

そう思われる理由について当てはまるものすべてに○をつけてください。 

１．子どもの看護を理由に休みがとれない ２．自営業なので休めない 

３．休暇日数が足りないので休めない ４．その他（               ） 

 

 

   
９．あて名のお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等 

  の利用についてうかがいます。  
 

問29 あて名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、保護者の私用、通院、不定期の

就労等の目的で不定期に利用している事業はありますか。ある場合は、当てはまるものすべてに○をつ

け、１年間のおおよその利用日数を□内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字。） 

利用している事業 1 年間の利用日数 
  

１．一時預かり 

（私用など理由を問わずに保育園などで一時的に子どもを保育する事業） 
    日 
 

２．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を不定期に利用する場合のみ） 
    日 

 

３．ファミリー・サポート・センター 

（地域住民が子どもを預かる事業） 
    日 
 

４．ベビーシッター     日 
 

５．その他     日 
 

６．利用していない  

 

 

 

 

⇒問 29 へ 

⇒問 29 へ 

⇒問 28-6 へ 

⇒問 30 へ 

⇒問 29-1 へ 
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問29-1 問 29 で、「6．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。現在利用していない理由として、当てはま

る番号すべてに○をつけてください。 

１．特に利用する必要がない ２．利用したい事業が地域にない 

３．地域の事業の質に不安がある ４．地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・ 

 日数など）がよくない 

５．利用料がかかる・高い ６．利用料がわからない 

７．自分が事業の対象者になるのかどうか ８．事業の利用方法（手続き等）がわからない 

わからない 

９．その他（               ） 

 

問30 あて名のお子さんに関して、保護者の私用、通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業を利

用する必要があると思いますか。利用希望の有無について当てはまる番号・記号すべてに○をつけ、必

要な日数をご記入ください。（利用したい日数の合計と、目的別の内訳の日数を□内に数字でご記入く

ださい。数字は一枠に一字。）なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 
 

１．利用する必要がある                    年間計   日 

 
ア．私用（買い物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等、

リフレッシュ目的） 
   日 

 
イ．冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の 

通院等 
   日 

 ウ．不定期の就労    日 

 エ．その他（                  ）    日 
  

２．利用する必要はない 

 

問31 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。）あった場合は、その場合の対処方法として当てはまるものすべてに○をつけ、それぞれ

の日数も□内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字。） 

 対処方法 日数 
  

1.あった ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった    泊 

 
イ．ショートステイを利用した 

（乳児院や児童養護施設等で一定期間子どもを保護する事業）
   泊 

 
ウ．イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利

用した 
   泊 

 エ．仕方なく子どもを同行させた    泊 

 オ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた    泊 

 カ．その他（                ）    泊 
  

２．なかった 
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１０．育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

うかがいます。  
 

問32 あて名のお子さんが生まれた時、父母のどちらかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。また、育

児休業取得後、職場に復帰しましたか。母親、父親それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけ、

更に該当する設問にお答えください。□内には数字をご記入ください。（数字は一枠に一字。） 

問32-1 母親 

１．働いていなかった 

２．育児休業を取得していない 

  ⇒ 問 32-1-① 育児休業を取得していない理由に当てはまる記号すべてに〇をつけてください。 

 ア. 職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

ウ. 仕事に戻るのが難しそうだった 

オ. 収入減となり、経済的に苦しくなる 

キ. 配偶者が育児休業制度を利用した 

ケ. 配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえ

るなど、制度を利用する必要がなかった 

サ. 職場に育児休業の制度がなかった 

（就業規則に定めがなかった） 

ス. （産休後に）仕事に早く復帰したかった 

ソ. その他（               

イ. 仕事が忙しかった 

エ. 昇給・昇格などが遅れそうだった 

カ. 保育園などに預けることができた 

ク. 育児休業を取得できることを知らなかった 

コ. 有期雇用のため育児休業の取得要件を満た

さなかった 

シ. 子育てや家事に専念するため退職した 

セ. 産前産後の休暇（産前 6 週間、産後８週間）

を取得できることを知らず、退職した 

                     ）  

３．育児休業を現在取得中である 

  ⇒ 問 32-1-② あて名のお子さんが１歳になったときに必ず利用できる保育園などがあれば、１歳に

なるまで育児休業を取得しますか。または、預けられる保育園などがあっても 1 歳になる前に 

復帰しますか。当てはまる記号１つに○をつけてください。 

 ア. １歳になるまで育児休業を取得したい    イ. １歳になる前に復帰したい 

  

４．育児休業を取得中に離職した 

５．育児休業を取得し職場に復帰した 

  ⇒ 問 32-1-③ 育児休業から職場に復帰したタイミングについて当てはまる記号１つに○をつけて 

ください。※年度初めでの入園を希望して復帰したが、実際には希望する保育園に入園できなかっ

たという場合も「ア」を選択してください。 

 ア. 年度初めの入園に合わせたタイミングだった       イ. それ以外だった 

⇒ 問 32-1-④ 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しましたか。 

また、お勤め先の育児休業の制度の期間内で、何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。 
 

 実際   歳   ヶ月 希望  歳   ヶ月 

⇒ 問 32-1-⑤ 実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。希望の時期に職場復帰しなかった理由

は何ですか。当てはまる記号すべてに〇をつけてください。 

 

ア. 希望する保育園に入るため 

ウ. 配偶者や家族の希望があったため 

オ. 経済的な理由で早く復帰する必要があった 

キ. 人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

ケ. その他（ 

イ. 希望する保育園に入れなかったため 

エ. 自分や子どもなどの体調が思わしくなかった

カ. 職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

ク. 子どもをみてくれる人がいなかったため 

                    ） 

⇒ 問 32-1-⑥ お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」と

してはお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。 

 希望  歳   ヶ月 
    

当
て
は
ま
る
１
～
５
の
番
号
１
つ
に
〇
を
し
て
、
更
に
「⇒
」
に
従
っ
て
、
該
当
す
る
設
問
に
お
答
え
く
だ
さ
い
。 
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問32-2 父親 

１．働いていなかった 

２．育児休業を取得していない 

  ⇒ 問 32-2-① 育児休業を取得していない理由に当てはまる記号すべてに〇をつけてください。 

 

ア. 職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

ウ. 仕事に戻るのが難しそうだった 

オ. 収入減となり、経済的に苦しくなる 

キ. 配偶者が育児休業制度を利用した 

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

サ. 職場に育児休業の制度がなかった 
（就業規則に定めがなかった） 

イ. 仕事が忙しかった 

エ. 昇給・昇格などが遅れそうだった 

カ. 保育園などに預けることができた 

ク. 育児休業を取得できることを知らなかった 

コ. 有期雇用のため育児休業の取得要件を満た
さなかった 

シ. その他 
（                  ）
   

３．育児休業を現在取得中である 

  ⇒ 問 32-2-② あて名のお子さんが１歳になったときに必ず利用できる保育園などがあれば、１歳に

なるまで育児休業を取得しますか。または、預けられる保育園などがあっても 1 歳になる前に 

復帰しますか。当てはまる記号１つに○をつけてください。 

 ア. １歳になるまで育児休業を取得したい    イ. １歳になる前に復帰したい 

  

４．育児休業を取得中に離職した 

５．育児休業を取得し職場に復帰した 

  ⇒ 問 32-2-③ 育児休業から職場に復帰したタイミングについて当てはまる記号１つに○をつけて 

ください。※年度初めでの入園を希望して復帰したが、実際には希望する保育園に入園できなかっ

たという場合も「ア」を選択してください。 

 ア. 年度初めの入園に合わせたタイミングだった       イ. それ以外だった 

⇒ 問 32-2-④ 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しましたか。 

また、お勤め先の育児休業の制度の期間内で、何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。 
 

 実際   歳   ヶ月 希望  歳   ヶ月 

⇒ 問 32-2-⑤ 実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。希望の時期に職場復帰しなかった理由

は何ですか。当てはまる記号すべてに〇をつけてください。 

 

ア. 希望する保育園に入るため 

ウ. 配偶者や家族の希望があったため 

オ. 経済的な理由で早く復帰する必要があった 

キ. 人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

ケ. その他（ 

イ. 希望する保育園に入れなかったため 

エ. 自分や子どもなどの体調が思わしくなかった

カ. 職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

ク. 子どもをみてくれる人がいなかったため 

                    ） 

⇒ 問 32-2-⑥ お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」 

としてはお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。 

 希望  歳   ヶ月 
   

  

当
て
は
ま
る
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問33 問 32-1 または問 32-2 で「5．育児休業を取得し、職場に復帰した」に○をつけた方にうかがいます。育児休業

からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。当てはまる番号 1 つに○をつけてくださ

い。また、短時間勤務制度を利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）方は、その理由

をお答えください。 

問33-1 母親 問 32-1 で「5．育児休業を取得し、職場に復帰した」に○をつけた方 

１．短時間勤務制度を利用する必要がなかった（保育園などを利用できた、フルタイムで働きたかった） 

２．短時間勤務制度を利用した 

３．短時間勤務制度を利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった） 

 ⇒ 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由はなんですか。当てはまる理由すべ

てに○をつけてください。 

 ア. 職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

イ. 仕事が忙しかった 

ウ. 短時間勤務にすると給与が減額される 

エ. 配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

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

カ. 職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

キ. 短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

ク. その他（                           ） 

 

問33-2 父親 問 32-2 で「5．育児休業を取得し、職場に復帰した」に○をつけた方 

１．短時間勤務制度を利用する必要がなかった（保育園などを利用できた、フルタイムで働きたかった） 

２．短時間勤務制度を利用した 

３．短時間勤務制度を利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった） 

 ⇒ 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由はなんですか。当てはまる理由すべ

てに○をつけてください。 

 ア. 職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

イ. 仕事が忙しかった 

ウ. 短時間勤務にすると給与が減額される 

エ. 配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

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

カ. 職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

キ. 短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

ク. その他（                           ） 
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問34 子どもが原則 1 歳になるまで、育児休業給付が支給される仕組みや、育児休業等の期間について健康

保険料及び厚生年金保険の保険料が免除になる仕組みがありますが、そのことをご存知でしたか。当て

はまる番号１つに○をつけてください。 

１．育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 

２．育児休業給付のみ知っていた 

３．保険料免除のみ知っていた 

４．育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった 

 

問35 お住まいの地域における子育ての環境や支援の満足度について当てはまる番号に１つに○をつけてく

ださい。 

満足度が低い  満足度が高い 

 1 2 3 4 5  

 

問36 新しい制度では、幼稚園、保育園など就学前にお子様をお預かりし、教育や保育を行う施設のほかに、

保護者の就労などを問わず、お子様の教育や保育を行う「認定こども園」を充実する予定です。本市に

はまだ「認定こども園」は設置されていませんが、こういった制度について、何かご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。 

   

   

   

   

   

   

 

問37 教育・保育環境の充実や親子の過ごし方など子育てに関してご意見がございましたら、ご自由にご記入

ください。（どのようなことでも構いませんので、積極的にご記入ください） 

   

   

   

   

   

   

 
お子さんが５歳以上である方は、問 38 へ 
４歳以下の方は調査終了です。 
 

調 査 に ご 協 力 い た だ き ま し て 、 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

切手は貼らずに同封の封筒に入れ、ご投函ください。 
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１１．あて名のお子さんが５歳以上である方に、小学校就学後の放課後の  

  過ごし方についてお伺いします。  
 

問38 あて名のお子さんが小学校になった時に、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過

ごさせたいと思いますか。あてはまる番号すべてに〇をつけ、それぞれ希望する週当たり日数を□内に

数字でご記入ください。また、「放課後児童クラブ」の場合には利用を希望する時間も□内に数字でご

記入ください。時間は必ず（例）「18 時」のように 24 時間制でご記入ください。 

＊放課後児童クラブ（学童クラブ）：学童保育などとも呼ばれ、保護者が就労等により昼間家庭にいない場合な

どに、指導員のもとで、子どもの生活の場を提供するものです。概ね 19 時まで利用可能で、利用料金は各

クラブが設定しています。１ヶ月２万円前後の月謝が平均的です。 

＊わいわいスクール：開設校（鷹取、鶴久保、衣笠、馬堀、高坂、津久井）のすべての児童を対象とし、放課

後にプレイルームを利用し、異年齢の子どもたちが集い交流できる場所です。利用料金は無料で平日 16 時

まで利用できます。 

＊みんなの家（青少年の家）：放課後に保護者等が仕事で不在の子どもをはじめ、来館するすべての子どもに放

課後児童指導員が家庭的な指導を行う場所です。利用料金は無料で、平日１８時まで利用できます。 

１．自宅のみで過ごす 週  日ぐらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅 週  日ぐらい 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週  日ぐらい 

４．放課後児童クラブ（学童クラブ） 週  日ぐらい 下校から   時まで

５．わいわいスクール 週  日ぐらい 

６．みんなの家（青少年の家） 週  日ぐらい 

７．ファミリー・サポート・センター 週  日ぐらい 

８．その他（公民館、図書館、公園等） 週  日ぐらい 

 

問39 問 38 で「4．放課後児童クラブ（学童クラブ））に○をつけた方にうかがいます。あて名のお子さんが小学校に

なった時に、「土曜日」、「日曜日・祝日」、「夏休みなどの長期の休暇期間中」に学童クラブの利用を希

望しますか。それぞれについて、あてはまる番号 1 つに〇をつけてください。また、利用したい時間

帯を、□内に（例）09 時から 18 時までのように 24 時間制でご記入ください。 

問39-1 土曜日 

１．利用したい          ⇒ 利用したい時間帯    時～   時 

２．利用の希望はない 

 

問39-2 日曜日・祝日 
 

１．利用したい          ⇒ 利用したい時間帯    時～   時 

２．利用の希望はない 

 

問39-3 長期の休暇期間中 

１．利用したい          ⇒ 利用したい時間帯    時～   時 

２．利用の希望はない 

 

調 査 に ご 協 力 い た だ き ま し て 、 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

切手は貼らずに同封の封筒に入れ、ご投函ください。 
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2. アンケート調査票 

就学児童調査 
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横須賀市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたアンケート調査 
（就学児童調査） 

 
「皆さまのご意見が明日の横須賀をつくる力になります」 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

アンケート調査は次ページからになります。 

ご回答にあたって 

 

● 特にことわり書きのない限り、あて名のお子さんについてお答えください。 

● 質問によって、ご回答いただく方が指定される場合があります。ことわり書きや矢

印（⇒）に従ってご回答ください。特にことわり書きがない場合は次の設問にお進

みください。 

● 回答は、選択肢に○をつけてお選びいただく場合と、数字を記入していただく場合

があります。 

● 質問によって、お選びいただく数が異なる場合がありますので、注意書きに従って

ください。また、「その他」をお選びいただいた場合には、（  ）内に具体的な

内容をご記入ください。 

● 回答は、アンケート用紙に直接ご記入いただき、お手数ですが、同封の返信用封筒

  （切手は不要です）に入れて11月29日（金）までにご返送ください。 

 

このアンケート調査で多く使われる言葉（施設名やサービス名） 

の内容は次のとおりです。 

 

 ① 放課後児童クラブ（学童クラブ） 

学童保育などとも呼ばれ、保護者が仕事などで昼間家庭にいない場合など

に、指導員のもとで、子どもの生活の場を提供するものです。 

 

 ② わいわいスクール 

開設校（鷹取、鶴久保、衣笠、馬堀、高坂、津久井）のすべての児童を対象

とし、放課後にプレイルームを利用し、異年齢の子どもたちが集い交流でき

る場所です。 

 

 ③ みんなの家（青少年の家） 

青少年会館やみんなの家で、放課後に保護者が仕事などで不在の子どもをは

じめ、来館するすべての子どもに放課後児童指導員が家庭的な指導を行う場

所です。 

 

 ④ ファミリー・サポート・センター 

   お子さんを預かってほしい保護者（よろしく会員）と、預かることができる

人（おまかせ会員）の橋渡しをする子育て支援事業です。 
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１．封筒のあて名のお子さんのお住まいの地域についてうかがいます。  

 

問1  お住まいの地区 1 つに○をつけてください。 

↓数字に〇  

１．本庁 稲岡町、不入斗町、上町、大滝町、小川町、楠ヶ浦町、坂本町、佐野町、汐入町、

汐見台、新港町、田戸台、鶴が丘、泊町、日の出町、深田台、富士見町、平成町、

平和台、望洋台、本町、緑が丘、三春町、安浦町、米が浜通、若松町 

２．追浜行政センター 浦郷町、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、湘南鷹取、鷹取、夏島町、 

浜見台 

３．田浦行政センター 田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、長浦町、箱崎町、船越町、港が丘 

４．逸見行政センター 安針台、西逸見町、東逸見町、逸見が丘、山中町、吉倉町 

５．衣笠行政センター 阿部倉、池上、大矢部、金谷、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、小矢部、平作、 

森崎 

６．大津行政センター 池田町、大津町、桜が丘、根岸町、走水、馬堀海岸、馬堀町 

７．浦賀行政センター 浦賀丘、浦賀、浦上台、小原台、鴨居、光風台、西浦賀、東浦賀、二葉、 

南浦賀、吉井 

８．久里浜行政センター 岩戸、内川、内川新田、久比里、久村、久里浜、久里浜台、佐原、神明町、長瀬、

ハイランド、舟倉、若宮台 

９．北下浦行政センター 粟田、グリーンハイツ、津久井、長沢、野比、光の丘 

10．西行政センター 秋谷、芦名、太田和、荻野、子安、佐島、佐島の丘、湘南国際村、須軽谷、武、

長井、長坂、林、御幸浜、山科台  

 
 

２．あて名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます。  
 

問2  あて名のお子さんが通っている小学校名を□内にご記入ください。 

 小学校 

 

問3  あて名のお子さんの学年に当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

１．1 年生   ２．２年生   ３．３年生   ４．４年生   ５．５年生   ６．６年生 

 

問4 あて名のお子さんを含めたお子さんの人数を□内に数字でご記入ください。また、２人以上のお子さん

がいらっしゃる場合は、一番小さいお子さんの生年月をご記入ください。 
 

きょうだい数  人  一番小さいお子さんの生年月 平成   年   月生まれ 

 
 

問5 このアンケート調査票にお答えいただく方はどなたですか。（あて名のお子さんからみた関係でお答えく

ださい。）当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

１．母親           ２．父親           ３．その他（      ）

 

問6 このアンケート調査票にお答えいただく方の配偶関係について当てはまる番号１つに〇をつけてくださ

い。 

１．配偶者がいる            ２．配偶者はいない 

 

問7 あて名のお子さんの子育てを主に行っている方はどなたですか。（あて名のお子さんからみた関係でお答

274



えください。）当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

１．父母ともに  ２．主に母親  ３．主に父親   ４．主に祖父母   ５．その他（       ）

 
 

３．子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます。  
 
問8 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○をつけてく

ださい。 

１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 

２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 

３．日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

４．緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

５．いずれもいない 

 

問8-1 問 8 で「1」～「4」（お子さんをみてもらえる親族・知人がいる）のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

親族や知人にお子さんをみてもらっている状況について、当てはまる番号すべてに○をつけてくださ

い。 

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

２．祖父母等の親族の身体的負担が心配である 

３．祖父母等の親族の精神的な負担や時間的制約が心配である 

４．友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心してみてもらえる 

５．友人・知人の親族の身体的負担が心配である 

６．友人・知人の親族の精神的な負担や時間的制約が心配である 

７．自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 

８．子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 

９．その他（                                    ） 

 

問9 あて名のお子さんの子育てをするうえで、気軽に相談できる人や場所はありますか。当てはまる番号 

1 つに○をつけてください。 

１．ある                       ２．ない 

 

問9-1 問 9 で「1．ある」に○をつけた方にうかがいます。お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる人や場

所について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．配偶者 

３．友人や知人 

５．保健所・健康福祉センター 

７．民生委員・児童委員 

９．市役所の職員 

２．祖父母等の親族 

４．近所の人 

６．小学校 

８．かかりつけの医師 

１０．その他（              ） 
 
問10 子育てをするうえで、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのような支援や援助があればよいとお

考えでしょうか。ご自由にお書きください。 

⇒問 8-1 へ 

⇒問 9 へ 

⇒問 9-1 へ ⇒問 10 へ 
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問11 子育てをするうえでのお悩みについて、ご自由にお書きください。 

   

   

   

   

 
問12 あて名のお子さんの子育てをするうえで、不安、ストレスを感じたことがありますか。当てはまる番号

１つに○をつけてください。 

１．よくある          ２．ときどきある           ３．ほとんどない 

 
問13 問 12 で「1．よくある」、「2．ときどきある」に○をつけた方にうかがいます。どういった時に不安やストレスを

感じましたか。次の中から３つまで選んで○をつけてください。 

１．子どもの考えていることが分からないとき 

３．家族の協力、理解が得られないとき 

５．子どもとだけの生活で孤独を感じたとき 

７．子どもが病気やケガをしたとき 

９．その他（         

２．子どもが親の言うことを聞かないとき 

４．自分が病気をしたとき 

６．経済的に不安を感じたとき 

８．子どもの成長の違いを他人に比較・指摘されたとき

                       ） 
 
  

⇒問 13 へ ⇒問 14 へ 
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問14 あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じること

が多いと思いますか。当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

１．楽しいと感じることの方が多い      

２．楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらい 

３．辛いと感じることの方が多い 

４．分からない 

５．その他（                                     ） 

 
問15 子育てをする中で、どのような支援や対策が有効と感じていますか。次の中から必要なもの３つを選ん

で○をつけてください。 

１．地域における子育て支援の充実     ２．保育サービスの充実 

３．子育て支援のネットワークづくり    ４．地域における子どもの活動拠点の充実 

５．妊娠・出産に対する支援        ６．母親・乳児の健康に対する安心 

７．子どもの教育環境           ８．子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 

９．仕事と家庭生活の両立         １０．子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 

１１．障がいのある子どもへの支援     １２．虐待を受けた子どもへの支援 

１３．小学校の放課後等の居場所の充実   １４．その他（                ） 

 
問16 あなたにとって理想的なお子さんの人数は何人ですか。□内に数字でご記入ください。 

 

   人    

 
 

問16-1 問 16 の人数に比べ、現在のお子さんの人数が少ない方にうかがいます。理想的なお子さんの人数に比べ

現在のお子さんの人数が少ない理由として当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．今後、理想の人数まで子どもを持つ予定  ２．金銭面での負担が大きい 

３．自分の仕事に差し支える         ４．働きながら子育てができる職場環境がない 

５．雇用が安定しない            ６．自分や夫婦の生活を大切にしたい 

７．高年齢での出産に不安がある       ８．育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある 

９．母親の健康上の不安           １０．家族の看病や介護による負担が大きい 

１１．ほしいと思うができない        １２．子どもがのびのび育つ社会環境ではない 

１３．その他（                                       ） 
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４．あて名のお子さんの親の就労状況についてうかがいます。  

 

問17 あて名のお子さんの親の現在の就労状況（自営業、家族従事者を含む）をうかがいます。 

問17-1 母親の就労状況 【父子家庭の場合は記入は不要です】 

当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□内に時間や日数などの数字をご記入くだ

さい。（数字は一枠に一字。）時間は、必ず（例）０８時 30 分～１８時 00 分のように、２４時間制

でお答えください。 

※就労日数や就労時間が一定でない場合には、もっとも多いパターンについてお答えください。 

※育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。   

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

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

 （休業前の）
１週当たりの就労日数  日 

（休業前の） 
１日当たりの就労時間   時間 

 

⇒ （休業前の） 
家を出る時間   時   分

（休業前の）
帰宅時間 

  時   分 

 

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

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

 
 （休業前の）

１週当たりの就労日数 
 日 

（休業前の）

１日当たりの就労時間 
  時間 

 

⇒ （休業前の） 
家を出る時間   時   分

（休業前の）
帰宅時間 

  時   分 

    ⇒ フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる記号１つに〇をつけてください。 

 

ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、 

実現できる見込みがある 

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

実現できる見込みはない 

ウ．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

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

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

就労したいという希望はありますか。当てはまる記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□内に

は数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。 

 ア．子育てや家事に専念したい（就労の希望はない） 

 イ．１年より先、一番下の子どもが   歳になったころに就労したい 

 ウ．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  ⇒ 希望する就労形態  Ａ．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）  

Ｂ．パートタイム、アルバイト等（「Ａ」以外） 

 ⇒１週当たり  日 １日当たり   時間 
    

問17-2 父親の就労状況 【母子家庭の場合は記入は不要です】 

当
て
は
ま
る
１
～
６
の
番
号
１
つ
に
〇
を
し
て
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更
に
「
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」
に
従
っ
て
、
該
当
す
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お
答
え
く
だ
さ
い
。 
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当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□内に時間や日数などの数字をご記入くだ

さい。（数字は一枠に一字。）時間は、必ず（例）０８時 30 分～１８時 00 分のように、２４時間制

でお答えください。 

※就労日数や就労時間が一定でない場合には、もっとも多いパターンについてお答えください。 

※育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。  

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

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

 （休業前の）
１週当たりの就労日数  日 

（休業前の） 
１日当たりの就労時間   時間 

 

⇒ （休業前の） 
家を出る時間   時   分

（休業前の）
帰宅時間 

  時   分 

 

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

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

 
 （休業前の）

１週当たりの就労日数 
 日 

（休業前の）

１日当たりの就労時間 
  時間 

 

⇒ （休業前の） 
家を出る時間   時   分

（休業前の）
帰宅時間 

  時   分 

    ⇒ フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる記号１つに〇をつけてください。 

 

ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、 

実現できる見込みがある 

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

実現できる見込みはない 

ウ．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

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

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

就労したいという希望はありますか。当てはまる記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□内に

は数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。 

 ア．子育てや家事に専念したい（就労の希望はない） 

 イ．１年より先、一番下の子どもが   歳になったころに就労したい 

 ウ．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  ⇒ 希望する就労形態  Ａ．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）  

Ｂ．パートタイム、アルバイト等（「Ａ」以外） 

 ⇒１週当たり  日 １日当たり   時間 
  

 

  

当
て
は
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る
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５．あて名のお子さんの放課後や休日の過ごし方についてお伺いします。  

 

問18 放課後（平日の小学校終了後）の居場所として、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」「わいわいスクー

ル」「みんなの家（青少年の家）」がありますが、それぞれを知っていましたか。また、これまでに利用

したことはありますか。A、B のそれぞれについて、「はい」、「いいえ」のどちらかに〇をつけてくだ

さい。 

 A 知っている B これまでに利用  

したことがある 

１．放課後児童クラブ（学童クラブ） はい いいえ はい いいえ 

２．わいわいスクール はい いいえ はい いいえ 

３．みんなの家（青少年の家） はい いいえ はい いいえ 

＊放課後児童クラブ（学童クラブ） 

学童保育などとも呼ばれ、保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、指導員のもとで、子ども

の生活の場を提供するものです。概ね 19 時まで利用可能で、利用料金は各クラブが設定しています。１

ヶ月２万円前後の月謝が平均的です。 

＊わいわいスクール 

開設校（鷹取、鶴久保、衣笠、馬堀、高坂、津久井）のすべての児童を対象とし、放課後にプレイルーム

を利用し、異年齢の子どもたちが集い交流できる場所です。利用料金は無料で平日 16 時まで利用できま

す。 

＊みんなの家（青少年の家） 

青少年会館やみんなの家で、放課後に保護者等が仕事で不在の子どもをはじめ、来館するすべての子ども

に放課後児童指導員が家庭的な指導を行う場所です。利用料金は無料で、平日１８時まで利用できます。 

 

問19 あて名のお子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしています

か。あてはまる番号すべてに〇をして、該当する□内に週当たりの利用日数を記入してください。 

放課後児童クラブ（学童クラブ）、わいわいスクール、みんなの家（青少年の家）を利用している方は、

利用時間を（例）18 時のように 24 時間制でお答えください。 
 

１．自宅のみで過ごす 週  日ぐらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅 週  日ぐらい 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週  日ぐらい 

４．放課後児童クラブ（学童クラブ） 

※利用料金の目安は月額２万円前後、概ね 19 時まで利用可能 

週  日ぐらい 
    

⇒下校時から   時まで
   

５．わいわいスクール 

※利用料金は無料で、１６時まで利用可能 

週  日ぐらい 
    

⇒下校時から   時まで
   

６．みんなの家（放課後児童クラブ） 

※利用料金は無料で、１８時まで利用可能 

週  日ぐらい 
    

⇒下校時から   時まで
   

７．ファミリー・サポート・センター 
※利用料金は 700・900 円／１時間で、22 時まで利用可能 

週  日ぐらい 
   

８．その他（公民館、図書館、公園等） 週  日ぐらい 
 
問19-1 問19で「4．放課後児童クラブ（学童クラブ）」に○をつけた方にうかがいます。放課後児童クラブ（学童クラブ）
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を利用していない方は、問 21 にお進みください。学童クラブを利用している理由は何ですか。もっともあ

てはまる番号１つに〇をつけてください。 

宛名のお子さんの保護者が 

１．現在就労している 

３．家族・親族などを介護している 

５．学生である 

 

２．就労予定であるか、または求職中である 

４．病気や障害がある 

６．その他（                ）

 

問20 問 19 で「4．放課後児童クラブ（学童クラブ）」に○をつけた方にうかがいます。あて名のお子さんは、「土曜日」、

「日曜日・祝日」、「夏休みなどの長期の休暇期間中」に放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用してい

ますか。あてはまる番号 1 つに〇をし、利用している方は、おおむね１カ月（または 1 週）あたり何

日、何時から何時まで学童クラブを利用しているかを、□内に数字でお答えください。利用時間は、「13

時から 18 時まで（例）」のように 24 時間制でご記入ください。 

問20-1 土曜日 
 

１．利用している   ⇒ １ケ月あたり  日くらい    時～   時 

２．利用していない 

 

問20-2 日曜日・祝日 
 

１．利用している   ⇒ １ケ月あたり  日くらい    時～   時 

２．利用していない 

 

問20-3 長期の休暇期間中 
 

１．利用している   ⇒ １週あたり  日くらい    時～   時 

２．利用していない 

 

問21 放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していない方（問 19 で「4」に○をつけなかった方）にうかがいます。学童

クラブを利用していない理由はなんですか。もっともあてはまる番号一つに〇をつけてください。 

あて名のお子さんの保護者が 

１．現在就労していない 

３．就労しているが、近くに学童クラブがない 

５．就労しているが、学童クラブの開所時間が短い

７．就労しているが、子どもは放課後の習い事を 
している 

９．就労しているが、他の施設に預けている 

１１．その他（                

 

２．就労しているが、学童クラブを知らなかった 

４．就労しているが、学童クラブに空きがない 

６．就労しているが、利用料が高い 

８．就労しているが、放課後の短時間ならば、子ど
もだけでも大丈夫だと思う 

１０．就労しているが、家族や親族等がみている 

                     ） 

  

⇒問 22 へ 
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問22 現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの放課後（平日の小学校終了後）

の時間を、どのような場所で過ごさせたいと思いますか。あてはまる番号すべてに〇をつけ、該当する

□内に週当たりの利用希望日数をご記入ください。 

放課後児童クラブ（学童クラブ）、わいわいスクール、みんなの家（青少年の家）を利用したい方は、

利用時間を（例）18 時のように 24 時間制でお答えください。 
 

１．自宅のみで過ごす 週  日ぐらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅 週  日ぐらい 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週  日ぐらい 

４．放課後児童クラブ（学童クラブ） 

※利用料金の目安は月額２万円前後、概ね 19 時まで利用可能 

週  日ぐらい 
    

⇒下校時から   時まで
   

５．わいわいスクール 

※利用料金は無料で、１６時まで利用可能 

週  日ぐらい 
    

⇒下校時から   時まで
   

６．みんなの家（青少年の家） 

※利用料金は無料で、１８時まで利用可能 

週  日ぐらい 
    

⇒下校時から   時まで
   

７．ファミリー・サポート・センター 
※利用料金は 700・900 円／１時間で、22 時まで利用可能 

週  日ぐらい 
   

８．その他（公民館、図書館、公園等） 週  日ぐらい 

 

問22-1 問 22 で「4．放課後児童クラブ（学童クラブ）」に○をつけた方にうかがいます。学童クラブを利用したい理

由は何ですか。もっともあてはまる番号 1 つに○をつけてください。 

あて名のお子さんの保護者が 

１．現在就労している 

２．就労予定であるか、または求職中である 

３．そのうち就労したいと考えている 

４．家族・親族などを介護しなければならない 

５．病気や障害がある 

６．学生である、または就学したい 

７．就労していないが、子どもの教育などのために預けたい 

８．その他（                                   ） 
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問23 問 22 で「4．放課後児童クラブ（学童クラブ）に○をつけた方にうかがいます。あて名のお子さんは、「土曜日」、

「日曜日・祝日」、「夏休みなどの長期の休暇期間中」に放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用を希望

しますか。仕事や介護などによる定期的な利用で、一時的な利用は除きます。あてはまる番号 1 つに

〇をつけ、利用したい方はおおむね 1 カ月（または 1 週）当たり何日、何時から何時まで放課後児童

クラブ（学童クラブ）を利用したいかを□内にお答えください。利用時間は、「13 時から 18 時まで

（例）」のように 24 時間制でご記入ください。 

問23-1 土曜日 
 

１．利用したい    ⇒ １ヶ月あたり  日くらい    時～   時 

２．利用の希望はない 

 

問23-2 日曜日・祝日 
 

１．利用したい    ⇒ １ヶ月あたり  日くらい    時～   時 

２．利用の希望はない 
 
 

問23-3 長期の休暇期間中 
 

１．利用したい    ⇒ １週あたり  日くらい    時～   時 

２．利用の希望はない 
 
 

問24 あて名のお子さんが小学校 1～3 年生の方にうかがいます。あて名のお子さんについて、小学校高学年（４

～６年生）になったら、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思い

ますか。あてはまる番号すべてに〇をつけ、□内に週当たりの利用希望日数をご記入ください。 

放課後児童クラブ（学童クラブ）、わいわいスクール、みんなの家（青少年の家）を利用したい方は、

利用時間を（例）18 時のように 24 時間制でお答えください。 
 

１．自宅のみで過ごす 週  日ぐらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅 週  日ぐらい 

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週  日ぐらい 

４．放課後児童クラブ（学童クラブ） 

※利用料金の目安は月額２万円前後、概ね 19 時まで利用可能 

週  日ぐらい 
    

⇒下校時から   時まで
   

５．わいわいスクール 

※利用料金は無料で、１６時まで利用可能 

週  日ぐらい 
    

⇒下校時から   時まで
   

６．みんなの家（青少年の家） 

※利用料金は無料で、１８時まで利用可能 

週  日ぐらい 
    

⇒下校時から   時まで
   

７．ファミリー・サポート・センター 
※利用料金は 700・900 円／１時間で、22 時まで利用可能 

週  日ぐらい 
   

８．その他（公民館、図書館、公園等） 週  日ぐらい 
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６．すべての方にお伺いします。  

 

問25 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したいと思うものを

お答えください。Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれかに○をつけてください。 

 A B C 

 
知っている 

これまでに利用  

したことがある 今後利用したい 

① はぐくみかん 

（子育ての相談窓口） 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

② 市発行の「子育てガイド」 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

③ 乳幼児健康支援 

デイサービスセンター 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

④ 子育てホットライン はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

 

問26 お住まいの地域における子育ての環境や支援の満足度について当てはまる番号に１つに○をつけてく

ださい。 

満足度が低い  満足度が高い 

 1 2 3 4 5  

 

問27 最後に、子育て環境の充実等、子育てに関してご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。  

（どのようなことでも構いませんので、積極的にご記入ください） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

調 査 に ご 協 力 い た だ き ま し て 、 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

切手は貼らずに同封の封筒に入れ、ご投函ください。 
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