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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

令和７年度から令和 11年度を計画期間とする「次期横須賀子ども未来プラン」（子ども・子育

て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画含む）策定に向け、子ども・子育て

支援に関する事業のニーズを推計するため 

 

２ 調査対象 

住民基本台帳から、横須賀市内在住の就学前児童及び小学生を年齢別・地域別に無作為抽出 

 

３ 調査期間 

令和５年 11 月１日から令和５年 12 月１日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・e-kanagawa 電子申請による回収 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

就学前児童の保護者 6,816 通 2,810 通 41.2％ 

小学生の保護者 6,630 通 2,827 通 42.6％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

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

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

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

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

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

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

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

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 
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Ⅱ 調査結果 

１ 居住状況について 

居住地域の状況 

問 お住まいの地区をお選びください。【就学前児童：問１、小学生：問１】 

居住地域の状況については、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 子どもと家族の状況について 

（１）就学前児童の属性 

問 あて名のお子さんの生年月を教えてください。【就学前児童：問２】 

お子さんの年齢については、「５歳」が 17.7％と最も高く、次いで「３歳」が 17.4％、「４歳」

が 16.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
就学前児童

ｎ= 2,810

０歳

15.9％

１歳

16.4％

２歳

15.1％３歳

17.4％

４歳

16.5％

５歳

17.7％

無回答

1.1％

就学前児童

ｎ= 2,810

本庁

16.7％

追浜

9.3％

田浦

2.8％

逸見

1.3％衣笠

17.4％
大津

11.1％

浦賀

8.3％

久里浜

16.2％

北下浦

10.2％

西

6.8％

無回答

0.0％

小学生

ｎ= 2,827

本庁

15.7％ 追浜

4.9％

田浦

3.7％

逸見

1.7％衣笠

18.4％

大津

12.0％

浦賀

10.2％

久里浜

16.7％

北下浦

9.1％

西

7.7％

無回答

0.0％
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問 あて名のお子さんを含めたお子さんの人数を教えてください。【就学前児童：問３】 

お子さんの人数については、「２人」が 41.6％と最も高く、次いで「１人」が 41.5％、「３人」

が 13.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 前問で、２人以上と回答をされた場合は、一番小さいお子さんの生年月を教えてく

ださい。【就学前児童：問３-１】 

一番小さいお子さんの年齢については、「０歳」が 28.9％と最も高く、次いで「１歳」が 17.7％、

「２歳」が 15.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

ｎ= 1,643

０歳

28.9％

１歳

17.7％２歳

15.7％

３歳

14.1％

４歳

10.3％

５歳

12.1％

無回答

1.2％

就学前児童

ｎ= 2,810

１人

41.5％

２人

41.6％

３人

13.9％

４人

2.5％

５人

0.2％

６人以上

0.3％
無回答

0.0％
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（２）小学生の属性 

問 あて名のお子さんの学年についてお答えください。【小学生：問３】 

お子さんの学年については、「３年生」が 17.7％と最も高く、次いで「４年生」が 17.3％、「２

年生」が 17.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あて名のお子さんを含めたお子さんの人数をお答えください。【小学生：問４】 

お子さんの人数については、「２人」が 50.5％と最も高く、次いで「３人」が 23.1％、「１人」

が 21.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学生

ｎ= 2,827

１年生

16.4％

２年生

17.1％

３年生

17.7％

４年生

17.3％

５年生

14.4％

６年生

17.0％

無回答

0.0％

小学生

ｎ= 2,827

１人

21.4％

２人

50.5％

３人

23.1％

４人

4.4％

５人

0.4％

６人以上

0.2％

無回答

0.0％
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問 前問で、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

をお答えください。【小学生：問４-１】 

一番小さいお子さんの年齢については、「11 歳以上」が 14.0％と最も高く、次いで「８歳」が

13.3％、「７歳」が 12.9％となっている。 

  

小学生

ｎ= 2,221

０歳

3.6％
１歳

2.5％
２歳

3.4％ ３歳

4.6％

４歳

6.6％

５歳

6.3％

６歳

12.4％

７歳

12.9％

８歳

13.3％

９歳

11.7％

10歳

8.6％

11歳以上

14.0％

無回答

0.0％
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（３）調査回答者の状況と配偶者の有無 

問 このアンケート調査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。【就学前児童：問４、小学生：問５】 

回答者については、「母親」がともに 80％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 このアンケート調査にお答えいただいている方の配偶関係についてお答えくださ

い。【就学前児童：問５、小学生：問６】 

配偶者の有無については、「配偶者がいる」が就学前児童 94.6％、小学生 92.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）子育てを主に行っている方 

問 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。【就学前児童：問６、小学生：問７】 

子育てを主に行っている方の状況については、就学前児童・小学生いずれも「父母ともに」が

最も高く就学前児童 60.2％、小学生 60.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

母親 父親 その他 無回答

ｎ=

就学前児童 2,810

小学生 2,827

86.3

86.3

13.5

13.4

0.1

0.3

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

ｎ=

就学前児童 2,810

小学生 2,827

94.6

92.3

5.4

7.7

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

ｎ=

就学前児童 2,810

小学生 2,827

60.2

60.9

38.7

37.4

0.5

0.9

0.3

0.4

0.2

0.4

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



7 

家庭類型別にみると、共働き（フルタイム）では「父母ともに」が専業主婦（夫）よりも約 16

～21 ポイント高くなっている。 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

ｎ=

ひとり親 127

共働き
（フルタイム）

984

共働き
（パートタイム）

703

専業主婦（夫） 975

73.5

65.0

52.4

91.3

26.2

34.1

46.9

4.7

0.1

0.4

0.3

2.4

0.2

0.1

0.1

1.6

0.3

0.3

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

ｎ=

ひとり親 194

共働き
（フルタイム）

719

共働き
（パートタイム）

1,191

専業主婦（夫） 706

1.5

75.5

63.6

59.3

88.1

23.8

35.7

39.7

7.2

0.1

0.6

0.4

2.1

0.3

0.1

0.1

1.0

0.3

0.1

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３ 現在の子育ての環境について 

（１）日常的に子育てに関わっている方・子育てに影響を与える環境 

問 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お答えください。 

（あてはまるものすべてを選択してください）【就学前児童：問７】 

日常的に子育てに関わっている方については、「母親」の割合が 94.7％と最も高く、次いで「父

親」の割合が 70.9％、「祖父母」の割合が 31.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

日常的に子育てに関わっている方について家庭類型別にみると、共働き（フルタイム）では「父

親」が専業主婦（夫）よりも約６ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育園

認定こども園

その他

無回答

94.7

70.9

31.3

22.7

24.7

23.8

4.0

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,810）

ひとり親

（ｎ= 127）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 984）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 703）

専業主婦（夫）

（ｎ= 975）

％

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育園

認定こども園

その他

無回答

85.8

10.2

48.8

9.4

41.7

29.1

5.5

0.0

92.0

76.4

31.8

6.3

44.3

30.5

2.8

0.0

95.9

77.7

32.3

27.6

26.6

28.7

4.0

0.0

97.7

69.7

27.6

37.4

1.3

12.8

4.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 あて名のお子さんの子育てに、影響すると思われる環境についてお答えください。

（あてはまるものすべてを選択してください）【就学前児童：問８】 

子育てに影響を与える環境については、「家庭」の割合が 97.4％と最も高く、次いで「地域」

の割合が 52.1％、「幼稚園」の割合が 34.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

子育てに影響を与えると思う環境について家庭類型別にみると、専業主婦（夫）では「幼稚園」

が他の家庭類型よりも高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

家庭

地域

幼稚園

保育園

認定こども園

その他

無回答

97.4

52.1

34.8

33.6

32.1

5.2

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,810）

ひとり親

（ｎ= 127）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 984）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 703）

専業主婦（夫）

（ｎ= 975）

％

家庭

地域

幼稚園

保育園

認定こども園

その他

無回答

93.7

37.8

11.0

52.8

33.9

6.3

0.0

97.7

52.5

13.5

55.0

39.1

3.7

0.0

97.2

49.8

36.6

32.6

34.0

6.5

0.0

97.8

55.5

58.5

10.6

23.2

5.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：行政センター別】 

 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

家
庭 

地
域 

幼
稚
園 

保
育
園 

認
定
こ
ど
も
園 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,810 97.4 52.1 34.8 33.6 32.1 5.2 － 

本庁 468 96.8 54.1 31.0 30.1 35.9 6.2 － 

追浜 260 96.9 58.5 32.3 53.1 22.3 5.0 － 

田浦 78 98.7 56.4 33.3 41.0 28.2 6.4 － 

逸見 36 94.4 47.2 50.0 47.2 13.9 － － 

衣笠 488 97.1 47.3 31.4 32.0 36.7 4.1 － 

大津 313 99.0 52.7 32.3 33.9 37.4 4.8 － 

浦賀 233 99.1 51.5 31.8 33.0 31.3 4.3 － 

久里浜 454 96.0 52.4 40.3 34.4 23.8 4.8 － 

北下浦 288 97.6 49.3 41.7 26.4 31.6 7.3 － 

西 192 98.4 52.6 39.1 24.0 41.7 5.2 － 
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（２）子育てに関する相談者の状況 

問 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。 

（あてはまるものすべてを選択してください）【就学前児童：問９、小学生：問８】 

親族・知人等協力者の状況については、「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」が就学前児童 57.5％、小学生 57.6％、「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が

就学前児童 27.3％、小学生 22.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童（ｎ= 2,810）

小学生（ｎ= 2,827）

％

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に
みてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを
みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

27.3

57.5

2.2

10.4

19.2

0.0

22.6

57.6

3.1

18.0

18.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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家庭類型別にみると、ひとり親では「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が他の家庭類

型よりも高くなっている。 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 127）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 984）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 703）

専業主婦（夫）

（ｎ= 975）

ひとり親

（ｎ= 194）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 719）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 1,191）

専業主婦（夫）

（ｎ= 706）

％

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

いずれもいない

無回答

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

44.1

51.2

0.8

11.0

9.4

0.0

24.9

60.2

1.5

7.9

18.6

0.0

27.9

55.6

3.0

11.7

20.9

0.0

26.9

57.3

2.4

11.8

19.7

0.0

0 20 40 60 80 100

％

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

いずれもいない

無回答

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

41.2

43.8

1.0

14.9

14.9

0.0

26.1

57.2

1.8

12.9

17.5

0.0

20.1

60.4

4.4

21.6

18.0

0.0

18.1

57.6

2.5

17.4

22.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 前問で「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

は子どもをみてもらえる友人・知人がいる」（お子さんをみてもらえる親族・知人が

いる）を選んだ方にうかがいます。親族や知人にお子さんをみてもらっている状況

についてお答えください。（あてはまるものすべてを選択してください） 

【就学前児童：問９-１、小学生：問８-１】 

親族・知人に子どもをみてもらっている状況については、「祖父母等の親族の身体的負担が心

配である」が就学前児童 46.0％、小学生 42.7％と最も高いものの、一方で、約 30％が祖父母の

負担を心配することなく、協力してもらっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童（ｎ= 2,270）

小学生（ｎ= 2,296）

％

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

祖父母等の親族の身体的負担が心配である

祖父母等の親族の精神的な負担や
時間的制約が心配である

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、安心してみてもらえる

友人・知人の親族の身体的負担が心配である

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

自分たち親の立場として、
負担をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発育にとって
ふさわしい環境であるか、少し不安がある

その他

無回答

36.2

46.0

38.6

3.8

2.2

5.4

20.4

6.7

1.9

0.5

34.7

42.7

33.1

7.0

3.9

9.4

21.1

6.8

2.0

0.6

0 20 40 60 80 100
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問 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。【就学前児童：問 10、小学生：問９】 

気軽に相談できる人や場所の有無については、「ある」が就学前児童 87.6％、小学生 83.7％と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、就学前児童のひとり親では「ある」が他の家庭類型よりも約９ポイント

低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、小学生のひとり親では「ある」が他の家庭類型よりも約６～10 ポイント

低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある ない 無回答

ｎ=

就学前児童 2,810

小学生 2,827

87.6

83.7

12.4

16.3

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

ある ない 無回答

ある ない 無回答

ｎ=

ひとり親 127

共働き
（フルタイム）

984

共働き
（パートタイム）

703

専業主婦（夫） 975

78.7

88.2

88.1

88.2

21.3

11.8

11.9

11.8

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

ｎ=

ひとり親 194

共働き
（フルタイム）

719

共働き
（パートタイム）

1,191

専業主婦（夫） 706

75.8

84.0

85.9

81.7

24.2

16.0

14.1

18.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：学年別】 

学年別にみると、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

  

ある ない 無回答

ある ない 無回答

ｎ=

０歳 446

１歳 460

２歳 423

３歳 490

４歳 463

５歳 497

86.5

88.3

88.9

88.8

86.2

87.7

13.5

11.7

11.1

11.2

13.8

12.3

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

ｎ=

１年生 465

２年生 484

３年生 500

４年生 490

５年生 408

６年生 480

85.2

84.5

85.6

82.0

84.3

80.4

14.8

15.5

14.4

18.0

15.7

19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 「子育てについて気軽に相談できる人や場所はある」を選んだ方にうかがいます。

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お答えください。 

（あてはまるものすべてを選択してください。） 

【就学前：問 10-１、小学生：問９-１】 

気軽に相談できる人や場所については、「配偶者」が就学前児童 83.6％、小学生 77.5％と最も

高くなっている。次いで「祖父母等の親族」が就学前児童で 78.9％、「友人や知人」が小学生で

74.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学生

（ｎ= 2,365）

就学前児童

（ｎ= 2,462）

％

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

幼稚園

保育園

認定こども園

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

無回答

83.6

78.9

64.5

11.0

8.2

14.3

15.9

16.5

0.4

12.8

0.7

5.5

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

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

無回答

77.5

71.9

74.8

15.4

2.9

21.0

0.5

8.8

0.8

6.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 子育てをするうえで、周囲（※）からどのような支援や援助があればよいと思いま

すか。（あてはまるものすべてを選択してください） 

※周囲（身近な人、行政担当者など）【就学前：問 11、小学生：問 10】 

子育てをするうえで、周囲から望む支援や援助について、就学前児童で「子どもの居場所・遊

び場」が 79.0％と最も高く、次いで「子連れに優しい社会・地域」が 73.5％となっている。小学

生では「子どもの居場所・遊び場」が 64.6％と最も高く、次いで「夏休み、土日等の学校の休日

の預かり」が 54.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

（ｎ= 2,810）

小学生

（ｎ= 2,827）

％

子育ての悩みの相談

子育てに関する情報の提供

子どもの居場所・遊び場

一時預かり

病児・病後児保育

学童保育・放課後の居場所

経済的な支援

育児・家事の援助

子連れに優しい社会・地域

その他

無回答

37.9

44.4

79.0

59.3

42.7

49.7

67.0

38.6

73.5

3.3

0.0

0 20 40 60 80 100
％

放課後の居場所

夏休み、土日等の学校の
休日の預かり

子どもの居場所・遊び場

一時預かり

緊急時、保護者等が病気の
際の預かり

子育ての悩みの相談

病児の預かり

経済的支援

地域（近所）の人との
かかわり、見守り

その他

無回答

54.2

54.5

64.6

24.9

48.8

17.1

24.6

42.1

21.4

3.2

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 子育てをするうえでのお悩みについて、教えてください。 

（あてはまるものすべてを選択してください）【就学前：問 12、小学生：問 11】 

子育てをするうえでの悩みについては、就学前児童では「育児、家事、仕事の両立」が 62.4％

と最も高く、次いで「経済的な負担」が 60.5％となっている。小学生では「経済的な負担」が

56.1％と最も高く、次いで「育児、家事、仕事の両立」が 52.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  就学前児童

（ｎ= 2,810）

小学生

（ｎ= 2,827）

％

育児ストレス

子育ての仕方（育児の方
針、しつけ等）

経済的な負担

育児、家事、仕事の両立

子育てに関する配偶者等の
家族に関する悩み

自分（保護者）の時間が取
れない

育児の負担を抱え込んでい
る、孤立感がある

子どもの居場所・遊び場が
少ない

気軽に一時的に子どもをみ
てもらう人・場所が少ない

その他

無回答

42.2

50.1

60.5

62.4

16.7

44.0

12.8

42.8

45.1

3.5

0.0

0 20 40 60 80 100
％

子育ての仕方
(育児方針、反抗期の対応等)

経済的な負担

子どもと向き合う時間が
少ない

育児、家事、仕事の両立

子育てに関する配偶者等の家
族に関する悩み

子どもの友人関係、いじめの
不安

子どもの居場所・遊び場が
少ない

放課後の居場所

小学校に関する不満、不安

その他

無回答

48.9

56.1

24.0

52.8

14.6

36.0

32.4

25.6

11.2

4.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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（３）子育ての不安やストレスの状況 

問 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。【就学前児童：問 13、小学生：問 12】 

子育ての不安やストレスについては、「よくある」と「ときどきある」の合計が就学前児童 78.9％、

小学生 73.5％となっている。 

前回調査と比較すると、「ほとんどない」が就学前児童では 1.5 ポイント高くなっており、小

学生では「よくある」が 3.6 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：前回比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：前回比較】 

 

 

 

 

 

 

 

  

よくある ときどきある ほとんどない 無回答

ｎ=

就学前児童 2,810

小学生 2,827

21.6

18.9

57.3

54.6

21.1

26.5

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

ｎ=

Ｒ５調査 2,810

Ｈ30調査 1,774

21.6

20.6

57.3

58.4

21.1

19.6 1.4

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

よくある ときどきある ほとんどない 無回答

よくある ときどきある ほとんどない 無回答

ｎ=

Ｒ５調査 2,827

Ｈ30調査 1,059

18.9

15.3

54.6

57.8

26.5

24.3 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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家庭類型別にみると、就学前児童のひとり親や専業主婦（夫）では「よくある」が他の家庭類

型よりも約２～８ポイント高くなっている。 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よくある ときどきある ほとんどない 無回答

よくある ときどきある ほとんどない 無回答

ｎ=

ひとり親 127

共働き
（フルタイム）

984

共働き
（パートタイム）

703

専業主婦（夫） 975

27.6

19.2

21.1

23.6

55.9

60.1

58.9

53.4

16.5

20.7

20.1

23.0

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

ｎ=

ひとり親 194

共働き
（フルタイム）

719

共働き
（パートタイム）

1,191

専業主婦（夫） 706

23.2

18.4

16.0

23.4

52.1

55.5

55.3

53.0

24.7

26.1

28.7

23.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、０歳で「ほとんどない」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：学年別】 

学年別にみると、６年生で「ほとんどない」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よくある ときどきある ほとんどない 無回答

よくある ときどきある ほとんどない 無回答

ｎ=

０歳 446

１歳 460

２歳 423

３歳 490

４歳 463

５歳 497

13.9

21.1

24.8

22.2

24.2

23.9

59.0

57.0

59.1

57.6

54.0

57.1

27.1

22.0

16.1

20.2

21.8

18.9

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

ｎ=

１年生 465

２年生 484

３年生 500

４年生 490

５年生 408

６年生 480

18.3

22.9

17.4

15.3

20.6

19.4

59.8

53.3

58.4

56.9

51.0

47.7

21.9

23.8

24.2

27.8

28.4

32.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就学前児童：行政センター別】 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

本庁 468

追浜 260

田浦 78

逸見 36

衣笠 488

大津 313

浦賀 233

久里浜 454

北下浦 288

西 192

22.4

23.8

20.5

22.2

21.7

23.3

15.0

23.6

19.8

19.8

56.4

58.5

56.4

58.3

56.1

55.3

63.9

57.3

57.6

55.2

21.2

17.7

23.1

19.4

22.1

21.4

21.0

19.2

22.6

25.0

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

よくある ときどきある ほとんどない 無回答
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【小学生：行政センター別】 

 

 

 

 

 

 

 

  

よくある ときどきある ほとんどない 無回答

ｎ=

本庁 445

追浜 139

田浦 104

逸見 47

衣笠 521

大津 340

浦賀 287

久里浜 471

北下浦 256

西 217

17.3

21.6

18.3

23.4

20.7

20.9

18.1

18.3

20.3

13.4

56.2

53.2

64.4

48.9

53.0

51.2

55.1

56.5

52.0

56.7

26.5

25.2

17.3

27.7

26.3

27.9

26.8

25.3

27.7

30.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 子育てをするうえで、不安、ストレスについて「よくある」、「ときどきある」を選

んだ方にうかがいます。どういった時に不安やストレスを感じましたか。 

（３つまでお選びください）【就学前児童：問 14、小学生：問 13】 

子育ての不安やストレスの原因については、就学前児童では「自分が病気をしたとき」が 35.4％

と最も高く、次いで「子どもが親の言うことをきかないとき」が 34.0％となっている。小学生で

は「子どもが親の言うことを聞かないとき」が 44.3％と最も高く、次いで「経済的に不安を感じ

たとき」が 32.6％となっている。 

前回調査と比較すると、就学前児童では「経済的に不安を感じたとき」が 7.2 ポイント高くな

っており、小学生では「自分の時間がないとき」が 6.2 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｒ５調査

（ｎ= 2,079）

H30 調査

（ｎ= 1,396）Ｒ５調査

（ｎ= 2,216）

Ｈ30調査

（ｎ= 1,402）

％

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

自分の時間がないとき

子どもが親の言うことをき
かないとき

職場の理解が得られないと
き

その他

無回答

20.4

17.3

17.2

35.4

10.6

32.4

29.9

9.5

31.8

34.0

5.9

5.5

0.0

20.4

18.1

23.7

35.7

11.3

25.2

30.2

8.6

33.5

35.1

3.9

6.4

0.1

0 20 40 60 80 100
％

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

自分の時間がないとき

職場の理解が得られないと
き

その他

無回答

31.3

44.3

16.1

24.1

3.6

32.6

26.5

9.9

29.3

4.6

7.9

0.0

31.9

48.1

13.7

26.4

3.1

29.7

26.7

8.5

23.1

3.4

9.2

0.3

0 20 40 60 80 100
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（４）子育てを楽しいと感じるか 

問 あなたは、子育てを楽しいと感じることが多いですか。それとも辛いと感じる事が

多いですか。【就学前児童：問 15、小学生：問 14】 

子育てを楽しいと感じるかについては、いずれも「楽しいと感じることの方が多い」が最も高

く、就学前児童 71.0％、小学生 64.8％となっており、次いで「楽しいと感じることと、辛いと感

じることが同じくらい」が就学前児童 23.1％、小学生 26.5％となっている。 

前回調査と比較すると、就学前児童では「楽しいと感じることの方が多い」が 1.6 ポイント高

くなっており、小学生ではあまり差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：前回比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：前回比較】 

  

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

無回答

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

無回答

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

無回答

ｎ=

就学前児童 2,810

小学生 2,827

71.0

64.8

23.1

26.5

3.0

3.5

2.3

4.2

0.5

1.1

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

ｎ=

Ｒ５調査 2,810

Ｈ30調査 1,774

71.0

69.4

23.1

21.5

3.0

3.3

2.3

2.0

0.5

1.1
2.6

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

ｎ=

Ｒ５調査 2,827

Ｈ30調査 1,849

64.8

65.1

26.5

22.1

3.5

2.7

4.2

2.9

1.1

2.1
5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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家庭類型別にみると、ひとり親では「楽しいと感じることの方が多い」が他の家庭類型よりも

約１～11ポイント低くなっている。 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

無回答

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

無回答

ｎ=

ひとり親 127

共働き
（フルタイム）

984

共働き
（パートタイム）

703

専業主婦（夫） 975

66.9

75.3

70.7

67.8

24.4

20.1

23.3

25.6

6.3

1.8

2.6

4.1

1.6

2.0

2.7

2.3

0.8

0.7

0.7

0.2

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

ｎ=

ひとり親 194

共働き
（フルタイム）

719

共働き
（パートタイム）

1,191

専業主婦（夫） 706

57.7

68.0

66.2

61.2

30.9

26.3

25.9

26.3

5.2

1.5

2.9

6.1

5.2

3.3

3.9

5.2

1.0

0.8

1.3

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、０歳で「楽しいと感じることの方が多い」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：学年別】 

学年別にみると、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

無回答

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

無回答

ｎ=

０歳 446

１歳 460

２歳 423

３歳 490

４歳 463

５歳 497

78.7

78.5

69.0

67.6

67.8

65.2

16.6

17.2

25.5

24.9

26.1

27.6

2.0

2.4

2.8

3.7

3.7

3.6

2.0

2.0

2.4

3.1

1.3

3.2

0.7

0.2

0.8

1.1

0.4

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

ｎ=

１年生 465

２年生 484

３年生 500

４年生 490

５年生 408

６年生 480

65.8

63.4

66.8

60.8

65.9

66.0

24.9

27.9

26.0

30.0

24.8

24.8

4.3

4.5

2.0

4.3

3.2

2.5

4.1

3.1

3.6

3.9

5.4

5.4

0.9

1.0

1.6

1.0

0.7

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（５）子育てにとってどのような支援が有効か 

問 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。 

（必要なもの３つをお選びください）【就学前児童：問 16、小学生：問 15】 

子育てにとってどのような支援が有効かについては、就学前児童では「子育てしやすいまちづ

くり（小児医療費の助成など）」が 48.5％と最も高く、次いで「経済・生活の支援（子育て家庭

への経済的支援など）」が 46.5％となっている。小学生では「子育てしやすいまちづくり（小児

医療費の助成など）」が 51.0％と最も高く、次いで「教育・保育環境の向上（職員の確保、処遇

改善、資質の向上など）」が 41.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童（ｎ= 2,810）

小学生（ｎ= 2,827）

％

教育・保育環境の向上（職員の確保、処遇改善、資質の
向上など）

教育・保育サービスの充実（定員の拡充など）

家庭での子育て支援の充実（相談窓口の設置など）

地域で子育てを支援する環境づくり（子育てグループの
活動支援など）

子育てしやすいまちづくり（小児医療費の助成など）

妊娠前から子育て期までに切れ目のない支援（不妊治療
費の助成、妊産婦・乳幼児のいる家庭への訪問など）

子どもと家庭の健康づくり（妊産婦・乳幼児健康診査、
予防接種など）

教育環境の充実（学力の向上、食育の推進など）

放課後児童の居場所の充実（放課後児童クラブなど）

青少年を取巻く環境の充実（青少年関係団体の活動支援
など）

仕事と生活の調和に向けた環境づくり（事業主に対する
広報や啓発、保育サービスの充実など）

児童虐待防止対策の充実（児童虐待の発生予防と早期発
見など）

ひとり親家庭の自立支援の推進（経済的支援、就業支援
など）

障害児施策の推進（療育相談センターの充実など）

社会的養護体制の充実（児童養護施設や家庭養護（里
親）の充実、子どもの権利擁護など）

経済・生活の支援（子育て家庭への経済的支援など）

教育の支援（社会的養護が必要な子どもの自立支援な
ど）

その他

無回答

38.8

33.8

7.4

9.4

48.5

15.1

9.4

9.5

30.3

0.7

13.5

2.5

3.7

4.7

0.5

46.5

2.8

3.6

0.0

41.3

22.6

6.2

6.4

51.0

6.0

5.1

22.4

30.8

2.7

12.1

3.9

5.5

5.9

1.0

41.1

4.8

2.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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家庭類型別にみると、共働き（フルタイム）では「教育・保育環境の向上」「教育・保育サービ

スの充実」「放課後児童の居場所の充実」が他の家庭類型よりも高くなっている。また、ひとり親

家庭では、「ひとり親家庭の自立支援の推進」「経済・生活の支援」が他の家庭類型よりも高くな

っている。 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 127）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 984）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 703）

専業主婦（夫）

（ｎ= 975）

％

教育・保育サービスの充実

家庭での子育て支援の充実

子育てしやすいまちづくり

教育環境の充実

放課後児童の居場所の充実

子どもと家庭の健康づくり

妊娠前から子育て期までに
切れ目のない支援

地域で子育てを支援する環境づくり

教育・保育環境の向上

青少年を取巻く環境の充実

28.3

19.7

3.9

7.9

33.9

10.2

8.7

3.9

32.3

0.8

44.4

42.0

5.0

7.3

44.3

14.0

6.1

8.6

40.4

0.8

39.3

32.9

7.3

7.7

47.4

13.7

6.8

9.2

36.4

0.6

34.3

27.9

10.4

12.8

55.7

17.8

14.7

11.1

15.6

0.6

0 20 40 60 80 100
％

仕事と生活の調和に向けた
環境づくり

障害児施策の推進

社会的養護体制の充実

経済・生活の支援

教育の支援

その他

無回答

ひとり親家庭の自立支援の推進

児童虐待防止対策の充実

13.4

1.6

49.6

1.6

0.0

58.3

4.7

1.6

0.0

18.0

2.4

1.2

3.6

0.4

40.2

1.3

3.9

0.0

14.1

1.4

1.0

3.8

0.3

49.6

2.6

4.4

0.0

8.3

3.2

2.3

7

0.7

49.2

4.3

3.2

0.0

0 20 40 60 80 100
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【小学生：家庭類型別】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 194）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 719）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 1,191）

専業主婦（夫）

（ｎ= 706）

％

教育・保育サービスの充実

家庭での子育て支援の充実

子育てしやすいまちづくり

教育環境の充実

放課後児童の居場所の充実

教育・保育環境の向上

地域で子育てを支援する環境づくり

妊娠前から子育て期までに
切れ目のない支援

子どもと家庭の健康づくり

青少年を取巻く環境の充実

24.7

13.4

8.2

2.6

36.1

2.1

2.6

13.4

32.5

2.1

44.1

28.2

3.5

5.1

48.1

4.5

3.6

22.3

41.7

2.4

41.1

23.0

6.4

7.1

54.0

6.9

4.9

24.0

30.9

3.1

43.8

19.3

7.8

7.4

52.8

7.2

7.8

22.4

19.3

2.7

0 20 40 60 80 100
％

仕事と生活の調和に向けた
環境づくり

障害児施策の推進

社会的養護体制の充実

経済・生活の支援

教育の支援

その他

無回答

ひとり親家庭の自立支援の推進

児童虐待防止対策の充実

12.9

0.5

52.1

3.6

0.0

47.9

6.2

2.1

0.0

18.6

2.9

1.5

4.6

1

35.6

4.5

2.9

0.0

11.7

4.4

1.6

5.1

0.8

43.7

3.6

2.4

0.0

6.2

5.0

2.7

9.2

1.7

40.4

6.1

3.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、「経済・生活の支援」や「子育てしやすいまちづくり」など、低年齢ほど支援

を必要としている一方、「教育環境の充実」では、３～５歳で高くなっている。 

 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

教
育
・
保
育
環
境
の
向
上
（
職
員
の
確
保
、
処

遇
改
善
、
資
質
の
向
上
な
ど
） 

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（
定
員
の
拡
充

な
ど
） 

家
庭
で
の
子
育
て
支
援
の
充
実
（
相
談
窓
口
の

設
置
な
ど
） 

地
域
で
子
育
て
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り
（
子

育
て
グ
ル
ー
プ
の
活
動
支
援
な
ど
） 

子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
（
小
児
医
療
費

の
助
成
な
ど
） 

妊
娠
前
か
ら
子
育
て
期
ま
で
に
切
れ
目
の
な

い
支
援
（
不
妊
治
療
費
の
助
成
、
妊
産
婦
・
乳

幼
児
の
い
る
家
庭
へ
の
訪
問
な
ど
） 

子
ど
も
と
家
庭
の
健
康
づ
く
り
（
妊
産
婦
・
乳

幼
児
健
康
診
査
、
予
防
接
種
な
ど
） 

教
育
環
境
の
充
実
（
学
力
の
向
上
、
食
育
の
推

進
な
ど
） 

放
課
後
児
童
の
居
場
所
の
充
実
（
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
な
ど
） 

全  体 2,810 38.8 33.8 7.4 9.4 48.5 15.1 9.4 9.5 30.3 

０歳 446 35.0 41.5 8.3 9.6 51.6 22.0 13.9 6.3 20.4 

１歳 460 38.0 39.1 9.1 11.3 48.5 19.8 9.8 5.9 20.4 

２歳 423 36.4 33.1 9.7 9.9 48.5 17.3 9.7 8.3 24.8 

３歳 490 41.4 28.0 5.1 9.4 48.4 13.3 9.0 12.2 33.3 

４歳 463 38.0 29.4 6.3 8.9 49.5 10.8 6.9 10.2 37.6 

５歳 497 42.7 32.8 6.2 7.4 45.7 9.1 7.6 13.5 42.1 

 

区分 

青
少
年
を
取
巻
く
環
境
の
充
実
（
青
少

年
関
係
団
体
の
活
動
支
援
な
ど
） 

仕
事
と
生
活
の
調
和
に
向
け
た
環
境

づ
く
り
（
事
業
主
に
対
す
る
広
報
や
啓

発
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど
） 

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
充
実
（
児
童
虐

待
の
発
生
予
防
と
早
期
発
見
な
ど
） 

ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
支
援
の
推
進

（
経
済
的
支
援
、
就
業
支
援
な
ど
） 

障
害
児
施
策
の
推
進
（
療
育
相
談
セ
ン

タ
ー
の
充
実
な
ど
） 

社
会
的
養
護
体
制
の
充
実
（
児
童
養
護

施
設
や
家
庭
養
護
（
里
親
）
の
充
実
、

子
ど
も
の
権
利
擁
護
な
ど
） 

経
済
・
生
活
の
支
援
（
子
育
て
家
庭
へ

の
経
済
的
支
援
な
ど
） 

教
育
の
支
援
（
社
会
的
養
護
が
必
要
な

子
ど
も
の
自
立
支
援
な
ど
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 0.7 13.5 2.5 3.7 4.7 0.5 46.5 2.8 3.6 － 

０歳 0.7 12.3 2.0 2.9 2.0 0.2 48.2 1.6 3.1 － 

１歳 0.7 14.1 1.3 2.2 3.5 0.9 51.1 2.2 3.3 － 

２歳 0.2 12.3 2.6 3.8 5.9 0.9 50.8 2.4 4.5 － 

３歳 0.2 13.7 3.3 4.7 4.3 0.4 42.4 2.9 4.1 － 

４歳 0.4 14.9 2.8 4.3 5.8 － 50.5 3.2 3.5 － 

５歳 1.8 13.1 2.8 4.2 6.6 0.2 38.2 4.4 3.0 － 
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【小学生：学年別】 

学年別にみると、「放課後児童の居場所の充実（放課後児童クラブなど）」「子育てしやすいまち

づくり（小児医療費の助成など）」「教育・保育環境の向上（職員の確保、処遇改善、資質の向上

など）」など、低学年ほど支援を必要としている。 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

教
育
・
保
育
環
境
の
向
上
（
職
員
の
確
保
、
処

遇
改
善
、
資
質
の
向
上
な
ど
） 

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（
定
員
の
拡
充

な
ど
） 

家
庭
で
の
子
育
て
支
援
の
充
実
（
相
談
窓
口
の

設
置
な
ど
） 

地
域
で
子
育
て
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り
（
子

育
て
グ
ル
ー
プ
の
活
動
支
援
な
ど
） 

子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
（
小
児
医
療
費

の
助
成
な
ど
） 

妊
娠
前
か
ら
子
育
て
期
ま
で
に
切
れ
目
の
な
い

支
援
（
不
妊
治
療
費
の
助
成
、
妊
産
婦
・
乳
幼

児
の
い
る
家
庭
へ
の
訪
問
な
ど
） 

子
ど
も
と
家
庭
の
健
康
づ
く
り
（
妊
産
婦
・
乳

幼
児
健
康
診
査
、
予
防
接
種
な
ど
） 

教
育
環
境
の
充
実
（
学
力
の
向
上
、
食
育
の
推

進
な
ど
） 

放
課
後
児
童
の
居
場
所
の
充
実
（
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
な
ど
） 

全  体 2,827 41.3 22.6 6.2 6.4 51.0 6.0 5.1 22.4 30.8 

１年生 465 39.1 23.4 4.9 8.4 48.4 7.1 3.9 18.5 41.3 

２年生 484 40.3 26.2 6.8 5.8 46.7 7.0 4.8 18.6 39.0 

３年生 500 41.0 22.8 6.2 8.4 48.6 6.2 6.0 23.4 36.6 

４年生 490 40.6 19.4 6.5 6.7 54.3 5.7 4.9 21.8 26.7 

５年生 408 43.9 21.1 4.9 2.9 56.9 4.4 5.4 26.7 22.8 

６年生 480 43.1 22.5 7.5 5.4 51.9 5.2 5.6 25.8 17.1 
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単位：％ 

区分 

青
少
年
を
取
巻
く
環
境
の
充
実
（
青

少
年
関
係
団
体
の
活
動
支
援
な
ど
） 

仕
事
と
生
活
の
調
和
に
向
け
た
環
境

づ
く
り
（
事
業
主
に
対
す
る
広
報
や

啓
発
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど
） 

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
充
実
（
児
童

虐
待
の
発
生
予
防
と
早
期
発
見
な

ど
） 

ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
支
援
の
推
進

（
経
済
的
支
援
、
就
業
支
援
な
ど
） 

障
害
児
施
策
の
推
進
（
療
育
相
談
セ

ン
タ
ー
の
充
実
な
ど
） 

社
会
的
養
護
体
制
の
充
実
（
児
童
養

護
施
設
や
家
庭
養
護
（
里
親
）
の
充

実
、
子
ど
も
の
権
利
擁
護
な
ど
） 

経
済
・
生
活
の
支
援
（
子
育
て
家
庭

へ
の
経
済
的
支
援
な
ど
） 

教
育
の
支
援
（
社
会
的
養
護
が
必
要

な
子
ど
も
の
自
立
支
援
な
ど
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2.7 12.1 3.9 5.5 5.9 1.0 41.1 4.8 2.8 － 

１年生 2.2 14.0 2.8 4.7 4.1 0.9 39.8 3.0 3.4 － 

２年生 2.9 12.0 2.7 3.7 6.2 0.8 44.2 3.3 3.9 － 

３年生 3.0 12.0 3.6 5.2 5.0 0.6 36.6 4.6 2.4 － 

４年生 2.4 11.0 4.5 5.9 6.9 1.8 43.9 5.9 1.2 － 

５年生 2.7 12.0 4.2 7.8 6.6 1.2 41.2 4.9 1.5 － 

６年生 3.1 11.9 5.4 5.8 6.5 0.8 41.0 6.9 4.2 － 

（前ページの表 続き） 
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【就学前児童：行政センター別】 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

教
育
・
保
育
環
境
の
向
上
（
職
員
の
確
保
、

処
遇
改
善
、
資
質
の
向
上
な
ど
） 

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（
定
員
の
拡

充
な
ど
） 

家
庭
で
の
子
育
て
支
援
の
充
実
（
相
談
窓
口

の
設
置
な
ど
） 

地
域
で
子
育
て
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り

（
子
育
て
グ
ル
ー
プ
の
活
動
支
援
な
ど
） 

子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
（
小
児
医
療

費
の
助
成
な
ど
） 

妊
娠
前
か
ら
子
育
て
期
ま
で
に
切
れ
目
の

な
い
支
援
（
不
妊
治
療
費
の
助
成
、
妊
産
婦
・

乳
幼
児
の
い
る
家
庭
へ
の
訪
問
な
ど
） 

子
ど
も
と
家
庭
の
健
康
づ
く
り
（
妊
産
婦
・

乳
幼
児
健
康
診
査
、
予
防
接
種
な
ど
） 

教
育
環
境
の
充
実
（
学
力
の
向
上
、
食
育
の

推
進
な
ど
） 

放
課
後
児
童
の
居
場
所
の
充
実
（
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
な
ど
） 

全  体 2,810 38.8 33.8 7.4 9.4 48.5 15.1 9.4 9.5 30.3 

本庁 468 42.3 36.1 8.8 11.5 47.6 16.0 7.9 13.5 27.4 

追浜 260 41.5 35.4 5.0 10.0 46.5 14.6 9.6 11.2 40.4 

田浦 78 38.5 30.8 5.1 5.1 44.9 11.5 12.8 10.3 35.9 

逸見 36 38.9 30.6 5.6 8.3 47.2 8.3 11.1 11.1 30.6 

衣笠 488 35.9 31.4 6.6 7.4 47.1 15.4 12.3 6.1 30.7 

大津 313 40.6 41.2 9.9 8.0 47.3 15.3 9.6 7.7 29.7 

浦賀 233 33.9 30.5 6.0 9.4 46.4 15.9 12.0 7.7 30.0 

久里浜 454 39.2 34.4 7.7 9.7 50.7 15.2 7.0 9.7 31.7 

北下浦 288 37.5 33.3 6.3 9.0 53.8 16.0 8.3 10.1 25.3 

西 192 37.5 25.5 9.4 12.0 50.5 12.0 7.3 9.4 25.5 
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単位：％ 

区分 

青
少
年
を
取
巻
く
環
境
の
充
実
（
青
少

年
関
係
団
体
の
活
動
支
援
な
ど
） 

仕
事
と
生
活
の
調
和
に
向
け
た
環
境

づ
く
り
（
事
業
主
に
対
す
る
広
報
や
啓

発
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど
） 

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
充
実
（
児
童
虐

待
の
発
生
予
防
と
早
期
発
見
な
ど
） 

ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
支
援
の
推
進

（
経
済
的
支
援
、
就
業
支
援
な
ど
） 

障
害
児
施
策
の
推
進
（
療
育
相
談
セ
ン

タ
ー
の
充
実
な
ど
） 

社
会
的
養
護
体
制
の
充
実
（
児
童
養
護

施
設
や
家
庭
養
護
（
里
親
）
の
充
実
、

子
ど
も
の
権
利
擁
護
な
ど
） 

経
済
・
生
活
の
支
援
（
子
育
て
家
庭
へ

の
経
済
的
支
援
な
ど
） 

教
育
の
支
援
（
社
会
的
養
護
が
必
要
な

子
ど
も
の
自
立
支
援
な
ど
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 0.7 13.5 2.5 3.7 4.7 0.5 46.5 2.8 3.6 － 

本庁 0.4 10.5 2.8 3.4 3.8 0.2 40.4 1.7 2.6 － 

追浜 0.8 16.9 1.2 2.7 5.8 0.8 39.6 3.5 2.3 － 

田浦 － 12.8 3.8 5.1 5.1 1.3 50.0 3.8 3.8 － 

逸見 － 5.6 5.6 8.3 5.6 2.8 58.3 2.8 － － 

衣笠 1.2 13.7 3.1 3.7 3.3 0.8 52.7 2.0 3.9 － 

大津 0.6 12.5 2.9 2.6 4.8 0.3 40.3 3.8 4.2 － 

浦賀 － 12.0 1.3 5.2 6.9 － 51.9 2.1 5.2 － 

久里浜 0.9 15.0 2.4 3.5 4.8 0.2 46.5 2.9 4.0 － 

北下浦 1.0 14.9 2.8 4.9 6.9 0.3 47.9 3.8 3.1 － 

西 － 14.6 1.0 3.6 2.6 0.5 53.1 3.6 5.2 － 

（前ページの表 続き） 
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【小学生：行政センター別】 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

教
育
・
保
育
環
境
の
向
上
（
職
員
の
確
保
、
処

遇
改
善
、
資
質
の
向
上
な
ど
） 

教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（
定
員
の
拡
充

な
ど
） 

家
庭
で
の
子
育
て
支
援
の
充
実
（
相
談
窓
口
の

設
置
な
ど
） 

地
域
で
子
育
て
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り
（
子

育
て
グ
ル
ー
プ
の
活
動
支
援
な
ど
） 

子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
（
小
児
医
療
費

の
助
成
な
ど
） 

妊
娠
前
か
ら
子
育
て
期
ま
で
に
切
れ
目
の
な

い
支
援
（
不
妊
治
療
費
の
助
成
、
妊
産
婦
・
乳

幼
児
の
い
る
家
庭
へ
の
訪
問
な
ど
） 

子
ど
も
と
家
庭
の
健
康
づ
く
り
（
妊
産
婦
・
乳

幼
児
健
康
診
査
、
予
防
接
種
な
ど
） 

教
育
環
境
の
充
実
（
学
力
の
向
上
、
食
育
の
推

進
な
ど
） 

放
課
後
児
童
の
居
場
所
の
充
実
（
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
な
ど
） 

全  体 2,827 41.3 22.6 6.2 6.4 51.0 6.0 5.1 22.4 30.8 

本庁 445 42.9 25.6 6.3 6.1 48.8 5.8 6.1 24.5 32.8 

追浜 139 42.4 22.3 5.8 8.6 51.8 3.6 1.4 26.6 30.2 

田浦 104 45.2 22.1 3.8 4.8 48.1 5.8 1.9 18.3 38.5 

逸見 47 34.0 14.9 2.1 6.4 68.1 10.6 4.3 29.8 29.8 

衣笠 521 37.8 20.5 5.6 7.3 53.4 5.4 5.6 22.8 32.4 

大津 340 47.4 24.7 4.7 6.2 48.8 5.9 7.4 23.5 27.6 

浦賀 287 42.2 20.6 7.7 7.3 49.8 8.4 2.8 20.2 28.2 

久里浜 471 38.4 23.6 7.9 5.3 51.4 6.6 4.9 21.4 30.1 

北下浦 256 37.5 23.8 7.8 5.1 52.7 5.9 5.9 19.1 32.8 

西 217 45.2 19.4 4.6 6.9 48.8 4.1 5.1 21.7 26.7 
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単位：％ 

区分 

青
少
年
を
取
巻
く
環
境
の
充
実
（
青
少

年
関
係
団
体
の
活
動
支
援
な
ど
） 

仕
事
と
生
活
の
調
和
に
向
け
た
環
境

づ
く
り
（
事
業
主
に
対
す
る
広
報
や
啓

発
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど
） 

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
充
実
（
児
童
虐

待
の
発
生
予
防
と
早
期
発
見
な
ど
） 

ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
支
援
の
推
進

（
経
済
的
支
援
、
就
業
支
援
な
ど
） 

障
害
児
施
策
の
推
進
（
療
育
相
談
セ
ン

タ
ー
の
充
実
な
ど
） 

社
会
的
養
護
体
制
の
充
実
（
児
童
養
護

施
設
や
家
庭
養
護
（
里
親
）
の
充
実
、

子
ど
も
の
権
利
擁
護
な
ど
） 

経
済
・
生
活
の
支
援
（
子
育
て
家
庭
へ

の
経
済
的
支
援
な
ど
） 

教
育
の
支
援
（
社
会
的
養
護
が
必
要
な

子
ど
も
の
自
立
支
援
な
ど
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2.7 12.1 3.9 5.5 5.9 1.0 41.1 4.8 2.8 － 

本庁 2.7 8.3 3.4 4.9 5.4 1.3 37.3 6.5 2.0 － 

追浜 2.2 16.5 1.4 4.3 5.8 － 43.2 6.5 4.3 － 

田浦 1.9 10.6 2.9 1.9 12.5 1.0 35.6 3.8 5.8 － 

逸見 4.3 10.6 6.4 8.5 8.5 2.1 36.2 2.1 － － 

衣笠 2.7 12.7 3.8 5.8 5.0 0.6 41.1 4.6 3.1 － 

大津 3.8 11.2 4.1 5.6 6.8 1.2 38.8 4.1 2.4 － 

浦賀 3.5 12.5 4.5 6.3 4.9 0.3 42.5 6.6 1.7 － 

久里浜 2.5 13.4 4.2 5.1 5.5 1.7 44.6 3.2 2.8 － 

北下浦 1.6 17.6 3.1 7.4 3.9 0.8 42.6 3.5 2.7 － 

西 2.3 8.8 5.1 5.1 8.3 1.4 43.8 5.1 4.1 － 

（前ページの表 続き） 
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（６）理想的な子どもの人数・実際の人数が少ない理由 

問 あなたにとって理想的なお子さんの人数は何人ですか。 

【就学前児童：問 17、小学生：問 16】 

【就学前児童】 

理想的な子どもの人数については、「２人」が 48.4％と最も高く、次いで「３人」が 40.6％と

なっている。 

一方で、実際の子どもの人数は「１人」が 41.5％、「２人」が 41.6％となっていて、「３人」は

13.9％にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

理想的な子どもの人数については、「２人」が 45.9％と最も高く、次いで「３人」が 41.1％と

なっている。 

一方で、実際の子どもの人数は１人」が 41.5％、「２人」が 41.6％となっていて、「３人」は

13.9％にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上 無回答

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上 無回答

ｎ=

理想 2,810

実際 2,810

4.5

41.5

48.4

41.6

40.6

13.9

4.9

2.5

0.9

0.2

0.7

0.3

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

ｎ=

理想 2,827

現実 2,827

5.1

21.4

45.9

50.5

41.1

23.1

5.9

4.4

1.3

0.4

0.6

0.2

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



39 

問 前問の人数に比べ、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についてお答えください。

（あてはまるものすべてを選択してください。） 

【就学前児童：問 17-１、小学生：問 16-１】 

現在の人数が少ない理由については、「金銭面での負担が大きい」が最も高く、就学前児童

64.7％、小学生 63.4％となっており、次いで「育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安があ

る」が就学前児童 33.3％、「高年齢での出産に不安がある」が小学生 46.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童（ｎ= 2,810）

小学生（ｎ= 2,827）

％

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

現在ひとり親世帯

家族の協力が少なく今以上は大変と感じる

その他

無回答

23.7

64.7

19.6

23.1

7.5

7.9

30.2

33.3

13.8

3.1

14.0

12.6

4.6

13.9

7.6

0.8

2.6

63.4

21.6

21.8

7.3

7.5

46.1

31.3

16.2

3.9

17.0

12.9

8.0

15.0

8.2

1.3

0 20 40 60 80 100



40 

家庭類型別にみると、共働き（パートタイム）では「金銭面での負担が大きい」が他の家庭類

型よりも約４～31 ポイント高く、また、共働き（フルタイム）では「自分の仕事に差し支える」

が他の家庭類型よりも約７～35 ポイント高くなっている。 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 80）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 665）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 406）

専業主婦（夫）

（ｎ= 588）

％

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

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

現在ひとり親世帯

家族の協力が少なく今以上は大変と感じる

その他

無回答

育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある

7.5

55.0

20.0

23.8

15.0

0.0

16.3

20.0

10.0

0.0

10.0

8.8

90.0

10

2.5

1.3

28.3

61.1

30.2

24.4

4.5

5.6

30.7

33.8

11.4

2.3

16.2

13.5

0.0

13.7

6.9

0.8

20.2

73.2

22.7

24.9

12.1

9.1

32.0

34.2

12.3

4.2

13.3

11.3

0.0

13.5

8.4

1.2

23.3

64.5

5.4

20.9

6.8

11.1

30.6

34.0

18.0

3.4

12.4

13.1

1.2

15

8.2

0.5

0 20 40 60 80 100
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【小学生：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 106）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 325）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 464）

専業主婦（夫）

（ｎ= 292）

％

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

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

現在ひとり親世帯

家族の協力が少なく今以上は大変と感じる

その他

無回答

育児に対する心理的・肉体的な負担増に不安がある

1.9

38.7

13.2

16.0

9.4

0.9

17.0

16.0

7.5

3.8

6.6

11.3

84.9

6.6

4.7

1.9

2.5

66.2

39.7

26.5

5.5

7.4

48.6

30.5

13.5

3.4

16.6

11.4

0.0

13.2

8

0.9

2.6

70.5

22.0

22.8

7.3

7.5

49.6

34.7

13.8

3.4

20.3

13.4

0.0

16.6

7.5

1.3

3.1

57.9

4.1

17.5

8.6

9.9

48.6

32.5

26.0

5.1

16.1

14.4

1.7

17.8

10.3

1.7

0 20 40 60 80 100
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４ 母親、父親の就労状況について 

家庭状況 

問 あて名のお子さんの家庭状況について、あてはまるものをお答えください。 

【就学前児童：問 18、小学生：問 17】 

お子さんの家庭状況については、「両親のいる家庭」の割合が就学前児童 94.3％、小学生 92.0％

と最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）母親の就労状況 

問 母親の就労状況 あてはまるものを１つ選択してください 

【就学前児童：問 18-１、小学生：問 17-１】 

母親の就労状況については、就学前児童では「以前は就労していたが、現在は就労していない」

の割合が 32.5％と最も高く、次いで「フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない」となっている。 

小学生では「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しており、産休・育休・介護

休業中ではない」の割合が 43.5％と最も高く、次いで「フルタイム（週５日程度・１日８時間程

度）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合が 29.6％となっている。就学前

児童と比較すると、小学生の方が就労している世帯の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

両親のいる家庭 母子家庭 父子家庭 その他 無回答

ｎ=

就学前児童 2,810

小学生 2,827

94.3

92.0

4.6

6.9

0.4

0.5

0.7

0.6

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

ｎ=

就学前児童 2,779

小学生 2,795

28.7

29.6

10.2

1.3

24.3

43.5

2.3

0.9

32.5

21.6

2.1

3.1

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

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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前回調査と比較すると、「フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、産休・

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

産休・育休・介護休業中ではない」を合わせた就労している母親の割合が、就学前児童では 4.3

ポイント、小学生では 5.6 ポイント高くなっている。 

 

【就学前児童：前回比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：前回比較】 

 

  

ｎ=

Ｒ５調査 2,779

Ｈ30調査 1,774

28.7

22.8

10.2

4.6

24.3

25.9

2.3

0.7

32.5

41.3

2.1

3.2 1.5

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

ｎ=

Ｒ５調査 2,795

Ｈ30調査 1,849

29.6

25.5

1.3

0.8

43.5

42.0

0.9

0.5

21.6

22.4

3.1

5.0 3.8

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

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、０歳で「フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である」の

割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年別：小学生】 

学年別にみると、５年生で「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

ｎ=

０歳 446

１歳 456

２歳 417

３歳 482

４歳 458

５歳 489

22.2

28.1

31.2

30.3

29.7

29.7

25.1

13.2

7.7

5.8

4.8

5.5

12.1

17.5

19.4

31.3

30.3

32.7

3.6

2.2

1.7

2.3

1.7

2.0

35.2

37.9

37.6

27.8

31.0

27.6

1.8

1.1

2.4

2.5

2.4

2.5

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

ｎ=

１年生 459

２年生 476

３年生 496

４年生 486

５年生 403

６年生 475

29.6

28.6

29.4

30.0

25.8

33.7

3.1

2.3

0.8

0.6

1.0

0.2

37.5

43.3

41.5

44.0

51.6

44.0

1.7

0.4

1.6

1.0

0.5

25.5

22.5

23.4

21.4

18.1

18.3

2.6

2.9

3.2

2.9

3.0

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就学前児童：行政センター別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

本庁 462

追浜 258

田浦 74

逸見 35

衣笠 480

大津 310

浦賀 231

久里浜 451

北下浦 287

西 191

30.5

36.0

24.3

22.9

26.7

28.7

29.9

27.7

26.1

26.7

9.7

11.2

10.8

22.9

8.3

12.9

8.7

10.4

11.8

6.3

22.1

22.9

31.1

20.0

25.0

21.3

22.1

24.8

24.4

34.0

2.2

1.2

2.5

2.9

1.3

3.1

2.4

2.6

34.4

27.1

33.8

31.4

35.2

31.9

34.6

31.9

33.1

26.2

1.1

1.6

2.9

2.3

2.3

3.5

2.0

2.1

4.2

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

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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【小学生：行政センター別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

ｎ=

本庁 442

追浜 136

田浦 103

逸見 47

衣笠 517

大津 339

浦賀 281

久里浜 463

北下浦 253

西 214

31.4

33.1

38.8

40.4

26.1

28.9

26.0

30.2

30.0

29.4

1.1

2.2

1.0

0.8

2.1

1.8

1.3

1.2

1.4

40.5

39.7

30.1

40.4

47.0

41.6

45.9

45.4

45.1

44.4

0.5

0.7

1.0

1.2

1.2

0.9

0.8

2.3

23.1

20.6

25.2

19.1

21.3

23.3

22.4

20.5

20.6

18.7

3.4

3.7

3.9

3.7

2.9

3.9

1.7

2.4

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 １．母親の就労状況で「就労している」を選んだ方にうかがいます。１週あたりの

出勤日数を記入してください。【就学前児童：問 18-１-１、小学生：問 17-１-１】 

問 ２．１日当たりの就労時間を記入してください。 

【就学前児童：問 18-１-１、小学生：問 17－１－１】 

母親の就労日数と就労時間をみると、就学前児童・小学生ともに「５日」（66.3％・48.3％）と

「６～８時間未満」（46.0％・33.4％）が最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 ３．家を出る時間を記入してください。 

【就学前児童：問 18-１-１、小学生：問 17－１－１】 

問 ４．帰宅時間を記入してください。 

【就学前児童：問 18-１-１、小学生：問 17－１－１】 

母親の出勤時間については、就学前児童では「７時台」が 42.6％、小学生では「８時台」が

42.7％と最も高く、また、帰宅時間については、就学前児童では「18～19 時台」が 46.9％、小学

生では「12～15 時台」が 33.1％と最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答

1.3
6.7

42.6
31.7

10.1 4.8 2.81.0 3.6

30.3
42.7

12.7 6.7 2.9

0%

25%

50%

75%

100%

４時間
未満

４～６時
間未満

６～８時
間未満

８～10時
間未満

10～12時
間未満

12時間以
上

無回答

4.2
17.7

46.0
28.6

2.8 0.6 0.26.5

33.0 33.4
23.5

2.6 0.7 0.3
0%

25%

50%

75%

100%

１日以下 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

1.7
4.0 10.3 13.7

66.3

3.0 0.4 0.61.3 6.7
19.6 20.2

48.3

2.7 0.6 0.6
0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 1,818）

小学生

（ｎ= 2,105）

就学前児童

（ｎ= 1,818）

小学生

（ｎ= 2,105）

就学前児童

（ｎ= 1,818）

小学生

（ｎ= 2,105）

12時より前 12～15時台 16～17時台 18～19時台 20～21時台 22時以降 無回答

3.6
14.4

28.5
46.9

3.4 0.7 2.52.0

33.1
23.4 29.9

7.7 0.9 3.0
0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 1,818）

小学生

（ｎ= 2,105）
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問 母親の就労状況で「（パート・アルバイト等）で就労している」を選んだ方にうかが

います。フルタイムへの転換希望はありますか。 

【就学前児童：問 18-１-２、小学生：問 17-１-３】 

「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」と「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」を合わせたパートタイムからフルタイムへの転換希望がある

母親は、就学前児童で 47.0％、小学生で 40.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 母親の就労状況で「就労している」を選んだ方にうかがいます。該当する週休日を

お答えください。（複数選択可）【小学生：問 17-１-２】 

該当する週休日については、「日曜日」の割合が 79.0％と最も高く、次いで「土曜日」の割合

が 69.0％、「平日」の割合が 37.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

就学前児童 738

小学生 1,240

9.5

7.2

37.5

33.1

46.7

55.5

6.2

4.3

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

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

％

平日

土曜日

日曜日

無回答

37.1

69.0

79.0

0.0

0 20 40 60 80 100

小学生

（ｎ= 2,105）
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問 母親の就労状況で「就労していない」を選んだ方にうかがいます。就労したいとい

う希望はありますか。【就学前児童：問 18-１-３、小学生：問 17-１-４】 

現在就労していないが今後の就労希望がある就学前児童の母親は 68.6％、その内訳は「１年よ

り先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい」が 46.0％、「すぐにでも、もしくは

１年以内に就労したい」が 22.6％となっており、希望する就労形態は「パートタイム、アルバイ

ト等」が 18.2％、「フルタイム」が 4.4％となっている。 

現在就労していないが今後の就労希望がある小学生の母親は 55.9％、その内訳は「１年より先、

一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい」が 24.2％、「すぐにでも、もしくは１年以

内に就労したい」が 31.7％となっており、希望する就労形態は「パートタイム、アルバイト等」

が 27.4％、「フルタイム」が 4.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：前回比較】 

※凡例が違うため、参考に掲載 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：前回比較】 

※凡例が違うため、参考に掲載 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

就学前児童 961

小学生 690

17.8

22.2

46.0

24.2

4.4

4.3

18.2

27.4

13.6

21.9

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

ｎ=

Ｈ30調査 790 17.2 58.5 23.0 1.3

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

子育てや家事などに専念したい（就労の希望はない）

１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

子育てや家事などに専念したい（就労の希望はない）

１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

ｎ=

Ｈ30調査 506 26.9 36.2 33.0 4.0

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

子育てや家事などに専念したい（就労の希望はない）

１年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい（フルタイム（週５日程度・１日８時間程度の就労））

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい（パートタイム・アルバイト等）

わからない

無回答
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就労希望時の末子の年齢【就学前児童、小学生】 

「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」と回答した方のうち、就

労したい時期の子どもの年齢は「６～８歳」が最も高く、就学前児童 36.2％、小学生 37.7％とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

ｎ= 442

０～３歳

35.7％

４～５歳

16.5％

６～８歳

36.2％

９～11歳

8.6％

12歳以上

0.9％

無回答

2.0％

小学生

ｎ= 167

０～３歳

3.0％ ４～５歳

8.4％

６～８歳

37.7％

９～11歳

18.0％

12歳以上

27.5％

無回答

5.4％
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パートタイム・アルバイト等希望の母親の希望就労日数（１週当たり）【就学前児童、小学生】 

パートタイム・アルバイト等での就労を希望する母親の希望就労日数は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートタイム・アルバイト等希望の母親の希望就労時間（１日当たり）【就学前児童、小学生】 

パートタイム・アルバイト等での就労を希望する母親の希望就労日時間は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１日未満 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

0.0
8.0

57.7

22.3
6.9 0.0 5.10.5

13.2

57.1

19.0
4.8 0.5 4.8

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 175）

小学生

（ｎ= 189）

４時間未満 ４～６時間
未満

６～８時間
未満

８～10時間
未満

10～12時間
未満

12時間以上 無回答

8.0

64.6

10.3
0.6 0.0 0.0

16.6
5.3

52.4

3.2 0.0 0.0 0.0

39.2

0%

25%

50%

75%

100%

就学前児童

（ｎ= 175）

小学生

（ｎ= 189）
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（２）父親の就労状況 

問 父親の就労状況 あてはまるものを１つ選択してください 

【就学前児童：問 18-２、小学生：問 17-２】 

父親の就労状況については、「フルタイムで就労している」「パート・アルバイト等で就労して

いる」を合わせた現在就労している方は、就学前児童で 98.0％、小学生で 98.7％となっている。 

父親の就労日数については、「５日」が最も高く、就学前児童 71.0％、小学生 66.7％、次いで

「６日」が就学前児童 22.1％、小学生 19.3％となっている。また、就労時間については、「８～

10 時間未満」が最も高く、就学前児童 51.9％、小学生 50.5％、次いで「10～12 時間未満」が就

学前児童 18.8％、小学生 17.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

就学前児童 2,661

小学生 2,616

97.4

97.9

0.9

0.2

0.6

0.8

1.0

1.1

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

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：学年別】 

学年別にみると、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

ｎ=

０歳 431

１歳 443

２歳 405

３歳 453

４歳 435

５歳 465

97.7

98.2

98.5

96.2

96.3

97.8

0.7

1.1

0.5

1.3

0.9

0.9

0.7

0.2

0.7

1.1

0.6

0.2

0.9

0.7

0.5

1.8

1.6

0.4
0.2

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

ｎ=

１年生 434

２年生 452

３年生 454

４年生 457

５年生 376

６年生 443

97.9

98.5

98.7

96.9

97.3

97.7

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.9

0.2

1.1

1.3

0.7

0.2

1.4

0.4

1.1

1.8

0.8

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就学前児童：行政センター別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

ｎ=

本庁 441

追浜 248

田浦 70

逸見 34

衣笠 459

大津 300

浦賀 216

久里浜 435

北下浦 273

西 185

96.6

98.4

95.7

91.2

97.4

97.0

96.3

99.1

98.5

96.8

1.1

1.2

0.7

1.3

1.9

0.7

0.4

0.5

1.4

0.4

1.4

0.3

1.4

0.4

1.6

0.2

0.9

2.9

8.8

1.7

1.0

0.5

0.2

0.7

1.1

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【小学生：行政センター別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

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

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

ｎ=

本庁 406

追浜 133

田浦 96

逸見 44

衣笠 485

大津 316

浦賀 265

久里浜 434

北下浦 236

西 201

97.5

100.0

100.0

97.7

98.1

98.1

97.7

96.5

97.9

98.0

0.2

0.6

0.8

0.4

1.5

0.8

0.3

0.4

0.9

1.3

0.5

0.2

0.7

2.3

1.0

0.9

1.1

2.3

0.4

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 父親の就労状況で「就労している」を選んだ方にうかがいます。 

１．１週間あたりの出勤日数を記入してください。 

【就学前児童：問 18-２-１、小学生：問 17-２-１】 

父親の就労日数については、「５日」が最も高く、就学前児童 71.0％、小学生 66.7％、次いで

「６日」が就学前児童 22.1％、小学生 19.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 ２．１日当たりの就労時間を記入してください。 

【就学前児童：問 18-２-１、小学生：問 17-２-１】 

就労時間については、「８～10 時間未満」が最も高く、就学前児童 51.9％、小学生 50.5％、次

いで「10～12 時間未満」が就学前児童 18.8％、小学生 17.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１日以下 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

0.0 0.6 1.6 1.7

71.0

22.1

1.9 1.00.2 0.5 1.7 0.9

66.7

19.3

1.9
8.9

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 2,634）

小学生

（ｎ= 2,587）

４時間未満 ４～６時間
未満

６～８時間
未満

８～10時間
未満

10～12時間
未満

12時間以上 無回答

0.1 0.5

15.6

51.9

18.8
11.2

2.00.2 0.9
12.0

50.5

17.4
9.6 9.4

0%

25%

50%

75%

100% 就学前児童

（ｎ= 2,634）

小学生

（ｎ= 2,587）
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問 ３．家を出る時間を記入してください。 

【就学前児童：問 18-２-１、小学生：問 17-２-１】 

父親の出勤時間は、就学前児童・小学生ともに「７時台」（36.3％・31.9％）が最も高くなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 ４．帰宅時間を記入してください。 

【就学前児童：問 18-２-１、小学生：問 17-２-１】 

帰宅時間は、就学前児童・小学生ともに「18～19 時台」（45.6％・39.7％）が最も高くなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 父親の就労状況で「就労している」を選んだ方にうかがいます。該当する週休日を

お答えください。（複数選択可）【小学生：問 17-２-２】 

「日曜日」の割合が 77.8％と最も高く、次いで「土曜日」の割合が 57.4％、「平日」の割合が

27.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答

13.4
25.5

36.3

14.7
3.4 3.2 3.4

13.8
23.9

31.9

13.3 3.2 2.9
11.1

0%

25%

50%

75%

100%

小学生

（ｎ= 2,587）

％

平日

土曜日

日曜日

無回答

27.9

57.4

77.8

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,634）

小学生

（ｎ= 2,587）

12時より前 12～15時台 16～17時台 18～19時台 20～21時台 22時以降 無回答

6.6 1.8
9.6

45.6

23.5
9.3

3.63.8 2.4
10.4

39.7
22.3

9.7 11.8

0%

25%

50%

75%

100% 就学前児童

（ｎ= 2,634）

小学生

（ｎ= 2,587）



58 

問 父親の就労状況で「（パート・アルバイト等）で就労している」を選んだ方にうかが

います。フルタイムへの転換希望はありますか。 

【就学前児童：問 18-２-２、小学生：問 17-２-３】 

「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」と「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」を合わせたパートタイムからフルタイムへの転換希望がある

父親は、就学前児童で 52.9％、小学生で 38.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 父親の就労状況で「就労していない」を選んだ方にうかがいます。就労したいとい

う希望はありますか。【就学前児童：問 18-２-３、小学生：問 17-２-４】 

現在就労していないが今後の就労希望がある就学前児童の父親は 41.8％、その内訳は「１年よ

り先、一番下の子どもが何歳になったころに就労したい（□に年齢をご記入ください）」が 7.4％、

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい（フルタイム（週５日程度・１日８時間程度の就

労）」が 25.9％、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい（パートタイム・アルバイト等）」

が 14.8％となっている。また、就労時期となる子どもの年齢としては「０～３歳」、「６～８歳」

が最も高く、50.0％となっている。 

現在就労していないが今後の就労希望がある小学生の父親は 48.2％、その内訳は「すぐにでも、

もしくは１年以内に就労したい（フルタイム（週５日程度・１日８時間程度の就労」が 31.0％、

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい（パートタイム・アルバイト等）」が 17.2％とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

就学前児童 17

小学生 21

23.5

14.3

29.4

23.8

47.1

61.9

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

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

ｎ=

就学前児童 27

小学生 29

25.9

13.8

7.4 25.9

31.0

14.8

17.2

25.9

37.9

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

子育てや家事などに専念したい（就労の希望はない）

１年より先、一番下の子どもが何歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい（フルタイム（週５日程度・１日８時間程度の就労））

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

わからない

無回答
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就労希望時の末子の年齢【就学前児童】 

就労希望時の末子の年齢については就学前児童で以下の通り。 

小学生では有効回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートタイム・アルバイト等希望の父親の希望就労日数（１週当たり）【就学前児童、小学生】 

パートタイム・アルバイト等での就労を希望する父親の希望就労日数は以下の通り。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

パートタイム・アルバイト等希望の父親の希望就労時間（１日当たり）【就学前児童、小学生】 

パートタイム・アルバイト等での就労を希望する父親の希望就労時間は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

  

４時間未満 ４～６時間
未満

６～８時間
未満

８～10時間
未満

10～12時間
未満

12時間以上 無回答

0.0

50.0

25.0

0.0 0.0 0.0

25.0

0.0

80.0

0.0 0.0 0.0 0.0

20.0

0%

25%

50%

75%

100%

就学前児童

ｎ= 2

０～３歳

50.0％

４～５歳

0.0％

６～８歳

50.0％

９～11歳

0.0％

12歳以上

0.0％

無回答

0.0％

１日未満 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

0.0 0.0

50.0

25.0

0.0 0.0

25.0

0.0 0.0

20.0

60.0

0.0 0.0

20.0

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 4）

小学生

（ｎ= 5）

就学前児童

（ｎ= 4）

小学生

（ｎ= 5）
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５ 平日の定期的な教育・保育事業の現状と今後の利用希望について 

（１）平日の定期的な教育・保育事業 

問 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。【就学前児童：問 19】 

定期的な教育・保育事業を「利用している」が 76.6％となっている。 

利用中の事業については、「認定こども園」が 32.5％、「認可保育所（保育園）」が 27.2％とな

っている。一方、今後の利用希望では「認定こども園」が 49.3%と、現状より 16.8 ポイント高く、

また、「認可保育所（保育園）」も 36.4％と、現状より 9.2 ポイント高い。 

前回調査と比較すると、利用状況で「認定こども園」が 10ポイント以上高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

定期的な教育・保育事業の利用状況について家庭類型別にみると、専業主婦（夫）では「利用

している」が他の家庭類型よりも約 27～34 ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用している 利用していない 無回答

ｎ=

就学前児童 2,810 76.6 23.4

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

利用している 利用していない 無回答

ｎ=

ひとり親 127

共働き
（フルタイム）

984

共働き
（パートタイム）

703

専業主婦（夫） 975

89.8

84.1

90.8

56.7

10.2

15.9

9.2

43.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、０歳で「利用していない」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：行政センター別】 

 

 

 

 

 

  

利用している 利用していない 無回答

ｎ=

本庁 468

追浜 260

田浦 78

逸見 36

衣笠 488

大津 313

浦賀 233

久里浜 454

北下浦 288

西 192

74.8

83.1

74.4

63.9

77.0

75.7

76.0

75.3

76.0

80.2

25.2

16.9

25.6

36.1

23.0

24.3

24.0

24.7

24.0

19.8

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

利用している 利用していない 無回答

ｎ=

０歳 446

１歳 460

２歳 423

３歳 490

４歳 463

５歳 497

31.2

51.3

79.0

97.1

97.8

98.0

68.8

48.7

21.0

2.9

2.2

2.0

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



62 

問 定期的な教育・保育事業を「利用している」を選んだ方にうかがいます。あて名の

お子さんは、年間を通じて平日（定期的に）「幼稚園（通常の就園時間）」を利用し

ていますか。【就学前児童：問 19-１】 

「利用している」の割合が 69.3％、「利用していない」の割合が 30.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

幼稚園（通常の就園時間）の利用状況について家庭類型別にみると、専業主婦（夫）では「利

用している」が他の家庭類型よりも約 33～42 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

ｎ= 2,152

利用している

69.3％

利用していない

30.7％

無回答

0.0％

利用している 利用していない 無回答

回答者数 =

ひとり親 114

共働き
（フルタイム）

828

共働き
（パートタイム）

638

専業主婦（夫） 553

60.5

51.1

73.5

93.7

39.5

48.9

26.5

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 定期的な教育・保育事業を「利用している」を選んだ方にうかがいます。あて名の

お子さんは、定期的な教育・保育事業を「利用している」でお聞きした「幼稚園

（通常の就園時間の利用）」以外で、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。 

（あてはまるものすべてを選択してください）【就学前児童：問 19-１-１】 

利用中の事業については、「認定こども園」が 32.5％、「認可保育所」が 27.2％となっている 

前回調査と比較すると、「認定こども園」が前回より 14.0 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｒ５調査

（ｎ= 2,152）

Ｈ30調査

（ｎ= 1,287）

％

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）

企業主導型保育事業

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

利用していない

無回答

12.5

27.2

32.5

1.2

0.8

1.7

1.8

1.3

0.5

2.0

22.8

0.0

8.4

30.3

18.5

0.9

0.4

0.5

3.5

1.6

0.2

2.8

－

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：家庭類型別】 

利用中の事業について家庭類型別にみると、共働き（パートタイム）では「認可保育所」が共

働き（フルタイム）よりも約 13 ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ひとり親

（ｎ= 114）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 828）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 638）

専業主婦（夫）

（ｎ= 553）

％

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）

企業主導型保育事業

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

利用していない

無回答

7.9

43.9

35.1

0.0

0.0

3.5

0.9

1.8

0.9

1.8

9.6

0.0

5.8

41.4

38.2

1.7

0.8

2.8

3.4

2.4

0.6

0.6

5.8

0.0

21.0

27.9

32.6

1.7

0.5

0.9

1.3

0.9

0.2

1.4

17.4

0.0

13.9

1.8

22.8

0.0

1.3

0.5

0.2

0.2

0.5

4.7

57.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、０歳で「認可保育所（保育園）」の割合が高くなっている。 

 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

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
） 

企
業
主
導
型
保
育
事

業 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 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,152 12.5 27.2 32.5 1.2 0.8 1.7 1.8 1.3 0.5 2.0 22.8 － 

０歳 139 3.6 43.9 33.8 5.0 1.4 2.2 5.0 1.4 1.4 － 4.3 － 

１歳 236 4.7 41.1 31.8 4.7 1.7 4.7 5.1 3.8 0.8 － 6.4 － 

２歳 334 7.2 30.5 35.6 1.5 0.9 2.7 1.5 1.8 0.6 2.7 20.1 － 

３歳 476 11.6 23.9 33.4 － 0.4 0.8 0.6 0.8 0.4 1.5 30.5 － 

４歳 453 16.3 23.0 33.1 0.2 0.4 0.9 0.9 1.1 0.2 2.0 26.5 － 

５歳 487 19.5 19.9 29.0 0.2 0.8 1.0 1.4 0.2 0.2 3.3 27.5 － 

 

 

【就学前児童：行政センター別】 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

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
） 

企
業
主
導
型
保
育
事
業 

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 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 2,152 12.5 27.2 32.5 1.2 0.8 1.7 1.8 1.3 0.5 2.0 22.8 － 

本庁 350 12.6 24.6 40.3 0.6 0.9 1.4 1.4 2.0 1.1 1.4 18.9 － 

追浜 216 11.1 38.0 19.0 5.1 － 4.2 1.4 0.9 － 0.9 21.8 － 

田浦 58 10.3 41.4 31.0 1.7 1.7 － 1.7 － － 1.7 17.2 － 

逸見 23 34.8 34.8 17.4 － － － － － － 4.3 13.0 － 

衣笠 376 10.4 28.7 34.3 0.8 1.1 1.9 2.4 1.3 － 1.6 22.1 － 

大津 237 13.1 22.4 35.0 － 1.3 3.4 2.5 1.7 0.8 3.0 21.1 － 

浦賀 177 15.3 27.7 38.4 0.6 0.6 2.3 1.1 1.7 1.1 2.8 15.8 － 

久里浜 342 14.0 28.7 21.1 1.8 0.9 0.6 2.0 1.8 0.3 2.0 30.4 － 

北下浦 219 11.9 21.9 31.5 － 0.9 － 1.8 0.9 0.5 3.2 28.8 － 

西 154 9.7 18.8 48.1 0.6 － 0.6 0.6 － － 0.6 24.0 － 
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平日に定期的に利用している教育・保育の事業についてうかがいます。 

問 １.１週当たりの日数 

【就学前児童(利用日数)：問 19-２-１、就学前児童(希望日数)：問 19-２-２】 

定期的な教育・保育事業の利用日数と希望日数については、利用・希望ともに「５日」が最も

高く、利用 86.1％・希望 86.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 ２. １日当たりの時間 

【就学前児童(利用時間)：問 19-２-１、就学前児童(希望時間)：問 19-２-２】 

利用時間と希望時間についてみると、いずれも「６時間」が最も高く、利用 20.1%・希望 18.6%

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

1.7 1.7 3.2 5.2

86.1

1.2 0.0 0.90.6 0.9 1.9 3.0

86.6

5.3 0.5 1.2
0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（利用日数）

（ｎ= 2,152）

就学前児童

（希望日数）

（ｎ= 2,152）

１時間 ２時間 ３時間 ４時間 ５時間 ６時間 ７時間 ８時間 ９時間 10時間 11時間 12時間
以上

無回答

0.9 1.3 0.8 4.7
12.5

20.1
8.7 13.6 16.5 16.1

4.1 0.3 0.20.6 0.7 0.7 1.4 4.5
18.6 12.7

19.9
14.8 16.6

5.9 2.9 0.8
0%

20%

40%

60%

80%

100%
就学前児童

（利用時間）

（ｎ= 2,152）

就学前児童

（希望時間）

（ｎ= 2,152）
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問 ３. 利用開始・終了時間、（希望）利用開始時間・利用終了時間 

【就学前児童：問 19-２-１】 

利用開始時間・希望開始時間ともに「８時台」「９時台」が高くなっている。 

利用終了時間は、「14 時台」から「18 時台」が高く、希望終了時間は「15 時台」から「18 時

台」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時以前

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時以降

無回答

0.2

0.0

17.7

41.8

33.0

4.2

0.0

0.1

0.3

1.3

0.4

0.9

0 25 50 75 100
％

６時以前

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時以降

無回答

0.2

0.7

18.6

45.3

30.0

1.9

0.1

0.1

0.2

1.2

0.7

0.9

0 25 50 75 100

利用開始時間 希望開始時間 

就学前児童

（ｎ= 2,152）
就学前児童

（ｎ= 2,152）

％

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

2.0

0.1

2.5

21.6

13.9

14.3

25.0

18.6

0.7

0.1

0.0

1.1

0 25 50 75 100
％

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

2.3

0.0

0.5

7.0

16.3

17.1

25.1

23.9

5.7

0.9

0.1

1.0

0 25 50 75 100

利用終了時間 希望終了時間 

就学前児童

（ｎ= 2,152）
就学前児童

（ｎ= 2,152）



68 

問 「定期的な教育・保育の事業」を利用しているかで、教育・保育事業を「利用し

ている」を選んだ方にうかがいます。現在、利用されている教育・保育事業の実施場

所についてお答えください。【就学前児童：問 19-３】 

現在利用している教育・保育事業の実施場所については、「横須賀市内」が 97.6%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定期的な教育・保育事業の利用理由と未利用の理由 

問 「定期的な教育・保育の事業」を利用しているかで、教育・保育事業を「利用して

いる」を選んだ方にうかがいます。平日に定期的に教育・保育の事業を利用されて

いる主な理由は何ですか。（あてはまるものすべてお選びください） 

【就学前児童：問 19-４】 

平日に教育・保育事業を利用している理由は、「子育てをしている方が現在就労している」が

65.1％と最も高く、次いで「子どもの教育や発達のため」が 60.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

ｎ= 2,152

横須賀市内

97.6％

三浦市

0.7％

逗子市

0.0％

葉山町

0.5％

横浜市

0.9％

その他

0.4％
無回答

0.0％

％

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方の就労予定がある／子育てを
している方が求職中である

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

無回答

60.4

65.1

3.8

1.0

1.7

0.2

1.7

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,152）
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【就学前児童：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、ひとり親や共働き（フルタイム）では「子どもの教育や発達のため」が

他の家庭類型よりも約 22～57 ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、１歳で「子育てをしている方が現在就労している」の割合が高くなっている。 

 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

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
の
就
労
予

定
が
あ
る
／
子
育
て
を
し
て
い
る

方
が
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
回
答 

全  体 2,152 60.4 65.1 3.8 1.0 1.7 0.2 1.7 － 

０歳 139 30.2 87.8 6.5 － 1.4 0.7 2.2 － 

１歳 236 41.1 88.1 2.1 1.3 2.1 0.8 3.0 － 

２歳 334 60.8 64.4 4.8 0.6 1.5 － 2.4 － 

３歳 476 64.3 61.1 3.4 1.1 1.3 － 1.3 － 

４歳 453 68.2 56.1 4.0 0.7 2.2 0.2 0.9 － 

５歳 487 67.8 59.3 3.5 1.4 1.6 － 1.8 － 

  

ひとり親

（ｎ= 114）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 828）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 638）

専業主婦（夫）

（ｎ= 553）

％

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の就労予定がある／
子育てをしている方が求職中である

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

無回答

子育てをしている方が家族・親族などを介護している

38.6

90.4

1.8

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

39.4

93.1

3.3

0.5

0.6

0.1

1.0

0.0

61.3

77.6

3.0

1.3

1.4

0.2

1.6

0.0

95.5

3.3

6.0

1.6

2.9

0.4

3.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 「定期的な教育・保育の事業」を利用しているかで、教育・保育事業を「利用して

いない」を選んだ方にうかがいます。利用していない理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてお選びください）【就学前児童：問 19-５】 

利用していない理由は、「（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」が 39.5％と最も高く、次いで、「子どもがまだ小さいため

（何歳くらいになったら利用しようと考えている）」が 39.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用を希望する子どもの年齢 

「子どもがまだ小さいため（何歳くらいになったら利用しようと考えている）」と回答した方

が、教育・保育事業の利用を希望する子供の年齢は、「０歳～３歳」が 87.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

ｎ= 257

０歳～３歳

87.5％

４歳～５歳

9.7％

６歳以上

0.0％
無回答

2.7％

％

（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（何歳くらいになったら利用し
ようと考えている）

その他

無回答

39.5

4.0

0.2

20.2

8.4

2.6

3.6

39.1

8.2

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 658）
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【就学前児童：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、ひとり親では「利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない」

が他の家庭類型よりも約９～14 ポイント高く、また、「子どもの祖父母や親戚の人がみている」

が他の家庭類型よりも約 27～36 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 13）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 156）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 65）

専業主婦（夫）

（ｎ= 422）

％

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

子どもがまだ小さいため

その他

無回答

（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

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

7.7

38.5

0.0

23.1

0.0

15.4

0.0

15.4

23.1

0.0

24.4

1.9

0.0

31.4

1.9

2.6

3.8

34.0

12.2

0.0

26.2

10.8

1.5

32.3

10.8

6.2

3.1

38.5

12.3

0.0

48.1

2.6

0.0

14.2

10.4

1.7

3.8

41.9

5.7

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：行政センター別】 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

（
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
（
何
歳
く
ら
い
に
な
っ
た
ら
利
用

し
よ
う
と
考
え
て
い
る
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 658 39.5 4.0 0.2 20.2 8.4 2.6 3.6 39.1 8.2 － 

本庁 118 41.5 5.1 － 22.9 9.3 1.7 4.2 37.3 6.8 － 

追浜 44 36.4 6.8 － 29.5 4.5 － 6.8 36.4 6.8 － 

田浦 20 40.0 5.0 － 15.0 － 5.0 － 45.0 15.0 － 

逸見 13 23.1 － － 23.1 － － 7.7 46.2 15.4 － 

衣笠 112 42.9 6.3 － 16.1 10.7 2.7 3.6 39.3 5.4 － 

大津 76 46.1 － － 19.7 6.6 2.6 2.6 38.2 10.5 － 

浦賀 56 37.5 1.8 － 14.3 7.1 1.8 － 48.2 3.6 － 

久里浜 112 42.9 4.5 0.9 20.5 12.5 6.3 5.4 33.9 8.9 － 

北下浦 69 29.0 4.3 － 27.5 5.8 － 1.4 42.0 8.7 － 

西 38 31.6 － － 10.5 7.9 2.6 5.3 39.5 15.8 － 
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問 すべての方にうかがいます。現在、教育・保育事業を利用している、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・保育事業として、「定期的に」利

用したいと考える事業はどれですか。 

（あてはまるものすべてを選択してください）【就学前児童：問 20】 

定期的な教育・保育事業の利用希望では「認定こども園」が 49.3％、「幼稚園」が 48.4％とな

っている。 

前回調査と比較すると、「幼稚園」が 10 ポイント以上低くなっているが、「認定こども園」が

49.3％と最も高く、前回より 13.2 ポイント高くなっている、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｒ５調査

（ｎ= 2,810）

Ｈ30調査

（ｎ= 1,774）

％

幼稚園（通常の就園時間の利用）

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）

企業主導型保育事業

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

特になし

無回答

48.4

31.5

36.4

49.3

7.3

3.3

6.8

5.5

2.9

7.7

8.5

1.5

1.8

0.0

60.1

34.7

35.2

36.1

5.1

2.5

4.5

5.2

1.5

3.7

5.8

0.8

－

1.6

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 127）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 984）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 703）

専業主婦（夫）

（ｎ= 975）

％

幼稚園（通常の就園時間の利用）

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）

企業主導型保育事業

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

特になし

無回答

23.6

19.7

52.0

49.6

6.3

6.3

9.4

7.9

2.4

10.2

6.3

3.1

3.1

0.0

24.1

23.7

56.9

57.7

8.7

3.6

8.1

6.1

3.3

9.0

9.2

1.1

1.6

0.0

46.8

36.7

36.6

51.4

7.0

2.7

6.0

5.8

2.8

7.1

7.8

1.1

1.4

0.0

77.6

36.8

13.7

39.1

6.3

3.0

5.7

4.5

2.7

6.6

8.5

1.8

2.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、０歳で「認可保育所（保育園）」の割合が高くなっている。 

 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

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
） 

企
業
主
導
型
保
育
事
業 

全  体 2,810 48.4 31.5 36.4 49.3 7.3 3.3 6.8 

０歳 446 45.5 28.3 44.2 53.6 12.1 2.7 6.7 

１歳 460 48.0 30.2 43.3 55.9 11.1 4.3 7.4 

２歳 423 47.0 29.3 36.2 52.5 4.3 2.6 7.3 

３歳 490 46.1 29.6 34.5 46.3 4.7 2.4 6.7 

４歳 463 50.8 35.6 30.7 45.4 5.8 3.0 6.0 

５歳 497 52.7 35.4 29.6 43.9 6.0 4.2 6.6 

 

区分 

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 

特
に
な
し 

無
回
答 

全  体 5.5 2.9 7.7 8.5 1.5 1.8 － 

０歳 5.2 3.4 7.8 6.7 0.9 1.8 － 

１歳 6.1 3.5 10.0 10.0 0.7 1.7 － 

２歳 6.6 2.1 5.7 7.8 2.8 0.9 － 

３歳 4.5 3.1 7.3 8.2 1.6 1.6 － 

４歳 4.8 2.8 9.3 8.4 1.5 2.2 － 

５歳 6.0 2.0 6.4 9.9 1.2 2.4 － 
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【就学前児童：行政センター別】 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

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
） 

企
業
主
導
型
保
育
事
業 

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 

特
に
な
し 

無
回
答 

全  体 2,810 48.4 31.5 36.4 49.3 7.3 3.3 6.8 5.5 2.9 7.7 8.5 1.5 1.8 － 

本庁 468 48.9 30.3 35.3 51.9 8.1 4.1 6.6 5.3 2.6 8.1 10.0 0.4 1.5 － 

追浜 260 44.6 32.3 45.8 46.9 11.9 2.3 8.8 6.2 2.7 9.2 9.6 1.2 0.8 － 

田浦 78 46.2 26.9 42.3 47.4 11.5 3.8 3.8 2.6 2.6 6.4 11.5 1.3 2.6 － 

逸見 36 50.0 41.7 30.6 36.1 5.6 5.6 8.3 5.6 2.8 8.3 2.8 11.1 2.8 － 

衣笠 488 46.7 30.5 37.1 50.4 5.1 3.7 6.8 4.9 2.5 6.6 8.8 2.0 2.0 － 

大津 313 47.0 37.1 38.0 58.5 8.9 3.8 7.7 7.0 3.5 8.9 6.7 0.6 1.3 － 

浦賀 233 42.1 27.5 32.2 53.6 5.6 2.6 6.9 5.2 3.9 8.2 6.9 1.7 2.1 － 

久里浜 454 51.3 32.6 37.9 40.7 6.8 2.4 6.2 4.6 2.9 6.6 9.0 1.3 2.4 － 

北下浦 288 55.2 34.4 33.0 46.9 6.3 2.8 4.9 6.3 2.4 6.6 7.6 2.4 2.1 － 

西 192 50.5 24.0 27.1 50.0 5.2 3.6 8.3 6.8 3.6 9.9 7.3 1.6 1.6 － 
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問 「定期的に」利用したいと考える事業で「幼稚園または幼稚園の預かり保育」（幼稚

園を利用）を選び、かつ「認可保育所～その他」を選んだ方にうかがいます。特に

幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を強く希望し

ますか。【就学前児童：問 20-１】 

平日に教育・保育事業を定期的に利用したいと希望した方の中で、特に幼稚園の利用を強く希

望している方は 75.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、共働き（パートタイム）や専業主婦（夫）では「はい」が他の家庭類型

よりも約８～15ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい いいえ 無回答

はい いいえ 無回答

ｎ =

ひとり親 22

共働き
（フルタイム）

249

共働き
（パートタイム）

216

専業主婦（夫） 335

68.2

67.1

76.4

82.4

31.8

29.7

21.3

15.8

3.2

2.3

1.8

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

ｎ=

就学前児童 827 75.9 21.8 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）定期的な教育・保育事業として望むもの 

問 「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。あて名のお子さんについてお答えください。 

（望まれるものを３つまで選択してください）【就学前児童：問 21】 

定期的な教育・保育事業として望むものについては、「幼児期に必要な体験」が 78.9％と最も

高く、次いで「人格形成の基礎を築く教育・保育」が 71.6％となっている。 

定期的な教育・保育事業として望む環境・設備については、「子どもがのびのびと運動ができる

園庭」が 59.2％と最も高く、次いで「給食の提供」が 58.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

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

無回答

71.6

78.9

48.4

3.9

3.7

12.2

34.8

14.3

19.4

0.8

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,810）
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【就学前児童：家庭類型別】 

定期的な教育・保育事業として望むものについて家庭類型別にみると、専業主婦（夫）では「人

格形成の基礎を築く教育・保育」「幼児期に必要な体験」が他の家庭類型よりも高くなっている。

一方で、ひとり親や共働きでは「安心して就労できる保育時間」が専業主婦（夫）よりも高くな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 127）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 984）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 703）

専業主婦（夫）

（ｎ= 975）

％

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

学力と体力の向上

その他

無回答

配慮を要する子どもへの発達に応じた教育・保育

61.4

67.7

37.8

3.1

3.9

15.0

47.2

19.7

22.8

0.8

0.0

70.7

75.7

48.7

3.7

3.8

12.3

47.8

12.7

14.5

0.4

0.0

69.6

77.0

49.2

2.8

3.7

10.8

39.1

12.5

22.0

1.0

0.0

75.8

85.0

48.7

4.9

3.7

12.7

16.9

16.7

21.5

1.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、２歳で「生活習慣の確立」の割合が高くなっている。 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

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
回
答 

全  体 2,810 71.6 78.9 48.4 3.9 3.7 12.2 34.8 14.3 19.4 0.8 － 

０歳 446 72.9 79.4 48.7 4.5 3.4 12.1 37.2 14.3 15.2 0.4 － 

１歳 460 70.2 78.0 49.8 4.1 3.0 15.9 31.7 15.4 19.3 0.2 － 

２歳 423 70.0 76.6 53.7 3.1 3.8 12.3 34.5 14.9 18.0 0.9 － 

３歳 490 71.8 82.2 50.2 3.5 4.5 10.2 33.7 12.7 19.0 0.8 － 

４歳 463 73.9 76.2 43.4 4.3 4.5 11.9 35.4 14.5 21.4 1.7 － 

５歳 497 70.8 80.5 45.9 3.8 3.4 11.5 35.6 14.1 22.9 0.8 － 

 

 

 

問 「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。あて名のお子さんについてお答えください。 

（望まれるものを３つまで選択してください）【就学前児童：問 22】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

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

無回答

54.8

59.2

58.9

8.5

20.1

17.4

53.4

15.4

2.2

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,810）



81 

【就学前児童：家庭類型別】 

定期的な教育・保育事業として望む環境・設備について家庭類型別にみると、ひとり親や共働

きでは「給食の提供」が専業主婦（夫）よりも高い。また、共働き（パート）や専業主婦（夫）

では「送迎バス」が他の家庭類型よりも高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 127）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 984）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 703）

専業主婦（夫）

（ｎ= 975）

％

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

無回答

子どもの発達に応じた広さや環境を備えた保育室

59.1

53.5

64.6

11.8

5.5

19.7

45.7

18.9

3.1

0.0

57.3

52.2

68.9

11.6

7.6

21.5

56.9

13.3

2.5

0.0

56.6

60.3

60.2

7.1

20.3

17.9

50.4

15.1

2.7

0.0

50.8

65.6

47.1

5.9

34.4

12.9

53.5

17.3

1.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、５歳で「子どもがのびのびと運動ができる園庭」の割合が高くなっている。 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

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
回
答 

全  体 2,810 54.8 59.2 58.9 8.5 20.1 17.4 53.4 15.4 2.2 － 

０歳 446 59.2 55.6 50.4 13.5 15.9 22.4 56.1 16.1 2.0 － 

１歳 460 60.2 57.0 57.8 8.0 17.2 17.6 54.8 16.5 1.1 － 

２歳 423 51.8 56.7 59.3 8.7 19.4 18.2 56.0 14.7 4.0 － 

３歳 490 54.3 61.2 60.4 8.2 23.1 15.1 50.8 15.5 2.0 － 

４歳 463 49.7 59.2 62.4 7.3 21.4 18.4 52.1 16.4 1.9 － 

５歳 497 53.7 65.2 62.0 5.4 22.5 13.7 51.9 13.7 2.4 － 
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６ 地域の子育て支援事業の現状と今後の利用希望について 

（１）愛らんど・わいわい広場 の利用状況 

問 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。 

（あてはまるものすべてお選びください）【就学前児童：問 23】 

愛らんど・わいわい広場の利用状況については、「愛らんどを利用している」は 16.8％、「わい

わい広場を利用している」は 3.5％、「利用していない」は 73.3％となっている。 

前回調査と比較すると、愛らんど・わいわい広場ともに、利用状況にあまり差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛らんどの利用回数（１ヶ月当たり）【就学前児童】 

「愛らんど」利用者の１ヶ月当たりの利用回数については、「１回」が 25.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わいわい広場の利用回数（１年当たり）【就学前児童】 

「わいわい広場」利用者の１年当たりの利用回数については「１回」が22.7％、「２回」が23.7％、

「３回」が 12.4％となっている。 

 

 

 

 

 

  

Ｒ５調査

（ｎ= 2,810）

Ｈ30調査

（ｎ= 1,774）

％

愛らんどを利用している（１ヶ月当たり
何回程度）

わいわい広場を利用している（１年当た
り何回程度）

利用していない

愛らんどや、わいわい広場を知らない

無回答

16.8

3.5

73.3

12.2

0.0

15.6

7.4

73.3

8.1

1.8

0 20 40 60 80 100

１回 ２回 ３回 ４回 ５回～
８回

９回～
12回

13回～
16回

17回
以上

無回答

25.6
13.8

6.6 7.6 6.4 4.4 1.9 0.8

32.8

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 472）

１回 ２回 ３回 ４回 ５回～
８回

９回～
12回

13回
以上

無回答

22.7 23.7
12.4

4.1 11.3 7.2 3.1
15.5

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 97）



84 

【就学前児童：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、専業主婦（夫）では「愛らんどを利用している」が他の家庭類型よりも

約５～13ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、０歳で「愛らんどを利用している（１ヶ月当たり何回程度）」の割合が高くな

っている。 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

愛
ら
ん
ど
を
利
用
し

て
い
る
（
１
ヶ
月
当
た

り
何
回
程
度
） 

わ
い
わ
い
広
場
を
利

用
し
て
い
る
（
１
年
当

た
り
何
回
程
度
） 

利
用
し
て
い
な
い 

愛
ら
ん
ど
や
、
わ
い
わ

い
広
場
を
知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,810 16.8 3.5 73.3 12.2 － 

０歳 446 37.9 6.5 50.2 13.2 － 

１歳 460 30.7 7.2 58.7 11.5 － 

２歳 423 18.9 3.1 73.5 9.5 － 

３歳 490 7.1 1.8 83.1 13.7 － 

４歳 463 4.8 1.5 85.1 12.1 － 

５歳 497 4.4 1.0 85.9 12.7 － 

 

  

ひとり親

（ｎ= 127）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 984）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 703）

専業主婦（夫）

（ｎ= 975）

％

利用していない

愛らんどや、わいわい広場を知らない

無回答

愛らんどを利用している（１ヶ月当たり何回程度）

わいわい広場を利用している（１年当たり何回程度）

9.4

1.6

76.4

22.8

0.0

17.5

3.4

72.7

11.7

0.0

9.8

2.0

78.0

14.5

0.0

22.4

4.7

69.9

9.4

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：行政センター別】 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

愛
ら
ん
ど
を
利
用
し

て
い
る
（
１
ヶ
月
当
た

り
何
回
程
度
） 

わ
い
わ
い
広
場
を
利

用
し
て
い
る
（
１
年
当

た
り
何
回
程
度
） 

利
用
し
て
い
な
い 

愛
ら
ん
ど
や
、
わ
い
わ

い
広
場
を
知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 2,810 16.8 3.5 73.3 12.2 － 

本庁 468 19.7 2.4 68.4 14.1 － 

追浜 260 28.1 － 69.6 3.1 － 

田浦 78 30.8 2.6 61.5 10.3 － 

逸見 36 19.4 5.6 61.1 25.0 － 

衣笠 488 11.9 5.3 73.0 15.8 － 

大津 313 14.1 4.8 75.7 12.1 － 

浦賀 233 12.0 4.3 73.4 21.0 － 

久里浜 454 15.9 2.0 77.3 10.6 － 

北下浦 288 14.6 5.2 78.1 7.6 － 

西 192 16.7 3.6 77.1 8.9 － 
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（２）今後の利用意向 

問 「愛らんど」や「わいわい広場」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。「利用していないが、今後利用したい」、「すでに利用している今後利用

日数を増やしたい」を選んた場合は、おおよその利用回数(頻度)を□内に数字でご

記入ください。【就学前児童：問 24】 

愛らんど・わいわい広場の今後の利用意向については、「利用していないが、今後利用したい」

は 12.8％、「すでに利用しているが今後利用日数を増やしたい」は 6.7％となっている。一方、約

８割が「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未利用者の今後の利用希望回数（１ヶ月当たり）【就学前児童】 

未利用者の今後の利用希望回数は、｢１回｣が 39.1％、「２回」26.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

既利用者の今後増やしたい利用回数（１ヶ月当たり）【就学前児童】 

既利用者の今後の利用希望回数は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

ｎ= 2,810

利用していないが、

今後利用したい

12.8％

すでに利用してい

るが今後利用日数

を増やしたい

6.7％

新たに利用したり、

利用日数を増やした

いとは思わない

80.5％

無回答

0.0％

１回 ２回 ３回 ４回 ５回～
８回

９回～
12回

13回～
16回

17回
以上

無回答

39.1
26.6

6.6 9.7 3.3 1.4 0.3 0.0
13.0

0%

25%

50%

75%

100%

１回 ２回 ３回 ４回 ５回～
８回

９回～
12回

13回～
16回

17回
以上

無回答

20.7 14.4 13.8 16.5 11.7
4.3 1.1 0.0

17.6

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 188）

就学前児童

（ｎ= 361）
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（３）子育て支援事業の認知度・利用状況と今後の利用意向 

問 次の事業で知っているものや、これまでに利用した事があるもの、今後利用したい

と思うものをお答え下さい。【就学前児童:問 25、小学生:問 25】 

就学前児童の子育て支援事業の認知度については、「はぐくみかん」が 93.0％と最も高く、次

いで「健康福祉センターの子育て教室」が 80.2％、「保育園等の一時預かり事業」が 75.9％とな

っている一方、「ファミリー・サポート・センター」が 51.8％、「健康福祉センターの育児相談会」

は 33.8％となっている。 

利用したことがある事業については、「はぐくみかん」が 48.7％と最も高く、次いで「健康福

祉センターの子育て教室」が 40.3％となっている。 

今後の利用希望については、「はぐくみかん」が 53.7％と最も高く、次いで「保育園や幼稚園

での園庭の開放や育児相談」が 52.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｂ.利用したことがある Ｃ.今後利用したい Ａ.子育て支援事業の認知度 

％

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

子育てホットライン
（子育てに関する24時間電話相談）

保育園や幼稚園での園庭の開放や育児相談

保育園や幼稚園等の親子教室や講演会

保育園等の一時預かり事業

地域の子育て広場やサロン

はぐくみかん

市が発行している冊子「子育てガイド」

子育て支援ヘルパー

病児・病後児保育センター

ファミリー・サポート・センター

80.2

33.8

67.5

61.7

51.3

75.9

61.1

93.0

62.1

55.8

62.7

51.8

0 20 40 60 80 100
％

40.3

8.5

10.0

25.9

27.8

19.2

29.3

48.7

30.9

4.5

3.3

5.1

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,810）

％

25.3

24.6

37.5

52.9

47.1

48.1

39.5

53.7

52.2

24.8

49.7

31.7

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,810）

就学前児童

（ｎ= 2,810）
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小学生の子育て支援事業の認知度については、「はぐくみかん」が 94.6％と最も高く、次いで

「子育てホットライン」が 63.0％、「病児・病後児保育センター」が 51.7％となっている。 

利用したことがある事業については、「はぐくみかん」が 51.8％となっているが、「病児・病後

児保育センター」「子育てホットライン」「ファミリー・サポート・センター」は、約 10％未満と

なっている。 

今後の利用希望については、「市発行の「子育てガイド」」が 47.3％と最も高く、次いで「はぐ

くみかん」が 38.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ａ.子育て支援事業の認知度 Ｂ.利用したことがある 

％

51.8

15.7

3.5

9.1

5.4

0 20 40 60 80 100

Ｃ.今後利用したい 

％

38.7

47.3

30.2

37.8

17.0

0 20 40 60 80 100
％

はぐくみかん

市発行の「子育てガイド」

病児・病後児保育センター

子育てホットライン

ファミリー・サポート・センター

94.6

41.2

51.7

63.0

48.8

0 20 40 60 80 100

小学生

（ｎ= 2,827）

小学生

（ｎ= 2,827）
小学生

（ｎ= 2,827）
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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）土曜・休日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

問 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）。 

【就学前児童：問 26】 

問 土曜日 

「ほぼ毎週利用したい」または「月に１～２回は利用したい」を選んだ場合は、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。 

【就学前児童：問 26-１】 

土曜日の教育・保育事業の利用意向については、「ほぼ毎週利用したい」が 7.0％、「月に１～

２回は利用したい」が 24.9％となっている。 

開始時間については「８時台」が 44.4％、「９時台」が 28.3％となっており、終了時間は「21

時以降」が 21.7％、「11時以前」が 15.2％となっている。 

前回調査と比較すると、あまり差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほぼ毎週利用したい 希望開始・終了時間【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

Ｒ５調査 2,810

Ｈ30調査 1,774

68.1

63.6

7.0

9.1

24.9

26.0 1.2

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

利用の希望はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい 無回答

％

６時以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

22.7

44.4

28.3

2.0

0.5

0.0

0.0

0.5

1.5

0 25 50 75 100
％

11時以前

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時以降

無回答

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

21.7

61.1

0 25 50 75 100

就学前児童

（ｎ= 198）
就学前児童

（ｎ= 198）

希望開始時間 希望終了時間 
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月に１～２回は利用したい 希望開始・終了時間【就学前児童】 

開始時間については「14時以降」が 88.0％、終了時間は「11 時以前」が 17.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時以前

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時以降

無回答

0.0

0.1

0.0

0.7

0.4

0.0

0.1

3.0

2.6

88.0

5.0

0 25 50 75 100

希望開始時間 

％

11時以前

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時以降

無回答

17.7

0.0

0.1

0.0

0.1

0.6

0.1

0.0

0.3

0.0

0.3

7.6

73.1

0 25 50 75 100

就学前児童

（ｎ= 699）

就学前児童

（ｎ= 699）

希望終了時間 
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問 日曜・祝日 

幼稚園や保育園などの定期的な教育・保育の事業を「ほぼ毎週利用したい」または

「月に１～２回は利用したい」を選んだ場合は、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。 

【就学前児童：問 26-２】 

日曜・祝日の教育・保育事業の利用希望をみると、「利用の希望はない」が 81.0％となってい

るものの、「ほぼ毎週利用したい」が 2.5％、「月に１～２回は利用したい」が 16.5％と、あわせ

て約２割が利用を希望している。 

前回調査と比較すると、あまり差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほぼ毎週利用したい 希望開始・終了時間【就学前児童】 

開始時間については「８時台」が 49.3％、「９時台」が 24.6％となっており、終了時間は「11

時以前」が 17.4％、「21時以降」が 14.5％となっている。 

 

 

 

  

ｎ=

Ｒ５調査 2,810

Ｈ30調査 1,774

81.0

76.8

2.5

3.3

16.5

18.5 1.3

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

利用の希望はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい 無回答

％

６時以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

17.4

49.3

24.6

2.9

0.0

0.0

0.0

1.4

4.3

0 25 50 75 100
％

11時以前

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時以降

無回答

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

14.5

66.7

0 25 50 75 100

就学前児童

（ｎ= 69） 就学前児童

（ｎ= 69）

希望終了時間 希望開始時間 
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月に１～２回は利用したい 希望開始・終了時間【就学前児童】 

開始時間については「14時以降」が 89.5％、終了時間は「11 時以前」が 16.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 幼稚園や保育園などの定期的な教育・保育の事業を土曜日または日曜・祝日で、「月

に１～２回は利用したい」を選んだ方にうかがいます。 

教育・保育事業を毎週ではなく、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お選びください）【就学前児童：問 26-３】 

土曜日、日曜・祝日に「月に１～２回は利用したい」理由については、「月に数回仕事が入るた

め」が 65.2％と最も高く、次いで「リフレッシュのため」が 43.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時以前

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時以降

無回答

0.2

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

0.2

1.7

1.7

89.5

6.0

0 25 50 75 100
％

11時以前

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時以降

無回答

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.4

0.0

0.2

8.8

73.8

0 25 50 75 100

就学前児童

（ｎ= 465）

就学前児童

（ｎ= 465）

希望開始時間 希望終了時間 

％

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

無回答

65.2

35.7

3.4

43.4

11.0

1.1

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 465）
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（２）長期休暇中の教育・保育事業の利用希望 

問 定期的な教育・保育事業で幼稚園を「利用している」を選んだ方にうかがいます。 

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。【就学前児童：問 27】 

長期休暇中の教育・保育事業の利用意向については、「利用の希望はない」が 48.6％、「休みの

期間中、週に数日利用したい」が 27.6％となっている。 

開始時間については「８時台」が 51.4％、「９時台」が 23.％となっており、終了時間は「21時

以降」が 22.6％、「12時以前」が 19.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 希望開始・終了時間【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用の希望はない 休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい 無回答

％

６時以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

23.4

51.4

23.7

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0 25 50 75 100
％

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

19.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.6

22.6

57.1

0 25 50 75 100

希望開始時間 希望終了時間 

就学前児童

（ｎ= 354）

就学前児童

（ｎ= 354）

ｎ=

　就学前児童 1,491 48.6 23.7 27.6

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



94 

休みの期間中、週に数日利用したい 希望開始・終了時間【就学前児童】 

開始時間については「15時以降」が 82.3％「14 時台」が 9.0％となっており、終了時間は「12

時以前」が 18.9％、「21時以降」が 7.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 定期的な教育・保育事業で幼稚園を「利用している」で、「週に数日利用したい」を

選んだ方にうかがいます。毎日ではなく、たまに利用したい理由としてあてはまる

ものをすべて選択してください【就学前児童：問 27-１】 

長期休暇中に「週に数日利用したい」理由については、「週に数回仕事が入るため」が 54.1％

と最も高く、次いで「リフレッシュのため」が 45.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.0

0.0

1.7

1.0

9.0

82.3

5.1

0 25 50 75 100
％

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

18.9

0.0

0.0

0.2

0.5

0.7

0.0

0.2

0.0

0.2

7.5

71.6

0 25 50 75 100

希望開始時間 希望終了時間 

就学前児童

（ｎ= 412） 就学前児童

（ｎ= 412）

％

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

親族の介護や手伝いが必要なため

リフレッシュのため

子どもの生活習慣の定着のため

その他

無回答

54.1

42.0

5.6

45.4

30.3

8.0

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 412）
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８ 病児・病後児保育事業の潜在ニーズについて 

（平日の教育・保育を利用している方のみ） 

（１）病気やケガで保育所や幼稚園などが利用できない時の対応 

問 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にうかがいます。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。【就学前児童：問 28】 

病気やケガで教育・保育の事業などが利用できなかったことが「あった」方は 83.3％となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

病気やケガで教育・保育事業を利用できなかったことについて家庭類型別にみると、共働き（フ

ルタイム）では「あった」が他の家庭類型よりも約２～16ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

ｎ= 2,152

あった

83.8％

なかった

16.2％

無回答

0.0％

あった なかった 無回答

ｎ=

ひとり親 114

共働き
（フルタイム）

828

共働き
（パートタイム）

638

専業主婦（夫） 553

87.7

90.3

86.4

70.3

12.3

9.7

13.6

29.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 前問で「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あてはまるものをお答えください。 

【就学前児童：問 28-１】 

教育・保育の事業が利用できなかった場合の対処方法については、「父親または母親が仕事を

休んでこどもを看た」が 77.3％、「それ以外」が 22.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

その対処方法については、共働き（フルタイム）や共働き（パートタイム）では「父親または

母親が仕事を休んでこどもを看た」が他の家庭類型よりも約 10～68 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

父親または母親が仕事を休んでこどもを看た 「１以外」 無回答

父親または母親が仕事を休んでこどもを看た 「１以外」 無回答

ｎ=

ひとり親 100

共働き
（フルタイム）

748

共働き
（パートタイム）

551

専業主婦（夫） 389

82.0

92.8

92.2

24.9

18.0

7.2

7.8

75.1

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

ｎ=

就学前児童 1,804 77.3 22.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 前問で「父親または母親が仕事を休んで子どもを看た」を選んだ方にうかがいま

す。それは、この１年間でどれくらいの日数ありましたか。父親と母親それぞれの

日数を□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。） 

【就学前児童：問 28-１-１】 

この１年間の対処方法別の日数については、『父親が仕事を休んだ日数』は「５日」が 23.6％、

「３日」が 16.4％となっており、『母親が仕事を休んだ日数』は「10 日」が 21.7％、「５日」が

15.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 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が「あった」を

選んだ方にうかがいます。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、問 28-1 の「父親または母親が仕事を休ん

で子どもをみた」以外で、この１年間に行った対処方法としてあてはまるものをす

べて選び、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。）【就学前児童：問 28-１-２】 

教育・保育の事業が利用できなかった場合の対処方法のうち、「父親または母親が仕事を休ん

で子どもをみた」以外については、「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」が

17.1％と最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１.父親が仕事を休んだ日数 ２.母親が仕事を休んだ日数 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

11.6

13.5
16.4

3.6

23.6

1.8
5.4

1.40.1
11.6

2.11.81.2
5.8

0%

25%

50%

75%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

2.04.47.3 2.6
15.1

2.8
6.8

1.60.1

21.7
11.8

12.1
9.5

2.1
0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 775）

就学前児童

（ｎ= 1,321）

％

（同居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらった

父親又は母親のうち就労をしていない方が子どもを看た

病児・病後児保育センターの保育を利用した

民間の預かりサービス（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させた

その他

無回答

3.9

17.1

0.6

0.1

0.2

2.3

77.3

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 1,804）
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１.（同居者を含む）親族・知人に 

子どもを看てもらった日数 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

14.3
7.1

10.0
2.9

20.0

1.4
4.32.90.0

15.7
5.72.97.15.7

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 70）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

3.95.25.5 3.2
14.6

1.9 7.1 1.3 1.3
13.6

9.4 9.1
19.1

4.9

0%

25%

50%

75%

100%

２．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数 

就学前児童

（ｎ= 309）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

20.0

40.0

10.0
0.0 0.0

10.0
10.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.0

0%

25%

50%

75%

100%

３． 病児・病後児保育センターの 

保育を利用した日数 

就学前児童

（ｎ= 10）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

100.0

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
0%

25%

50%

75%

100%

４． 民間の預かりサービス 

（ベビーシッター）を利用した日数 

就学前児童

（ｎ= 1）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

66.7

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

33.3

0%

25%

50%

75%

100%

５． 仕方なく子どもだけで留守番させた日数 

就学前児童

（ｎ= 3）
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問 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

かった時の対処方法について「父親または母親が仕事を休んで子どもを看た」を選

んだ方にうかがいます。その際、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」

と思われましたか。あてはまる番号１つ選び日数についても□内に数字でご記入く

ださい。【就学前児童：問 28-２】 

病児・病後児保育施設等の利用有無については、「できれば病児・病後児保育施設等を利用した

いと思う」が 38.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

できれば病児・病後児保育施設等を利用したいと思う日数 

できれば病児・病後児保育施設等を利用したいと思う日数については「５日」が 20.5％と最も

高く、次いで「３日」が 16.4％、「10日」が 14.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

できれば病児・病後児保育施設等を利用したいと思う

利用したいとは思わない

無回答

ｎ=

就学前児童 1,395 38.1 61.9

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

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日～
15日

16日～
20日

21日
以上

無回答

6.6 12.8 16.4
1.3

20.5

0.9 3.4 0.2 0.4
14.7

4.3 3.4 5.1 10.0

0%

25%

50%

75%

100%

就学前児童

（ｎ= 531）
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問 前問で、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」を選んだ方にうかがいま

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。（あてはまるものすべてをお選びください）【就学前児童：問 28-３】 

子どもを預ける場合の望ましい事業形態については、「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 77.2％と最も高く、次いで「小児科に併設した施設で子どもを預かる事

業」が 76.6％、「地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で預かる事業」が 16.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 病児・病後児保育施設等を「利用したいとは思わない」を選んだ方にうかがいま

す。そう思われる理由は何ですか。病児・病後児保育施設等を利用したいとは思わ

ない理由として、あてはまるものすべてをお選びください。 

【就学前児童：問 28-４】 

病児・病後児保育施設等の利用を希望しない理由については、「親がそばにいてあげたい」が

64.6％と最も高く、次いで「病気やけがの子どもを他人に看てもらうのは不安」が 52.8％、とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

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預かる事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で
預かる事業

その他

無回答

77.2

76.6

16.8

2.8

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 531）

％

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

親がそばにいてあげたい

事業の利用方法（手続き等）がわからない

その他

無回答

52.8

9.0

19.7

39.7

12.2

37.0

64.6

16.8

12.6

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 864）
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問 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時

の対処方法について「父親または母親が仕事を休んで子どもをみた」以外のいずれ

かを選んだ方にうかがいます。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時、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで

看たい」と思われましたか。あてはまる番号１つ選び、仕事を休んで看たかった日

数についても□内に数字でご記入ください。【就学前児童：問 28-５】 

父母が休む以外の対処方法を選んだ方のうち、「できれば仕事を休んで看たい」が 68.2％とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

できれば仕事を休んで看たい希望日数 

「できれば仕事を休んで看たい」年間希望日数は、「３日」が 16.8％と最も高く、次いで「５

日」が 16.1％、「10 日」が 11.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 前問で「休んで看ることは非常に難しい」と思われる理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてをお選びください）【就学前児童：問 28-６】 

「休んで看ることは非常に難しい」理由については、「仕事が忙しく休みがとれない」が 57.7％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

できれば仕事を休んで看たい 休んで看ることは非常に難しい 無回答

ｎ=

就学前児童 409 68.2 31.8

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

％

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

仕事が忙しく休みがとれない

その他

無回答

32.3

6.9

9.2

57.7

23.8

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 130）

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日～
15日

16日～
20日

21日
以上

無回答

7.2 10.4 16.8
2.9

16.1
1.8 5.7 1.1 0.0

11.8
3.2 3.6 6.8 12.5

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 279）



102 

９ 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）不定期に利用している教育・保育事業の状況 

問 あて名のお子さんについて、現在利用している事業を教えてください。 

【就学前児童：問 29】 

不定期に利用している教育・保育事業については、「幼稚園の預かり保育」が 11.2％、「一時預

かり」が 6.9％となっているが、「利用していない」が 79.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

8.89.310.8
1.5

14.4
1.5 1.00.50.5

14.4
9.3 3.6

21.1
3.1

0%

25%

50%

75%

100%

１．「一時預かり」年間利用日数 

就学前児童

（ｎ= 194）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

5.46.76.71.3
11.7

1.31.01.00.0
12.7

5.4
7.6

37.1

2.2

0%

25%

50%

75%

100%

２．「幼稚園の預かり保育」年間利用日

就学前児童

（ｎ= 315）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

9.16.1
12.1

3.0
15.2

3.00.00.03.06.1
9.1

0.0

27.3

6.1

0%

25%

50%

75%

100%

３．「ファミリー・サポート・センター」

年間利用日数 
就学前児童

（ｎ= 33）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

9.14.5
22.7

9.1
13.6

0.00.00.00.0
9.1

0.0
9.113.6 9.1

0%

25%

50%

75%

100%

４．「ベビーシッター」年間利用日数 

就学前児童

（ｎ= 22）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

5.25.21.73.43.4 0.0 0.0 0.00.00.01.73.4

39.7
36.2

0%

25%

50%

75%

100%

４．「その他」年間利用日数 

就学前児童

（ｎ= 58）

％

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

6.9

11.2

1.2

0.8

2.1

79.4

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,810）
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問 前問で、「利用していない」を選んだ方にうかがいます。現在利用していない理由は

何ですか。（あてはまるものすべを選択してください）【就学前児童：問 29-１】 

「利用していない」理由としては、「特に利用する必要がない」が 68.2％となっており、それ

以外の理由としては、「利用料がかかる・高い」が 27.0％、「事業の利用方法（手続き等）がわか

らない」が 15.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 保護者の私用、通院、不定期の就労等の目的で、教育・保育事業等を利用する必要

があると思いますか【就学前児童：問 30】 

一時預かり等の事業の利用希望については、「利用する必要がある」の割合が 66.5％、「利用す

る必要はない」の割合が 33.5％となっている。 

 

 

 

 

  

就学前児童

ｎ= 2,810

利用する必要がある

66.5％

利用する必要は

ない

33.5％

無回答

0.0％

％

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性
（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

その他

無回答

68.2

7.1

7.5

9.6

27.0

9.7

12.1

15.7

6.6

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 2,230）
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問 前問で、「利用する必要がある」を選んだ方にうかがいます。 

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あて

はまるものすべて選び、□内に必要な日数をご記入ください。 

【就学前児童：問 30-１】 

「利用する」目的は、「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含

む）や親の習い事等、リフレッシュ目的）」の割合が 71.9％と最も高く、次いで「冠婚葬祭、学

校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」の割合が 58.8％、「不定期の就労、出張等」

の割合が 23.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的ごとの年間利用希望日数は、『私用、リフレッシュ目的』では「11～15 日」が 22.2％、『冠

婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等』では「５日」が 22.9％、『不定期の就労、出張等』で

は「21 日以上」が 21.9％と、最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

1.54.18.11.7
16.1

3.32.00.40.2
16.9

22.2

5.4
15.0

3.2

0%

25%

50%

75%

100%

１．私用、リフレッシュ目的 

就学前児童

（ｎ= 1,344）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

3.47.6
12.7

1.3

22.9

2.62.60.50.0

18.8
12.33.8

5.46.3

0%

25%

50%

75%

100%

２．冠婚葬祭、学校行事、 

子どもや親の通院等 

就学前児童

（ｎ= 1,098）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

８
日

９
日

10
日

11
日
｜
15
日

16
日
｜
20
日

21
日
以
上

無
回
答

1.15.2
10.0

0.7
15.8

2.02.70.50.0

19.0
7.56.8

21.9
6.8

0%

25%

50%

75%

100%

３．不定期の就労、出張等 

就学前児童

（ｎ= 442）

％

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や
親の習い事等、リフレッシュ目的）

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）
や親の通院等

不定期の就労、出張等

その他

無回答

71.9

58.8

23.7

4.4

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 1,868）
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問 保護者の用事により、泊りがけで年間何泊くらい家族以外に預ける必要があるとお

もいますか。短期入所生活援助事業（ショートステイ）（児童養護施設等で一定期

間、子どもを保護する事業）の利用希望の有無についてお答えください。 

【就学前児童：問 31】 

年間の利用希望日数の合計は、「利用したい」の割合が 9.6％、「利用する必要はない」の割合

が 90.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

ｎ= 2,810

利用したい

9.6％

利用する必要はない

90.4％

無回答

0.0％



106 

 

問 問 31 で、「１. 利用したい」を選んだ方にうかがいます。どんな場面で利用したい

ですか。当てはまるものをすべて選び、□内に必要な泊数をご記入ください。 

【就学前児童：問 31-１】 

目的ごとの年間利用希望日数は、「保護者や家族の育児疲れ・不安」の割合が 61.3％と最も高

く、次いで「保護者や家族の病気」の割合が 51.3％、「冠婚葬祭」の割合が 26.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１
泊

２
泊

３
泊

４
泊

５
泊

６
泊

７
泊

８
泊

９
泊

10
泊

11
泊
｜
15
泊

16
泊
｜
20
泊

21
泊
以
上

無
回
答

27.8

30.6

23.6

1.48.30.02.80.00.00.00.00.02.82.8

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 72）

１．冠婚葬祭 

１
泊

２
泊

３
泊

４
泊

５
泊

６
泊

７
泊

８
泊

９
泊

10
泊

11
泊
｜
15
泊

16
泊
｜
20
泊

21
泊
以
上

無
回
答

13.3
23.0

9.73.6
13.9

2.4
7.3

0.00.0
7.34.83.68.52.4

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（ｎ= 165）

２．保護者や家族の育児疲れ・不安 

１
泊

２
泊

３
泊

４
泊

５
泊

６
泊

７
泊

８
泊

９
泊

10
泊

11
泊
｜
15
泊

16
泊
｜
20
泊

21
泊
以
上

無
回
答

6.510.9
15.9

2.2
17.4

0.7
9.4

0.0 0.7
15.9

2.94.36.56.5

0%

25%

50%

75%

100%

３．保護者や家族の病気 

就学前児童

（ｎ= 138）

％

冠婚葬祭

保護者や家族の育児疲れ・不安

保護者や家族の病気

その他

無回答

26.8

61.3

51.3

14.1

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（ｎ= 269）
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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）育児休業制度の利用状況 

問 あて名のお子さんが生まれた時、母親は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。 

（あてはまるものを１つお選びください） 

【問 32-１：就学前児童(母親)、問 32-２：就学前児童(父親)】 

育児休業制度の利用状況については、母親では「育児休業を取得し職場に復帰した」が 35.2％

と、前回調査の 24.3％から 10.9 ポイント上昇し、「育児休業を現在取得中である」が 7.4％と、

前回調査の 3.0％から 4.4 ポイント上昇している。一方、父親では、「育児休業を取得し職場に復

帰した」11.2％、「育児休業を現在取得中である」が 0.4％となっている。 

「働いていなかった」を除いた集計でみると、母親では「育児休業を現在取得中である」が

12.8％と、前回調査の 7.3％から 5.5 ポイント上昇している。一方、父親では、「育児休業を取得

し職場に復帰した」11.3％と、前回調査の 3.3％から 8.0 ポイント上昇している。 

 

【就学前児童：母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「働いていなかった」を除いた集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

  Ｒ５調査 2,779

  Ｈ30調査 1,774

41.7

57.8

9.6

10.0

7.4

3.0

6.0

3.5

35.2

24.3 1.4

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

就学前児童

ｎ= 723

育児休業を取得

していない

24.5％

育児休業を現在

取得中である

7.3％

育児休業を取得

中に離職した

8.6％

育児休業を取得し

職場に復帰した

59.6％

【Ｈ30 調査】 

就学前児童

ｎ= 1,619

育児休業を取得

していない

16.4％

育児休業を現在

取得中である

12.8％

育児休業を取得

中に離職した

10.3％

育児休業を取得し

職場に復帰した

60.5％

【Ｒ５調査】 

働いていなかった 育児休業を取得していない

育児休業を現在取得中である 育児休業を取得中に離職した

育児休業を取得し職場に復帰した 無回答
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【就学前児童：父親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「働いていなかった」を除いた集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

働いていなかった 育児休業を取得していない

育児休業を現在取得中である 育児休業を取得中に離職した

育児休業を取得し職場に復帰した 無回答

ｎ=

Ｒ５調査 2,661

Ｈ30調査 1,774

1.0

0.8

87.1

79.7

0.4

0.1

0.3

0.2

11.2

2.7
16.5

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

就学前児童

ｎ= 2,634

育児休業を取得

していない

88.0％

育児休業を現在

取得中である

0.4％

育児休業を取得

中に離職した

0.3％

育児休業を取得し

職場に復帰した

11.3％

【Ｒ５調査】 

就学前児童

ｎ= 1,468

育児休業を取得

していない

96.3％

育児休業を現在

取得中である

0.1％

育児休業を取得

中に離職した

0.3％

育児休業を取得し

職場に復帰した

3.3％

【Ｈ30 調査】 
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問 育児休業の取得について「育児休業を取得していない」～「育児休業を取得し職場

に復帰した」を選んだ方にうかがいます。勤務先の所在地は横須賀市内ですか。 

【問 32-１-１：就学前児童(母親)、問 32-２-１:就学前児童(父親)】 

勤務先の所在地については、「横須賀市内」が母親で 59.9％、父親で 59.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

問 育児休業の取得について「育児休業を取得していない」を選んだ方にうかがいま

す。育児休業を取得していない理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてをお選びください） 

【問 32-１-２：就学前児童(母親)、問 32-２-２：就学前児童(父親)】 

育児休業を取得していない理由については、母親では「子育てや家事に専念するため退職した」

が 21.8％と最も高く、次いで「仕事に戻るのが難しそうだった」が 19.9％となっている。父親で

は「仕事が忙しかった」が 45.1％と最も高く、次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があ

った」が 39.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

横須賀市内 市外 無回答

ｎ=

就学前児童(母親) 1,619

就学前児童(父親) 2,634

59.9

59.4

40.1

40.6

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

就学前児童

(母親)

（ｎ= 266）

就学前児童

(父親)

（ｎ= 2,317）

％

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

無回答

15.4

8.6

19.9

0.8

6.8

1.9

1.5

1.5

1.1

9.0

19.5

21.8

4.1

1.1

30.1

0.0

39.2

45.1

6.1

9.0

34.3

2.7

23.5

2.9

17.5

0.2

12.6

-

-

-

11.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：勤務先の所在地別】 

勤務先の所在地別にみると、勤務先が市外の父親で「仕事が忙しかった」の割合が高くなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母親・市内

（ｎ= 173）

母親・市外

（ｎ= 93）

父親・市内

（ｎ= 1,381）

父親・市外

（ｎ= 936）

％

配偶者が育児休業制度を利用した

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

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を
取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

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

13.3

9.2

13.3

1.2

7.5

2.3

2.3

1.2

1.2

8.1

20.2

18.5

4.0

1.2

33.5

0.0

19.4

7.5

32.3

0.0

5.4

1.1

0.0

2.2

1.1

10.8

18.3

28.0

4.3

1.1

23.7

0.0

37.7

43.4

5.3

8.0

33.2

2.5

23.0

2.8

16.9

0.1

12.2

－

－

－

13.8

0.0

41.6

47.5

7.3

10.4

35.9

3.1

24.1

3.2

18.5

0.3

13.4

－

－

－

8.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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（２）育児休業と保育園 

問 育児休業の取得について「育児休業を現在取得中である」を選んだ方にうかがいま

す。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。 

【問 32-１-３：就学前児童(母親)、問 32-２-３：就学前児童(父親)】 

育児休業を現在取得中の方が１歳で必ず利用できる保育園があれば１歳まで育児休業を取得

するかについては、「１歳になるまで育児休業を取得したい」が母親で 95.7％、父親で 60.0％と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：勤務先の所在地別】 

勤務先の所在地別にみると、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

就学前児童(母親) 207

就学前児童(父親) 10

95.7

60.0

4.3

40.0

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

１歳になるまで育児休業を取得したい

１歳になる前に復帰したい

無回答

ｎ=

母親・市内 110

母親・市外 97

父親・市内 7

父親・市外 3

96.4

94.8

57.1

66.7

3.6

5.2

42.9

33.3

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

１歳になるまで育児休業を取得したい

１歳になる前に復帰したい

無回答
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（３）職場復帰の状況 

問 育児休業の取得について「育児休業を取得し職場に復帰した」を選んだ方にうかが

います。育児休業から職場に復帰したタイミングについてお答えください。 

【就学前児童(母親)：問 32-１-４、就学前児童(父親)：問 32-２-４】 

育児休業を取得し職場に復帰した方が育児休業取得後に職場へ復帰した時期については、母親

では「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」が 71.6％、「それ以外だった」が 28.4％と

なっている。父親では「それ以外だった」が 90.9％となっており、母親は保育園入所時に、父親

は保育所入所とは別の時期に職場復帰している傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：勤務先の所在地別】 

勤務先の所在地別にみると、勤務地が市外の母親で「年度初めの入園に合わせたタイミングだ

った」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度初めの入園に合わせたタイミングだった それ以外だった 無回答

ｎ=

就学前児童(母親) 979

就学前児童(父親) 298

71.6

9.1

28.4

90.9

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

ｎ=

母親・市内 600

母親・市外 379

父親・市内 174

父親・市外 124

66.0

80.5

8.0

10.5

34.0

19.5

92.0

89.5

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

年度初めの入園に合わせたタイミングだった それ以外だった 無回答
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問 育児休業の取得について「育児休業を取得し職場に復帰した」を選んだ方にうかが

います。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。具体的な数字を□内にご記入ください。 

【就学前児童(母親)：問 32-１-５、就学前児童(父親)：問 32-２-５】 

１．「実際」と「希望」の復帰時期【母親】 

母親が育児休業から復帰したときの子どもの月齢については、希望としては「31 か月以上」が

33.3％と最も高く、13 か月以上があわせて 60％を超えているが、実際には「10～12 か月」が

32.4％と最も高く、12か月以下があわせて約 60％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：勤務先が市内の母親】 

勤務先が市内の母親が育児休業から復帰したときの子どもの月齢については、希望としては

「31 か月以上」が 34.3％と最も高く、13 か月以上があわせて 60％を超えているが、実際には「10

～12 か月」が 34.0％と最も高く、12 か月以下があわせて約 60％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：勤務先が市外の母親】 

勤務先が市外の母親が育児休業から復帰したときの子どもの月齢については、希望としては

「31 か月以上」が 35.6％と最も高く、13 か月以上があわせて 70％を超えているが、実際には「10

～12 か月」が 29.8％と最も高く、12 か月以下があわせて約 50％となっている。 

 

 

 

 

 

  

０か月 １か月～
３か月

４か月～
６か月

７か月～
９か月

10か月～
12か月

13か月～
15か月

16か月～
18か月

19か月～
30か月

31か月
以上

無回答

0.1 2.8 9.1 12.4

32.4

12.3 12.6 15.1
3.2 0.20.2 0.9 2.6 1.7

23.1

2.3 8.7
25.0

33.3

2.1

0%

25%

50%

75%

100% 実際の月齢

（ｎ= 979）

希望の月齢

（ｎ= 979）

０か月 １か月～
３か月

４か月～
６か月

７か月～
９か月

10か月～
12か月

13か月～
15か月

16か月～
18か月

19か月～
30か月

31か月
以上

無回答

0.3 0.8
9.2 12.9

29.8
12.4 12.7 18.5

3.4 0.00.0 0.5 2.4 2.9

21.8

1.9 7.4

26.3
35.6

1.1
0%

25%

50%

75%

100% 実際の月齢

（ｎ= 379）

希望の月齢

（ｎ= 376）

０か月 １か月～
３か月

４か月～
６か月

７か月～
９か月

10か月～
12か月

13か月～
15か月

16か月～
18か月

19か月～
30か月

31か月
以上

無回答

0.0 4.0 9.0 12.0

34.0

12.2 12.5 13.0
3.0 0.30.2 1.2 3.2 1.2

23.8

2.0 8.3
23.0

34.3

2.8

0%

25%

50%

75%

100% 実際の月齢

（ｎ= 600）

希望の月齢

（ｎ= 600）
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２．「実際」と「希望」の復帰時期【父親】 

父親が育児休業から復帰したときの子どもの月齢については、希望としては「７～12 か月」が

33.2％と最も高いものの、実際よりも 19.1 ポイント高くなっており、次いで「１～３か月」が

22.8％、「４～６ヶ月」が 12.1％となっているが、実際には「１～３か月」が 51.7％と最も高く、

次いで「０か月」が 17.8％、「７～12 か月」がともに 14.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：勤務先が市内の父親】 

勤務先が市内の父親が育児休業から復帰したときの子どもの月齢については、希望としては

「７～12か月」が 32.3％と最も高いものの、実際よりも 15.6 ポイント高くなっており、次いで

「４～６か月」が 16.7％、「１～３か月」が 15.6％となっているが、実際には「１～３か月」が

49.0％と最も高く、次いで「４～６か月」が 16.7％、「13～18 か月」が 6.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：勤務先が市外の父親】 

勤務先が市外の父親が育児休業から復帰したときの子どもの月齢については、希望としては

「７～12か月」が 40.3％と最も高いものの、実際よりも 20.1 ポイント高くなっており、次いで

「１～３か月」が 18.5％、「31ヶ月以上」が 13.7％となっているが、実際には「１～３か月」が

45.2％と最も高く、次いで「７～12 か月」が 20.2％、「０か月」が 17.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

０か月 １か月～
３か月

４か月～
６か月

７か月～
12か月

13か月～
18か月

19か月～
30か月

31か月
以上

無回答

17.8

51.7

9.7 14.1
3.0 2.0 0.7 1.01.3

22.8
12.1

33.2

3.0
10.7 10.1 6.7

0%

25%

50%

75%

100%
実際の月齢

（ｎ= 298）

希望の月齢

（ｎ= 298）

０か月 １か月～
３か月

４か月～
６か月

７か月～
12か月

13か月～
18か月

19か月～
30か月

31か月以
上

無回答

17.7

45.2

10.5
20.2

2.4 2.4 1.6 0.01.6
18.5

8.9

40.3

2.4 8.1 13.7
6.5

0%

25%

50%

75%

100% 実際の月齢

（ｎ= 124）

希望の月齢

（ｎ= 124）

０か月 １か月～
３か月

４か月～
６か月

７か月～
12か月

13か月～
18か月

19か月～
30か月

31か月
以上

無回答

11.5

49.0

11.5 16.7
6.3 5.2 0.0 0.00.0

15.6 16.7
32.3

6.3
14.6 10.4 4.2

0%

25%

50%

75%

100%
実際の月齢

（ｎ= 96）

希望の月齢

（ｎ= 96）
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問 育児休業の取得について「育児休業を取得し職場に復帰した」を選んだ方にうかが

います。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。（あてはまるものすべてを選択してください） 

【就学前児童(母親)：問 32-１-６、就学前児童(父親)：問 32-２-６】 

育児休業から「希望の時期」とは異なる時期に職場復帰した理由については、母親では「希望

する保育園等に入るため」が 47.9％と最も高く、母親では「経済的な理由で早く復帰する必要が

あった」が 25.2％と最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

(母親)

（ｎ= 979）

就学前児童

(父親)

（ｎ= 298）

％

希望する保育園等に入るため

希望する保育園等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

特になし（希望どおりだった等）

無回答

47.9

7.9

3.3

1.5

25.2

8.3

12.2

8.0

10.5

18.5

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

0.7

0.3

1.0

1.0

1.7

0.0

96.3

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：勤務先の所在地別】 

勤務先の所在地別にみると、勤務先が市内の母親で「経済的な理由で早く復帰する必要があっ

た」の割合が、勤務先が市外の母親で「希望する保育園等に入るため」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母親・市内

（ｎ= 600）

母親・市外

（ｎ= 379）

父親・市内

（ｎ= 174）

父親・市外

（ｎ= 124）

％

希望する保育園等に入るため

希望する保育園等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

特になし（希望どおりだった等）

無回答

43.2

8.0

4.3

1.7

28.3

8.5

13.2

8.5

10.2

19.3

0.0

55.4

7.7

1.6

1.3

20.3

7.9

10.6

7.1

11.1

17.2

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.6

0.6

1.1

0.0

98.3

0.0

0.8

0.0

0.0

0.8

0.8

1.6

1.6

2.4

0.0

93.5

0 20 40 60 80 100
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問 育児休業の取得について「育児休業を取得し職場に復帰した」を選んだ方にうかが

います。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。 

【就学前児童(母親):問 32-１-７、就学前児童(父親):問 32-２-７】 

３歳までの育児休業制度があった場合に取得を希望する子どもの月齢については、「31 か月以

上」が最も高く、母親は 53.3％、父親は 36.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：勤務先が市内の保護者】 

勤務先が市内の保護者が３歳までの育児休業制度があった場合に取得を希望する子どもの月

齢については、「31 か月以上」が最も高く、母親は 51.0％、父親は 36.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：勤務先が市外の保護者】 

勤務先が市外の保護者が３歳までの育児休業制度があった場合に取得を希望する子どもの月

齢については、「31 か月以上」が最も高く、母親は 57.0％、父親は 43.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

０か月 １か月～
３か月

４か月～
６か月

７か月～
９か月

10か月～
12か月

13か月～
15か月

16か月～
18か月

19か月～
30か月

31か月
以上

無回答

0.5 0.4 1.5 0.7
13.6

1.2 5.9
20.6

53.3

2.10.3
10.1 5.4 0.7

26.2

0.3 1.7
12.4

36.9

6.0

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（母親）

（ｎ= 979）

就学前児童

（父親）

（ｎ= 298）

０か月 １か月～
３か月

４か月～
６か月

７か月～
９か月

10か月～
12か月

13か月～
15か月

16か月～
18か月

19か月～
30か月

31か月
以上

無回答

0.5 0.0 0.5 1.1
12.1

1.1 5.8
20.6

57.0

1.30.8
9.7 4.0 0.8

28.2

0.8 0.8 7.3

43.5

4.0

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（母親）

（ｎ= 379）

就学前児童

（父親）

（ｎ= 124）

０か月 １か月～
３か月

４か月～
６か月

７か月～
９か月

10か月～
12か月

13か月～
15か月

16か月～
18か月

19か月～
30か月

31か月
以上

無回答

0.5 0.7 2.2 0.5
14.5

1.3 6.0
20.7

51.0

2.70.0 6.3 5.2 0.0

28.1

0.0 2.1
18.8

36.5

3.1

0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（母親）

（ｎ= 600）

就学前児童

（父親）

（ｎ= 96）
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（４）短時間勤務制度の利用状況 

問 育児休業の取得について「育児休業を取得し、職場に復帰した」を選んだ方にうか

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。 

【就学前児童(母親)：問 33-１、就学前児童(父親)：問 33-２)】 

育児休業を取得し、職場に復帰した方の職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況につい

ては、母親では「短時間勤務制度を利用した」の割合が 54.1％と最も高く、次いで「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）」の割合

が 26.5％となっている。父親では「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）」の割合が 63.1％と最も高く、次いで「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）」の割合が 32.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【就学前児童：勤務先の所在地別】 

勤務先の所在地別にみると、勤務先が市外の父親で「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）」の割合が、勤務先が市外の母親で

「短時間勤務制度を利用した」の割合が、勤務先が市内の父親で「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）」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

就学前児童(母親) 979

就学前児童(父親) 298

26.5

63.1

54.1

4.0

19.4

32.9

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

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）

短時間勤務制度を利用した

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）

無回答

ｎ=

母親・市内 600

母親・市外 379

父親・市内 174

父親・市外 124

31.3

18.7

59.2

68.5

45.7

67.5

4.0

4.0

23.0

13.7

36.8

27.4

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

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）

短時間勤務制度を利用した

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）

無回答
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問 前問で「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）」を選んだ方にうかがいます。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。（あてはまる理由すべてにお選びください） 

【就学前児童(母親)：問 33-１-１、就学前児童(父親)：問 33-２-１】 

職場復帰時に短時間勤務制度を利用しなかった理由については、母親では「短時間勤務にする

と給与が減額される」の割合が 47.9％と最も高く、次いで「職場に短時間勤務制度を取りにくい

雰囲気があった」の割合が 38.9％となっている。父親では「仕事が忙しかった」の割合が 46.9％

と最も高く、次いで「短時間勤務にすると給与が減額される」の割合が 33.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童

(母親)

（ｎ= 190）

就学前児童

(父親)

（ｎ= 98）

％

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、
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

無回答

38.9

24.7

47.9

3.2

4.2

25.3

8.4

19.5

0.0

27.6

46.9

33.7

2.0

16.3

20.4

6.1

5.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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【就学前児童：勤務先の所在地別】 

勤務先の所在地別にみると、勤務先が市外の父親で「仕事が忙しかった」の割合が高くなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）育児休業給付や保険料免除の認知度 

問 子どもが原則１歳になるまでの、育児休業に関する仕組みについてうかがいます。

子どもが原則１歳になるまでの、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。【就学前児童：問 34】 

育児休業給付や保険料免除の認知度については、「育児休業給付、保険料免除のいずれも知っ

ていた」の割合が 54.0％と最も高く、次いで「育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかっ

た」の割合が 25.3％となっている。 

 

 

 

 

 

  

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった

ｎ=

就学前児童 2,810 54.0 19.3 1.4 25.3

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

母親・市内

（ｎ= 138）

母親・市外

（ｎ= 52）

父親・市内

（ｎ= 64）

父親・市外

（ｎ= 34）

％

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

その他

無回答

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、
子どもをみてくれる人がいた

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

38.4

23.2

48.6

2.2

5.1

26.8

9.4

20.3

0.0

40.4

28.8

46.2

5.8

1.9

21.2

5.8

17.3

0.0

26.6

43.8

29.7

3.1

14.1

18.8

7.8

3.1

0.0

29.4

52.9

41.2

0.0

20.6

23.5

2.9

8.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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11 放課後の過ごし方について 

（１）放課後の居場所 

問 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）」、「放課後子ども教室」、「青少年の家（みんなの家）」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。「はい」、「いい

え」のどちらかをお答えください。【小学生：問 18】 

放課後の居場所の認知度については、「放課後児童クラブ」が 89.2％、「青少年の家」が 81.5％

と高くなっている。 

放課後の居場所を利用したことがあるかについては、「青少年の家」が 39.9％、「放課後児童ク

ラブ」が 30.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：Ａ.放課後の居場所の認知度(行政センター別)】 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ 

放
課
後
子
ど
も
教
室 

青
少
年
の
家 

無
回
答 

全  体 2,827 89.2 44.2 81.5 2.4 

本庁 445 89.9 49.0 79.3 2.7 

追浜 139 90.6 35.3 81.3 2.9 

田浦 104 90.4 29.8 58.7 4.8 

逸見 47 83.0 38.3 89.4 2.1 

衣笠 521 86.4 44.3 91.4 2.1 

大津 340 91.2 35.6 78.5 2.1 

浦賀 287 89.9 42.5 90.2 0.7 

久里浜 471 90.0 45.4 82.4 2.1 

北下浦 256 91.0 50.8 75.0 3.1 

西 217 86.6 53.5 71.0 3.2 

  

Ａ.放課後の居場所の認知度 Ｂ.利用したことがある 

％

30.4

6.7

39.9

0 20 40 60 80 100

小学生

（ｎ= 2,827）

％

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

青少年の家

89.2

44.2

81.5

0 20 40 60 80 100

小学生

（ｎ= 2,827）
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【小学生：Ｂ.利用したことがある(行政センター別)】 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ 

放
課
後
子
ど
も
教
室 

青
少
年
の
家 

無
回
答 

全  体 2,827 30.4 6.7 39.9 37.5 

本庁 445 33.0 11.9 42.5 32.8 

追浜 139 36.0 13.7 45.3 26.6 

田浦 104 30.8 1.9 22.1 52.9 

逸見 47 34.0 2.1 51.1 34.0 

衣笠 521 24.6 6.7 55.5 30.9 

大津 340 34.7 3.8 35.3 41.5 

浦賀 287 22.0 0.3 54.0 34.1 

久里浜 471 30.6 2.8 26.3 48.4 

北下浦 256 34.4 10.9 28.1 39.5 

西 217 34.1 11.1 31.8 35.0 
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（２）小学生の平日の放課後の状況 

問 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。放課後（平日の小学校終了後）の時間を過ごす場所として、放課後児童クラ

ブ（学童クラブ）を利用していますか。【小学生：問 19】 

放課後児童クラブの利用有無については、「利用している」の割合が 18.4％、「利用していない」

の割合が 81.6％となっている。 

 

 

 

 

 

問 前問で放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」と回答した方にうかが

います。放課後児童クラブ（学童クラブ）利用頻度はどのくらいですか。 

【小学生：問 19-１】 

放課後児童クラブ（学童クラブ）利用頻度については「５日」の割合が 53.0％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 24.0％、「３日」の割合が 12.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

問 放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」と回答した方にうかがいま

す。放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用時間はどのくらいですか。 

【小学生：問 19-２】 

放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用時間については「18 時台」の割合が 58.2％と最も高

く、次いで「17時台」の割合が 22.6％、「19時台」の割合が 15.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

12時台以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.6

3.3

22.6

58.2

15.0

0.4

0.0

0.0

0 25 50 75 100

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

2.3 4.4
12.5

24.0

53.0

3.3 0.0 0.6
0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（ｎ= 521）

小学生

（ｎ= 521）

利用している 利用していない 無回答

ｎ=

小学生 2,827 18.4 81.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 放課後（平日の小学校終了後）の時間を過ごす場所として、放課後児童クラブ（学

童クラブ）を「利用している」と回答した方にうかがいます。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ものを１つお答えください） 

【小学生：問 19-３】 

放課後児童クラブを利用している理由については、「現在就労している」が 95.6％となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 放課後（平日の小学校終了後）の時間を過ごす場所として、放課後児童クラブ（学

童クラブ）を「利用していない」と回答した方にうかがいます。放課後児童クラブ

（学童クラブ）を利用していない理由は何ですか。（もっともあてはまるものを１つ

お答えください）【小学生：問 21】 

放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していない理由については、「現在就労していない」が

21.2％、「子どもの帰宅時間には家にいる」が 20.9%、「利用料が高い」が 14.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学生

ｎ= 521

（あて名のお子さ

んの保護者が）現

在就労している

95.6％

就労予定であるか、

または求職中である

1.5％

家族・親族などを

介護している

0.4％

病気や障害がある

1.5％ 学生である

0.0％
その他

1.0％

無回答

0.0％

％

家族や親族等がみている

子どもの帰宅時間には家にいる

その他

無回答

現在就労していない

放課後児童クラブを知らなかった

近くに放課後児童クラブがない

放課後児童クラブに空きがない

放課後児童クラブの開所時間が短い

利用料が高い

子どもが放課後の習い事をしている

放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思う

他の施設に預けている

21.2

0.9

2.0

1.0

0.6

14.1

7.0

10.5

1.6

11.3

20.9

9.1

0.0

0 20 40 60 80 100

小学生

（ｎ= 2,306）



125 

【小学生：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、ひとり親では「利用料が高い」が共働き（フルタイム）よりも約 13ポイ

ント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親

（ｎ= 122）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 419）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 1,064）

専業主婦（夫）

（ｎ= 689）

％

家族や親族等がみている

子どもの帰宅時間には家にいる

その他

無回答

子どもが放課後の習い事をしている

放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思う

他の施設に預けている

現在就労していない

放課後児童クラブを知らなかった

近くに放課後児童クラブがない

放課後児童クラブに空きがない

放課後児童クラブの開所時間が短い

利用料が高い

0.0

2.5

1.6

1.6

2.5

28.7

4.1

13.9

1.6

24.6

6.6

12.3

0.0

1.7

0.7

2.1

1.7

2.1

15.8

8.8

17.4

2.4

21.0

3.1

23.2

0.0

2.2

0.8

2.4

1.2

0.1

18.3

8.5

13.7

1.4

8.6

35.4

7.3

0.0

66.0

1.0

1.2

0.1

0.0

3.9

4.1

0.4

1.3

7.1

12.2

2.6

0.0

0 20 40 60 80 100
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【小学生：学年別】 

学年別にみると、１年生で「（あて名のお子さんの保護者が）現在就労していない」の割合が高

くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

家族や親族等がみている

子どもの帰宅時間には家にいる

その他

無回答

子どもが放課後の習い事をしている

放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思う

他の施設に預けている

現在就労していない

放課後児童クラブを知らなかった

近くに放課後児童クラブがない

放課後児童クラブに空きがない

放課後児童クラブの開所時間が短い

利用料が高い

32.1

0.6

1.6

0.6

0.0

18.9

2.2

3.2

2.9

10.9

18.6

8.3

0.0

26.3

0.8

1.4

1.1

0.6

16.7

5.4

6.2

3.1

12.5

18.4

7.4

0.0

22.2

1.5

2.0

2.4

1.2

15.4

5.9

8.3

1.7

12.2

20.8

6.4

0.0

18.5

1.0

2.2

0.7

0.5

13.9

8.9

12.0

1.0

10.1

21.2

10.1

0.0

15.5

0.5

1.9

0.5

0.8

9.0

9.5

15.0

0.8

11.2

25.9

9.3

0.0

15.6

0.9

2.4

0.4

0.2

11.6

8.7

15.6

0.7

11.1

20.5

12.2

0.0

0 20 40 60 80 100

１年生

（ｎ= 312）

２年生

（ｎ= 353）

３年生

（ｎ= 409）

４年生

（ｎ= 416）

５年生

（ｎ= 367）

６年生

（ｎ= 449）
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問 放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していない理由で「利用料金が高い」を選

んだ方にうかがいます。放課後児童クラブの利用料がいくら程度であれば利用しま

すか。（月額 円くらい）【小学生：問 21-１】 

放課後児童クラブの希望利用料については、「4000～6000円未満」の割合が44.1％と最も高く、

次いで「4000 円未満」の割合が 33.3％、「8000 円以上」の割合が 12.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 学童クラブ以外で放課後（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。あてはまるものをすべて選択し、それぞれ該当する週当たり日数を□

内に数字でご記入ください。また、放課後子ども教室、青少年の家（みんなの家）

を利用している方は、利用時間も□内に数字でご記入ください。【小学生：問 19-

４】 

平日の放課後の過ごし方については「自宅」が 71.9％と最も高く、次いで「習い事」が 56.2％

となっている。 

前回調査と比較すると、「祖父母宅（二世帯住宅も含）や友人・知人宅」が 15.8 ポイント低く

なっており、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」も 10.7 ポイント低くなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4000円未満 4000～
6000円未満

6000～
8000円未満

8000円以上 無回答

33.3
44.1

3.7
12.7 6.2

0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（ｎ= 324）

Ｒ５調査

（ｎ= 2,827）

Ｈ30 調査

（ｎ= 1,849）

％

自宅のみで過ごす

祖父母宅（二世帯住宅も含）や友人・知人宅

習い事
（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

青少年の家（みんなの家）

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

71.9

10.8

56.2

1.7

4.6

0.4

32.2

0.0

71.3

26.6

66.9

0.5

7.2

0.1

35.5

6.7

0 20 40 60 80 100
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１週間当たりの利用日数は、「祖父母宅や友人・知人宅」では「１日」、「習い事」では「１日」

と「２日」、「青少年の家」では「１日」、が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【利用日数（1週間当たり）】 

＜自宅＞ ＜祖父母宅や友人・知人宅＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

16.9 17.9 18.4 10.8
26.6

1.2 5.4 2.7

0%

25%

50%

75%

100% 小学生

（ｎ= 2,034）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

42.5

21.2
7.2 3.6

15.7
0.0 3.3 6.5

0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（ｎ= 306）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

28.7
34.3

21.0
9.0 3.3 1.4 0.3 1.9

0%

25%

50%

75%

100% 小学生

（ｎ= 1,590）

＜習い事＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

28.6
16.3 12.2 6.1 10.2

2.0 0.0

24.5

0%

25%

50%

75%

100% 小学生

（ｎ= 49）

＜放課後子ども教室＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

43.4

20.2
9.3 3.1 0.8 0.0 0.0

23.3

0%

25%

50%

75%

100% 小学生

（ｎ= 129）

＜青少年の家＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

23.2 26.3 18.5 11.8 8.7
0.7 1.3

9.6

0%

25%

50%

75%

100% 小学生

（ｎ= 909）

＜その他（図書館・公園等）＞ 
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終了時間については、「放課後子ども教室」では「16時台」、「青少年の家」では「16 時台」「17

時台」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、共働き（パートタイム）や専業主婦（夫）では「自宅のみで過ごす」が

他の家庭類型よりも約 16～18 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学生

（ｎ= 49）

小学生

（ｎ= 129）

＜放課後子ども教室＞ ＜青少年の家＞ 

【終了時間】 

％

12時台以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

6.1

34.7

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

53.1

0 25 50 75 100
％

12時台以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

2.3

10.1

23.3

3.1

0.0

0.0

0.0

61.2

0 25 50 75 100

％

自宅のみで過ごす

祖父母宅（二世帯住宅も含）や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

青少年の家（みんなの家）

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

59.3

22.7

36.1

1.5

2.1

0.5

24.2

0.0

61.6

15.0

49.8

1.5

4.2

0.4

24.2

0.0

77.3

8.4

61.4

2.3

5.8

0.5

33.5

0.0

77.1

7.6

59.9

1.0

3.7

0.0

40.5

0.0

0 20 40 60 80 100

ひとり親

（ｎ= 194）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 719）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 1,191）

専業主婦（夫）

（ｎ= 706）
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【小学生：学年別】 

学年別にみると、５年生、６年生で「自宅のみで過ごす」の割合が高くなっている。 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

自
宅
の
み
で
過
ご
す 

祖
父
母
宅
（
二
世
帯
住

宅
も
含
）
や
友
人
・
知

人
宅 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教

室
、
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ

ブ
、
学
習
塾
な
ど
） 

放
課
後
子
ど
も
教
室 

青
少
年
の
家
（
み
ん
な

の
家
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,827 71.9 10.8 56.2 1.7 4.6 0.4 32.2 － 

１年生 465 64.9 13.5 46.7 4.1 4.9 0.4 34.4 － 

２年生 484 66.1 11.2 54.5 2.5 6.2 0.4 37.2 － 

３年生 500 69.4 12.2 59.6 1.4 4.4 0.4 37.0 － 

４年生 490 73.5 10.0 62.0 1.4 4.9 0.2 29.0 － 

５年生 408 78.9 7.6 56.9 0.5 2.9 0.2 29.2 － 

６年生 480 79.8 10.0 57.3 0.4 3.8 0.4 25.6 － 

 

 

【小学生：行政センター別】 

 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

自
宅
の
み
で
過
ご
す 

祖
父
母
宅
（
二
世
帯
住

宅
も
含
）
や
友
人
・
知

人
宅 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教

室
、
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ

ブ
、
学
習
塾
な
ど
） 

放
課
後
子
ど
も
教
室 

青
少
年
の
家
（
み
ん
な

の
家
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2,827 71.9 10.8 56.2 1.7 4.6 0.4 32.2 － 

本庁 445 71.2 12.8 57.5 2.9 6.7 0.7 31.9 － 

追浜 139 69.8 6.5 61.9 2.2 1.4 － 33.8 － 

田浦 104 72.1 16.3 51.0 － － － 37.5 － 

逸見 47 72.3 23.4 61.7 4.3 10.6 2.1 42.6 － 

衣笠 521 75.2 11.1 54.1 0.4 7.7 － 30.5 － 

大津 340 73.2 9.1 58.8 0.9 2.6 0.3 33.2 － 

浦賀 287 71.4 9.8 55.7 0.7 7.7 － 34.5 － 

久里浜 471 73.0 10.4 49.5 2.3 1.1 0.4 31.4 － 

北下浦 256 65.2 8.6 65.2 1.6 1.2 1.2 30.9 － 

西 217 71.0 11.1 57.1 4.1 6.0 － 29.0 － 
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（３）放課後児童クラブの利用状況 

①土曜日・日曜日・祝日の利用状況 

前問で放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」と回答した方にうかがいま

す。 

問 お子さんは、「土曜日」放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用していますか。 

【小学生：問 20-１】 

問 お子さんは、「日曜日・祝日」放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用しています

か。【小学生：問 20-２】 

放課後児童クラブを利用している小学生のうち、土曜日の利用は 21.9％、日曜・祝日は 1.0％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 「土曜日」放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」を選んだ方にうか

がいます。あて名のお子さんは、土曜日に放課後児童クラブ（学童クラブ）をおお

むね１か月当たり何日利用しているかを、□内に数字でお答えください。 

【小学生：問 20-１-１】 

問 「日曜日・祝日」放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」を選んだ方

にうかがいます。あて名のお子さんは、日曜日・祝日に放課後児童クラブ（学童ク

ラブ）をおおむね１か月当たり何日利用しているかを、□内に数字でお答えくださ

い。【小学生：問 20-２-１】 

放課後児童クラブ利用日数は、土曜、日曜・祝日ともに「１日」「２日」が高くなっている。 

 

 

  

ｎ=

　小学生
（土曜）

521

　小学生
（日曜・祝日）

521

21.9

1.0

78.1

99.0

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

利用している 利用していない 無回答

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日以上 無回答

38.6
23.7

9.6 13.2
0.9 0.0

10.5 3.5

60.0

20.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20.0

0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（土曜）

（ｎ= 114）

小学生

（日曜・祝日）

（ｎ= 5）
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問 「土曜日」放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」を選んだ方にうか

がいます。あて名のお子さんは、土曜日に放課後児童クラブ（学童クラブ）を何時

から何時まで利用しているかを、□内に数字でお答えください。【小学生：問 20-１

-２】 

問 「日曜日・祝日」放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」を選んだ方

にうかがいます。あて名のお子さんは、日曜日・祝日に放課後児童クラブ（学童ク

ラブ）を何時から何時まで利用しているかを、□内に数字でお答えください。 

【小学生：問 20-２-２】 

放課後児童クラブ利用の開始時間は、土曜では「８時台」が最も高く、日曜・祝日では「８時

台」「10時台」「12 時台」が高くなっている。 

終了時間は、土曜は「15 時台」～「17時台」、日曜・祝日は「19 時台」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時以前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

0.9

0.0

3.5

66.7

16.7

5.3

0.9

2.6

3.5

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0 25 50 75 100
％

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

0.0

0.0

1.8

2.6

18.4

21.9

34.2

9.6

4.4

0.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

60.0

0.0

0.0

20.0

0 25 50 75 100

開始時間 終了時間 

小学生

（土曜）

（ｎ= 114）

小学生

（日曜・祝日）

（ｎ= 5）

小学生

（土曜）

（ｎ= 114）

小学生

（日曜・祝日）

（ｎ= 5）
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②長期休暇期間中の利用状況 

問 お子さんは、「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。【小学生：問 20-３】 

放課後児童クラブを利用している小学生のうち、長期休暇期間中の利用は 94.6％となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

問 「長期の休暇期間中」放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」を選ん

だ方にうかがいます。あて名のお子さんは、長期の休暇期間中に放課後児童クラブ

（学童クラブ）をおおむね１週当たり何日利用しているかを、□内に数字でお答え

ください。【小学生：問 20-３-１】 

放課後児童クラブ利用日数は、「５日」が最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用している 利用していない 無回答

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

0.6 3.0
12.8 18.9

61.1

2.8 0.2 0.6
0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（ｎ= 493）

ｎ=

小学生 521 94.6 5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 「長期の休暇期間中」放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用している」を選ん

だ方にうかがいます。あて名のお子さんは、長期の休暇期間中に放課後児童クラブ

（学童クラブ）を何時から何時まで利用しているかを、□内に数字でお答えくださ

い。【小学生：問 20-３-２】 

放課後児童クラブ利用の開始時間は、「８時台」が 74.6％となっている。 

終了時間は、「18 時台」が 54.2％、「17時台」が 25.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時以前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

0.0

0.0

4.9

74.6

15.2

3.0

0.4

1.6

0.2

0 20 40 60 80 100

％

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

0.2

0.0

0.4

0.0

2.2

4.7

25.2

54.2

11.4

0.0

0.0

1.8

0 20 40 60 80 100

小学生

（ｎ= 493）

小学生

（ｎ= 493）

開始時間 
終了時間 
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（４）平日の放課後の利用希望 

①就学前児童（５歳以上）の小学校就学後の利用希望） 

問 あて名のお子さんの年齢は現在（９月 30 日時点で）５歳以上ですか。 

【就学前児童：問 37】 

就学前児童のお子さんの年齢については、５歳以上の割合が 27.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

問 あて名のお子さんが小学校就学後、放課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選び、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、「放課後子ども教室」「青少年の家（みんなの家）」

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。 

【就学前児童：問 38】 

平日の放課後の過ごし方の希望については「自宅のみで過ごす」が 49.8％と最も高く、次いで

「習い事」が 41.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい いいえ 無回答

％

自宅のみで過ごす

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

放課後子ども教室

青少年の家

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

49.8

16.3

41.9

30.2

9.0

0.9

21.7

0.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 769）

ｎ=

就学前児童
（５歳以上）

2,810 27.4 72.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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１週間当たりの利用日数は、「習い事」では「２日」、「放課後子ども教室」では「５日」が高く

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

17.4
8.7 11.6

4.3

27.5

0.0 0.0

30.4

0%

25%

50%

75%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

0.0
14.3

0.0 0.0

42.9

0.0 0.0

42.9

0%

25%

50%

75%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

34.5
46.0

14.0
2.2 2.8 0.0 0.0 0.6

0%

25%

50%

75%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

5.6
14.2

22.0
11.6

32.8

0.4 0.0
13.4

0%

25%

50%

75%

100%

【利用日数（１週間当たり）】 

＜自宅＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

7.3
20.4 20.4

8.6

34.5

0.8 5.7 2.3

0%

25%

50%

75%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

33.6 36.0

12.0
2.4

14.4
0.0 0.8 0.8

0%

25%

50%

75%

100%

＜祖父母宅や友人・知人宅＞ 

＜習い事＞ ＜放課後子ども教室＞ 

＜青少年の家＞ ＜ファミリー・サポート・センター＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

13.2 20.4 16.8
2.4

21.0

0.0 0.0

26.3

0%

25%

50%

75%

100%

＜その他（図書館、公園等）＞ 

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 383）

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 125）

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 322）

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 232）

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 69）

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 7）

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 167）
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終了希望時間については、「放課後児童クラブ」では「16時台」が最も高く、「青少年の家」で

は「16 時台」～「18 時台」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、専業主婦（夫）では「自宅のみで過ごす」が他の家庭類型よりも約 16～

44 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

12時台以前

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時以後

無回答

0.0

0.0

0.4

3.0

36.2

11.2

11.6

3.9

0.0

0.0

33.6

0 25 50 75 100 ％

12時台以前

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時以後

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

13.0

29.0

24.6

1.4

0.0

0.0

31.9

0 25 50 75 100

＜放課後子ども教室＞ 

【終了希望時間】 

＜青少年の家（みんなの家）＞ 

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 232）

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 69）

％

自宅のみで過ごす

祖父母宅や友人・知人宅

放課後子ども教室

青少年の家（みんなの家）

ファミリー・サポート・センター

その他（図書館、公園等）

無回答

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

38.1

16.7

35.7

31.0

4.8

4.8

26.2

0.0

26.3

18.9

31.6

30.3

11.8

2.2

22.4

0.0

53.6

12.8

38.8

35.6

8.0

0.0

15.6

0.0

70.4

16.7

56.7

24.6

8.3

0.0

26.7

0.0

0 20 40 60 80 100

ひとり親

（ｎ= 42）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 228）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 250）

専業主婦（夫）

（ｎ= 240）
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問 前問の回答のほか、放課後児童クラブ（学童クラブ）も利用したいと思いますか。

【就学前児童：問 38-１】 

放課後児童クラブの利用希望については、「利用したい」の割合が 51.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

問 前問で放課後児童クラブを「利用したい」と回答した方にうかがいます。放課後児

童クラブ（学童クラブ）について、希望する週当たりの日数を数字で□内にご記入

ください。【就学前児童：問 38-１-１】 

放課後児童クラブを希望する日数については、「５日」の割合が 64.1％と最も高く、次いで「３

日」の割合が 17.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用したい 利用の希望はない 無回答

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

1.5 5.1
17.2

8.8

64.1

2.3 0.0 1.0
0%

25%

50%

75%

100%
就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 396）

ｎ=

就学前児童
（５歳以上）

769 51.5 48.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 放課後児童クラブを「利用したい」と回答した方にうかがいます。放課後児童クラ

ブ（学童クラブ）について、利用を希望する時間を□内に数字（24 時間制）でご記

入ください。【就学前児童：問 38-１-２】 

放課後児童クラブの希望終了時間については、「17 時台」～「19 時台」が高くなっており、「18

時台」で 49.7％と最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

12時台以前

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時以後

無回答

0.8

0.0

0.0

1.3

5.6

23.5

49.7

16.9

1.8

0.3

0.3

0 25 50 75 100

放課後からの希望終了時間 

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 396）



140 

②小学生の利用希望 

問 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。お子さんの放課後（平日の小学校終了後）の時間を過ごす場所とし

て、「放課後児童クラブ（学童クラブ）」を利用したいと思いますか。 

【小学生：問 22】 

放課後児童クラブの利用希望については、「利用したい」の割合が 22.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：行政センター別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用したい 利用の希望はない 無回答

ｎ=

小学生 2,827 22.4 77.6

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

ｎ=

本庁 445

追浜行政 139

田浦行政 104

逸見行政 47

衣笠行政 521

大津行政 340

浦賀行政 287

久里浜行政 471

北下浦行政 256

西行政 217

20.2

25.9

26.0

21.3

19.4

28.2

17.8

26.5

25.0

14.7

79.8

74.1

74.0

78.7

80.6

71.8

82.2

73.5

75.0

85.3

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

利用したい 利用の希望はない 無回答
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利用希望 ＜放課後児童クラブ＞ 利用日数（１週間当たり）【小学生：問 22-１】 

放課後児童クラブを希望する日数については、「５日」の割合が 52.4％と最も高く、次いで「４

日」の割合が 22.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用希望 ＜放課後児童クラブ＞ 終了時間【小学生：問 22-２】 

放課後児童クラブの希望終了時間については、「17 時台」～「19 時台」が高くなっており、「18

時台」で 54.6％と最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

12時台以前

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時以降

無回答

0.6

0.0

0.0

0.2

1.7

16.0

54.6

23.7

3.0

0.0

0.2

0 20 40 60 80 100

小学生

（ｎ= 632）

希望終了時間 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

0.5 5.1
17.1 22.5

52.4

1.7 0.2 0.6
0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（ｎ= 632）
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問 問 22 で放課後児童クラブ（学童クラブ）を「利用したい」を選んだ方にうかがいま

す。放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用したい理由は何ですか。（もっともあて

はまるものを１つお答えください）【小学生：問 22-３】 

放課後児童クラブを利用したい理由については、「（あて名のお子さんの保護者が）現在就労し

ている」となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 学童クラブ以外で放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさ

せたいですか。現在、利用している、利用していないにかかわらず、あてはまるも

のをすべて選択し、それぞれ該当する週当たり日数を□内に数字でご記入くださ

い。また、放課後子ども教室、青少年の家（みんなの家）を利用したい方は、利用

時間も□内に数字でご記入ください。時間は必ず（例）「18 時まで」のように 24 時

間制でご記入ください。【小学生：問 22-４】 

「自宅のみで過ごす」の割合が 57.9％と最も高く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）」の割合が 55.8％、「その他（図書館、公園等）」の割合が 33.7％となってい

ます。 

前回調査と比較すると、「祖父母宅（二世帯住宅も含）や友人・知人宅」が 17.1 ポイント低く

なっており、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」も 10.9 ポイント低くなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｒ５調査

（ｎ= 2,827）

Ｈ30 調査

（ｎ= 1,849）

％

自宅のみで過ごす

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

放課後子ども教室

青少年の家

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

57.9

10.2

55.8

15.0

8.9

0.6

33.7

0.0

71.3

26.6

66.9

10.7

7.2

0.1

35.5

6.7

0 20 40 60 80 100

（あて名のお子さんの保護者が）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

無回答

ｎ=

小学生 632 85.6
3.5

5.1

0.3

0.9

1.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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１週間当たりの利用日数は、「習い事」「青少年の家」では「１日」と「２日」、「放課後子ども

教室」では「２日」と「３日」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用日数（１週間当たり）】 

＜自宅＞ ＜祖父母宅や友人・知人宅＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

33.3
20.8

6.6 1.7
10.8

0.0 2.8

24.0

0%

25%

50%

75%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

17.6 23.3 20.6
7.4

23.8

1.0 4.3 2.0
0%

25%

50%

75%

100% 小学生

（ｎ= 1,638）

小学生

（ｎ= 288）

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

25.5
40.1

21.6
6.4 3.2 0.8 0.2 2.2

0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（ｎ= 1,577）

＜習い事＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

13.9

33.6
25.9

5.2 11.1
0.0 0.0

10.4

0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（ｎ= 425）

＜放課後子ども教室＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

33.1
22.7

14.7
2.8 8.8

0.0 0.4
17.5

0%

25%

50%

75%

100% 小学生

（ｎ= 251）

＜青少年の家＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

22.2 27.8

5.6 0.0 5.6 0.0 0.0

38.9

0%

25%

50%

75%

100% 小学生

（ｎ= 18）

＜ファミリー・サポート・センター＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

20.6
31.9

23.4
6.5 8.3

0.4 0.4
8.4

0%

25%

50%

75%

100% 小学生

（ｎ= 952）

＜その他（図書館・公園等）＞ 
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下校時間からの利用希望時間については、「放課後子ども教室」「青少年の家」で「16 時台」～

「18 時台」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【小学生：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、専業主婦（夫）では「自宅のみで過ごす」が他の家庭類型よりも約１～

15 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

12時台以前

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時以降

無回答

0.2

0.0

0.0

0.5

31.1

12.5

5.6

0.5

0.2

0.2

49.2

0 20 40 60 80 100
％

12時台以前

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時以降

無回答

0.8

0.0

0.0

0.8

5.6

27.5

15.9

1.2

0.0

0.0

48.2

0 25 50 75 100

小学生

（ｎ= 251）

小学生

（ｎ= 425）

＜放課後子ども教室＞ ＜青少年の家＞ 

【終了希望時間】 

％

自宅のみで過ごす

祖父母宅（二世帯住宅も含）や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

青少年の家（みんなの家）

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

46.9

20.6

45.9

12.9

6.2

1.0

23.2

0.0

51.7

14.0

55.2

13.2

7.0

1.1

24.5

0.0

60.7

7.7

56.1

15.9

10.3

0.6

35.5

0.0

62.5

7.8

58.8

16.1

9.3

0.1

43.2

0.0

0 20 40 60 80 100

ひとり親

（ｎ= 194）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 719）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 1,191）

専業主婦（夫）

（ｎ= 706）
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【小学生：学年別】 

学年別にみると、６年生で「自宅のみで過ごす」の割合が高くなっている。 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

自
宅
の
み
で
過
ご
す 

祖
父
母
宅
（
二
世
帯
住

宅
も
含
）
や
友
人
・
知

人
宅 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教

室
、
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ

ブ
、
学
習
塾
な
ど
） 

放
課
後
子
ど
も
教
室 

青
少
年
の
家
（
み
ん
な

の
家
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他
（
図
書
館
、
公

園
等
） 

無
回
答 

全  体 2,827 57.9 10.2 55.8 15.0 8.9 0.6 33.7 － 

１年生 465 50.3 11.2 52.9 22.6 8.6 0.4 36.3 － 

２年生 484 52.3 10.3 56.2 22.5 10.7 0.8 36.4 － 

３年生 500 55.0 10.2 57.2 18.4 8.8 1.2 35.0 － 

４年生 490 59.6 9.2 60.0 10.4 8.4 0.4 33.7 － 

５年生 408 63.7 9.1 52.2 8.8 9.1 0.2 31.6 － 

６年生 480 67.5 11.0 55.4 6.7 7.7 0.6 28.8 － 

 

 

【小学生：行政センター別】 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

自
宅
の
み
で
過
ご
す 

祖
父
母
宅
（
二
世
帯
住

宅
も
含
）
や
友
人
・
知

人
宅 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教

室
、
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ

ブ
、
学
習
塾
な
ど
） 

放
課
後
子
ど
も
教
室 

青
少
年
の
家
（
み
ん
な

の
家
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他
（
図
書
館
、
公

園
等
） 

無
回
答 

全  体 2,827 57.9 10.2 55.8 15.0 8.9 0.6 33.7 － 

本庁 445 54.6 12.8 54.8 15.5 10.3 0.4 36.0 － 

追浜 139 55.4 7.2 61.2 18.0 6.5 － 39.6 － 

田浦 104 55.8 11.5 52.9 26.0 9.6 1.0 37.5 － 

逸見 47 57.4 14.9 63.8 14.9 12.8 2.1 34.0 － 

衣笠 521 59.9 10.7 54.7 12.3 11.3 0.8 31.5 － 

大津 340 57.6 8.8 57.6 12.4 7.4 0.6 34.1 － 

浦賀 287 56.4 10.5 54.7 11.5 13.2 0.3 37.3 － 

久里浜 471 61.8 10.0 52.2 16.3 4.5 1.1 31.0 － 

北下浦 256 57.0 8.6 64.5 18.8 6.3 0.4 28.5 － 

西 217 58.1 7.8 52.5 15.2 9.7 0.5 35.0 － 
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問 お子さんの放課後（平日の小学校終了後）の時間を過ごす場所として、放課後児童

クラブ（学童クラブ）を「利用したい」と回答した方にうかがいます。放課後児童

クラブ（学童クラブ）に求めるものはどういう内容ですか。 

（あてはまるものすべてを選択してください）【小学生：問 22-５】 

放課後児童クラブに求める内容については、「スタッフが基準（２名）よりも多い」の割合が

59.5％と最も高く、次いで「月額の利用料金が１万円以下である」の割合が 59.2％、「施設が学

校内にある」の割合がとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③小学校低学年児童の高学年時の利用希望 

問 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選び、

□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）、放課後子ども教室、青少年の家（みんなの家）を利用したい方は、利用時間を

□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。【小学生：問 24】 

高学年時の平日の放課後の過ごし方の希望については「習い事」が 59.4％と最も高く、次いで

「自宅のみで過ごす」が 51.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

スタッフが基準（２名）よりも多い

年間を通して行事が多い

施設面積に対して児童数に余裕がある

保護者同士の交流がある

習い事が併設されている

月額の利用料金が１万円以下である

施設が学校内にある

その他

無回答

59.5

28.6

44.3

10.8

38.8

59.2

57.0

12.0

0.0

0 20 40 60 80 100

小学生

（ｎ= 632）

％

自宅のみで過ごす

祖父母宅

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）

放課後子ども教室

青少年の家（みんなの家）

ファミリー・サポート・センター

その他（図書館、公園等）

無回答

51.1

10.9

59.4

16.9

16.8

8.0

0.4

35.7

0.0

0 20 40 60 80 100

小学生

（低学年）

（ｎ= 1,449）
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１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

23.0

42.9
24.4

5.1 2.6 0.3 0.0 1.7
0%

25%

50%

75%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

1.6 8.6
22.4

14.7

42.4

2.0 0.4
7.8

0%

25%

50%

75%

100%

１週間当たりの利用日数は、「放課後子ども教室」「青少年の家」では「１日」と「２日」、「放

課後児童クラブ」では「５日」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

18.0
35.7

21.7
5.7 10.2

0.0 0.0
8.6

0%

25%

50%

75%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

31.0 25.0 19.0
2.6 5.2 0.0 0.0

17.2

0%

25%

50%

75%

100%

【利用日数（１週間当たり）】 

＜自宅＞ ＜祖父母宅や友人・知人宅＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

18.5
29.3

19.4
6.9

21.2

0.9 2.6 1.2
0%

25%

50%

75%

100%

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

41.1
25.3

10.1 4.4
15.2

0.0 2.5 1.3
0%

25%

50%

75%

100%

＜習い事＞ ＜放課後児童クラブ＞ 

＜放課後子ども教室＞ ＜青少年の家＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

16.7
0.0

16.7
0.0

16.7
0.0 0.0

50.0

0%

25%

50%

75%

100%

＜ファミリー・サポート・センター＞ 

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日

６
日

７
日

無
回
答

19.1
33.8

23.2
5.6 7.7 1.0 2.1 7.4

0%

25%

50%

75%

100%

＜その他（図書館・公園等）＞ 

小学生

（低学年）

（ｎ= 741）

小学生

（低学年）

（ｎ= 158）

小学生

（低学年）

（ｎ= 861）

小学生

（低学年）

（ｎ= 245）

小学生

（低学年）

（ｎ= 244）

小学生

（低学年）

（ｎ= 116）

小学生

（低学年）

（ｎ= 6）

小学生

（低学年）

（ｎ= 517）
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下校時間からの利用希望時間については、「放課後児童クラブ」では「17時台」～「19 時台」、

「放課後子ども教室」では「16 時台」～「17 時台」、「青少年の家」では「17 時台」～「18 時台」

が高くなっている。 

  

％

12時台以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

4.3

26.7

13.8

0.9

0.0

0.0

54.3

0 20 40 60 80 100

＜青少年の家＞ 

％

12時台以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.4

1.6

9.8

35.5

15.1

2.4

0.4

34.7

0 20 40 60 80 100

＜放課後児童クラブ＞ ＜放課後子ども教室＞ 

％

12時台以前

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時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

30.7

11.1

2.5

0.4

0.4

0.0

54.9

0 20 40 60 80 100

【終了希望時間】 

小学生

（低学年）

（ｎ= 245）

小学生

（低学年）

（ｎ= 244）

小学生

（低学年）

（ｎ= 116）
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【小学生：家庭類型別】 

家庭類型別にみると、共働き（フルタイム）では「放課後児童クラブ」が他の家庭類型よりも

約９～30ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：学年別】 

学年別にみると、大きな差はみられない。 

単位：％ 

区分 

ｎ
（
件
） 

自
宅
の
み
で
過
ご
す 

祖
父
母
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
） 

放
課
後
子
ど
も
教
室 

青
少
年
の
家
（
み
ん
な

の
家
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他
（
図
書
館
、
公

園
等
） 

無
回
答 

全  体 1,449 51.1 10.9 59.4 16.9 16.8 8.0 0.4 35.7 － 

１年生 465 49.0 11.0 60.4 19.8 18.7 8.6 0.2 36.1 － 

２年生 484 48.8 11.2 57.9 16.9 18.4 8.7 0.6 35.3 － 

３年生 500 55.4 10.6 60.0 14.2 13.6 6.8 0.4 35.6 － 

４年生 － － － － － － － － － － 

５年生 － － － － － － － － － － 

６年生 － － － － － － － － － － 

  

％

自宅のみで過ごす

祖父母宅

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）

放課後子ども教室

青少年の家（みんなの家）

ファミリー・サポート・センター

その他（図書館、公園等）

無回答

36.5

23.1

41.3

25.0

16.3

4.8

1.0

22.1

0.0

43.5

13.5

55.7

34.3

10.6

3.7

0.5

19.0

0.0

53.5

8.1

60.2

12.5

20.6

10.7

0.4

38.9

0.0

59.0

9.5

67.5

4.1

17.5

9.0

0.3

51.3

0.0

0 20 40 60 80 100

ひとり親

（ｎ= 104）

共働き（フルタイム）

（ｎ= 379）

共働き（パートタイム）

（ｎ= 568）

専業主婦（夫）

（ｎ= 388）
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（５）放課後児童クラブの利用希望 

①土曜日の利用希望 

問 放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用についてうかがいます。 

問 「土曜日」に放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用を希望しますか。 

【就学前児童：問 39-１、小学生：問 23-１】 

放課後児童クラブを利用希望のうち、土曜日の希望は就学前児童（５歳以上）19.9％、小学生

32.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ利用希望者の土曜日の利用希望日数（１か月当たり）【小学生：問 23-１-１】 

土曜日の利用希望日数については、就学前児童（５歳以上）で「２日」の割合が 36.6％と最も

高く、次いで「４日」の割合が 28.2％、「１日」の割合が 12.9％となっている。 

 

 

 

 

 

  

利用したい 利用の希望はない 無回答

ｎ=

就学前児童
（５歳以上）

769

小学生 632

19.9

32.0

31.6

68.0

48.5

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

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日以上 無回答

12.9

36.6

11.4
28.2

2.5 0.0 6.4 2.0

0%

25%

50%

75%

100%

小学生

（ｎ= 202）
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放課後児童クラブ利用の土曜日の希望開始時間は、ともに「８時台」～「９時台」が高くなっ

ている。 

希望終了時間は、「15時台」～「19 時台」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時以前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

0.0

0.7

17.6

40.5

34.6

2.0

0.0

3.3

1.3

0.5

0.0

6.9

58.9

21.3

3.5

1.0

6.9

1.0

0 25 50 75 100
％

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

1.3

2.0

0.7

0.7

3.9

10.5

24.8

41.2

11.1

1.3

1.3

1.3

0.0

0.5

1.0

1.5

7.4

11.4

24.8

39.1

6.9

0.5

0.0

6.9

0 25 50 75 100

希望開始時間 希望終了時間 

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 153）

小学生

（ｎ= 202）
就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 153）

小学生

（ｎ= 202）
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②日曜日の利用希望 

問 「日曜・祝日」に放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用を希望しますか。 

【就学前児童：問 39-２、小学生：問 23-２】 

放課後児童クラブの利用希望のうち、日曜日の希望は就学前児童（５歳以上）9.9％、小学生

13.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ利用希望者の日曜日・祝日の利用希望日数（１か月当たり）【小学生：問 23-２-

１】 

日曜日・祝日の利用希望日数については、就学前児童で「２日」の割合が 38.4％と最も高く、

次いで「４日」の割合が 23.3％、「１日」の割合が 15.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用したい 利用の希望はない 無回答

ｎ=

就学前児童
（５歳以上）

769

小学生 632

9.9

13.6

41.6

86.4

48.5

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

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日以上 無回答

15.1

38.4

11.6
23.3

3.5 1.2 3.5 3.5

0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（ｎ= 86）
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放課後児童クラブ利用の日曜日の希望開始時間は、ともに「７時台」～「９時台」が高くなっ

ている。 

希望終了時間は、「17時台」～「19 時台」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時以前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

0.0

0.0

17.1

32.9

36.8

3.9

0.0

2.6

6.6

2.3

0.0

11.6

55.8

22.1

2.3

1.2

4.7

0.0

0 25 50 75 100

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 76）

小学生

（ｎ= 86）

％

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

1.3

5.3

6.6

22.4

38.2

17.1

1.3

1.3

6.6

1.2

0.0

2.3

0.0

4.7

5.8

20.9

43.0

12.8

2.3

0.0

7.0

0 25 50 75 100

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 76）

小学生

（ｎ= 86）

希望開始時間 希望終了時間 



154 

③長期休暇期間中の利用希望 

問 「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。

【就学前児童：問 39-３、小学生：問 23-３】 

放課後児童クラブを利用希望のうち、長期休暇期間中の希望は就学前児童（５歳以上）46.4％、

小学生 93.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ利用希望者の長期休暇期間中の利用希望日数（１週間当たり） 

【小学生：問 23-３-１】 

長期休暇期間中の利用希望日数については、就学前児童で「５日」の割合が 58.8％と最も高く、

次いで「３日」の割合が 18.0％、「４日」の割合が 16.3％となっている。 

 

 

 

  

利用したい 利用の希望はない 無回答

ｎ=

就学前児童
（５歳以上）

769

小学生 632

46.4

93.0

5.1

7.0

48.5

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

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

0.5 2.0
18.0 16.3

58.8

2.0 0.0 2.2

0%

25%

50%

75%

100%
小学生

（ｎ= 588）
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放課後児童クラブ利用の長期休暇期間中の希望開始時間は、ともに「８時台」～「９時台」が

高くなっている。 

希望終了時間は、「17時台」～「19 時台」が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６時以前

６時台

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

0.0

0.3

20.4

47.6

28.6

0.6

0.0

1.1

1.4

0.3

0.2

8.5

62.6

24.5

1.2

0.3

2.2

0.2

0 25 50 75 100

希望開始時間 希望終了時間 

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 357）

小学生

（ｎ= 588）

％

12時以前

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

0.8

0.0

0.0

0.0

3.6

6.7

24.1

47.1

14.8

0.8

0.6

1.4

0.2

0.0

0.3

0.3

2.0

6.3

19.6

51.7

14.5

1.9

0.0

3.2

0 25 50 75 100

就学前児童

（５歳以上）

（ｎ= 357）

小学生

（ｎ= 588）
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12 子育ての環境や支援への満足度について 
 

問 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度をお答えください。 

【就学前児童：問 35、小学生：問 26】 

就学前児童では、「どちらともいえない」の割合が 32.4％と最も高く、次いで「どちらかとい

えば満足している」の割合が 23.7％、「どちらかといえば満足していない」の割合が 23.6％とな

っています。 

小学生では「どちらともいえない」の割合が 39.4％と最も高く、次いで「どちらかといえば満

足している」の割合が 23.6％、「どちらかといえば満足していない」の割合が 20.8％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：前回比較】 

※凡例が違うため、参考に掲載 

 

 

 

 

 

 

【小学生：前回比較】 

※凡例が違うため、参考に掲載 

 

 

 

 

 

 

  

満足していない どちらかといえば満足していない

どちらともいえない どちらかといえば満足している

満足している 無回答

ｎ=

Ｈ30調査 2,779 8.8 21.8 43.5 19.4 3.7 2.8

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

不満 やや不満 ふつう やや満足 満足 無回答

不満 やや不満 ふつう やや満足 満足 無回答

ｎ=

Ｈ30調査 1,849 10.5 23.6 46.1 15.7 2.4 1.7

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

ｎ=

就学前児童 2,810

小学生 2,827

17.7

13.2

23.6

20.8

32.4

39.4

23.7

23.6

2.6

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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家庭類型別にみると、就学前児童の共働き（フルタイム）では「どちらかといえば満足してい

る」が他の家庭類型よりも約３～９ポイント高くなっている。また、小学生の専業主婦（夫）で

は「満足している」が他の家庭類型よりも約２～４ポイント高くなっている。 

 

【就学前児童：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：家庭類型別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足していない どちらかといえば満足していない

どちらともいえない どちらかといえば満足している

満足している 無回答

満足していない どちらかといえば満足していない

どちらともいえない どちらかといえば満足している

満足している 無回答

ｎ=

ひとり親 127

共働き
（フルタイム）

984

共働き
（パートタイム）

703

専業主婦（夫） 975

15.7

19.5

19.2

15.4

26.0

20.6

25.6

24.6

34.6

30.0

35.3

32.5

21.3

27.5

18.2

24.1

2.4

2.3

1.7

3.4

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

ｎ=

ひとり親 194

共働き
（フルタイム）

719

共働き
（パートタイム）

1,191

専業主婦（夫） 706

12.4

16.6

12.8

10.5

22.2

22.1

21.7

17.7

43.8

36.4

41.4

37.8

18.6

23.4

21.5

28.9

3.1

1.5

2.6

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就学前児童：年齢別】 

年齢別にみると、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生：学年別】 

学年別にみると、５年生で「どちらともいえない」の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足していない どちらかといえば満足していない

どちらともいえない どちらかといえば満足している

満足している 無回答

満足していない どちらかといえば満足していない

どちらともいえない どちらかといえば満足している

満足している 無回答

ｎ=

０歳 446

１歳 460

２歳 423

３歳 490

４歳 463

５歳 497

17.7

18.0

18.9

14.9

18.6

17.7

25.3

22.2

19.9

25.5

25.1

23.3

33.6

28.5

33.3

31.8

33.5

33.2

21.7

27.8

24.1

25.9

21.2

22.5

1.6

3.5

3.8

1.8

1.7

3.2

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

ｎ=

１年生 465

２年生 484

３年生 500

４年生 490

５年生 408

６年生 480

15.7

13.8

10.6

15.3

11.8

12.1

23.7

24.2

21.2

20.0

16.2

19.0

33.8

36.4

38.0

40.8

46.6

41.9

23.4

22.5

26.8

22.0

23.0

23.5

3.4

3.1

3.4

1.8

2.5

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就学前児童：行政センター別】 

行政センター別にみると、逸見行政センターで「どちらかといえば満足していない」の割合が

高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ=

本庁 468

追浜 260

田浦 78

逸見 36

衣笠 488

大津 313

浦賀 233

久里浜 454

北下浦 288

西 192

18.2

15.0

16.7

16.7

16.0

17.6

15.9

21.1

17.4

19.8

20.1

25.4

24.4

33.3

24.8

26.2

32.6

20.9

19.8

21.4

30.8

33.1

33.3

25.0

35.0

29.1

30.0

31.1

36.5

35.4

26.1

25.0

21.8

22.2

21.7

24.3

19.7

26.0

24.0

20.8

4.9

1.5

3.8

2.8

2.5

2.9

1.7

0.9

2.4

2.6

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

満足していない どちらかといえば満足していない

どちらともいえない どちらかといえば満足している

満足している 無回答
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【小学生：行政センター別】 

行政センター別にみると、逸見行政センターで「どちらかといえば満足している」の割合が高

くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足していない どちらかといえば満足していない

どちらともいえない どちらかといえば満足している

満足している 無回答

ｎ=

本庁 445

追浜 139

田浦 104

逸見 47

衣笠 521

大津 340

浦賀 287

久里浜 471

北下浦 256

西 217

11.2

13.7

15.4

10.6

13.1

12.6

12.5

11.0

16.8

19.4

18.4

21.6

20.2

10.6

18.8

24.7

22.3

22.5

19.5

22.1

39.8

41.0

38.5

46.8

43.0

33.2

40.4

38.2

44.5

32.7

25.6

21.6

24.0

31.9

22.1

26.2

22.6

25.9

17.6

21.7

4.9

2.2

1.9

3.1

3.2

2.1

2.3

1.6

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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13 自由意見 

問 子育てに関してご意見・ご要望がございましたら、ご自由にご記入ください。 

【就学前児童：問 36】 

有効回答 2,810 人中 1,467 人 2,406 件の意見が寄せられた。「経済的な援助」に関するご意見

が 11.6％と最も多く、次いで、「公園等、屋外の居場所・遊び場」が 9.1％、「放課後児童クラブ

を含む放課後の居場所」が 9.0％となっている。 

 

件数 割合
経済的な支援について
医療費の助成 44 1.8%
経済的な援助（保育料・給付金・ひとり親の支援、習い事への支援等） 278 11.6%
子育てを支える環境づくりについて
子どもの居場所・遊び場全般 99 4.1%
屋外の居場所・遊び場（公園・プール等） 220 9.1%
屋内の居場所・遊び場（児童館等） 153 6.4%
子育て講座、イベント・教室の開催 56 2.3%
子育てに関する情報の提供 33 1.4%
子育てに関する保護者の交流の場 18 0.7%
子育て・家庭の悩みの相談 53 2.2%
保育士等の処遇改善 50 2.1%
小児科・産婦人科等、医療の充実（病院の対応） 45 1.9%
障害のあるお子さん（自閉症や発達障害等）の支援・理解・情報提供 45 1.9%
検診・予防接種に関する内容 9 0.4%
外国人に配慮した対応 2 0.1%
その他行政への要望・意見 86 3.6%
子ども・子育て支援事業について
保育所 178 7.4%
放課後児童クラブを含む放課後の居場所 217 9.0%
幼稚園 42 1.7%
子育て支援センター（地域子育て支援拠点） 74 3.1%
一時預かり 120 5.0%
認定こども園 19 0.8%
病児・病後児保育 62 2.6%
ファミリー・サポート・センター（子育て援助活動支援） 15 0.6%
乳幼児健診、妊婦健診、予防接種 10 0.4%
医療的ケア児 2 0.1%
延長保育 6 0.2%
家庭的保育 1 0.0%
子育て支援全般 33 1.4%
子育て支援ヘルパー 9 0.4%
子育てホットライン 5 0.2%
こんにちは赤ちゃん訪問 8 0.3%
産後ケア 15 0.6%
ショートステイ 5 0.2%
認可外保育施設 5 0.2%
ベビーシッター 7 0.3%
母子手帳 1 0.0%
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問 子育て環境の充実等、子育てに関してご意見・ご要望がございましたら、ご自由に

ご記入ください。【小学生：問 27】 

有効回答 2,827 人中 1,560 人から、2,234 件の意見が寄せられた。「放課後児童クラブ」に関す

る意見が 13.6％と最も多く、次いで、「子育ての経済的な負担、経済的な支援」が 11.6％、「公園

等、屋外の居場所・遊び場」が 9.8％となっている。 

 

 

  

件数 割合
その他
働きながら子どもを産み育てやすい社会・職場
（仕事と子育ての両立、男性の育休取得の推進等）

110 4.6%

子ども・子育て世帯にやさしい社会・町・人 30 1.2%
市域（近所）の人とのかかわり・見守り 7 0.3%
小学生の預け先（短時間） 2 0.1%
学力の向上・習い事 7 0.3%
給食に関する要望・意見 17 0.7%
小・中・高に関する要望・意見 48 2.0%
不登校児等への支援 1 0.0%
道路の整備等・安全 34 1.4%
交通機関の充実 18 0.7%
商業施設への要望・設置（レストラン・大型施設・カフェ） 73 3.0%
住まい 2 0.1%
その他 25 1.0%
特になし 7 0.3%
全体 2,406

件数 割合
子どもの居場所について
放課後の居場所全般 65 2.9%
放課後児童クラブ 304 13.6%
放課後子どもの教室 93 4.2%
青少年の家 64 2.9%
子どもの居場所・遊び場全般 75 3.4%
屋外の居場所・遊び場（公園、ボール遊び、トイレの設置等） 220 9.8%
屋内の居場所・遊び場(児童図書館、プール、雨の日の居場所等） 71 3.2%
土日、長期休暇期間中の子どもの居場所 87 3.9%
経済的な支援について
医療費、予防接種の助成 37 1.7%
子育ての経済的な負担、経済的な支援（奨学金含む） 260 11.6%
ひとり親に対する支援 29 1.3%
養育費の支援 2 0.1%
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件数 割合
小学校に関する要望について
先生の質、数、研修等、教員に関すること 44 2.0%
学校教育（学力低下、教育格差、グローバル教育、オンライン教育等） 75 3.4%
学校施設の充実（水道、トイレ、耐震、教室内カメラ等） 8 0.4%
クラスの児童数の縮小 6 0.3%
学校の合併 13 0.6%
その他の小学校に関する要望（ＩＣＴ端末の持ち帰り等） 59 2.6%
学校校庭解放時間の延長 6 0.3%
防犯パトロール・登下校(集団下校・見守りサポート等） 29 1.3%
いじめ・不登校児に関すること（居場所、相談・サポート） 28 1.3%
保護者の役員の負担 4 0.2%
相談窓口の充実（スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー） 5 0.2%
子育てを支える環境・事業について
子育て支援全般 34 1.5%
子育てに関する情報の提供 20 0.9%
保育所 34 1.5%
幼稚園 7 0.3%
一時預かり 8 0.4%
認定こども園 2 0.1%
病児・病後児保育 38 1.7%
ファミリー・サポート・センター 14 0.6%
乳幼児健診、妊婦健診、予防接種 7 0.3%
医療的ケア児 3 0.1%
急な日中の預かり・夜間までの預かり 19 0.9%
療育相談センター 9 0.4%
特別支援教室、発達支援・障害児支援 53 2.4%
子育ての悩みの相談 20 0.9%
子ども向けの講座、イベントの開催（米軍基地との交流、障害児対応） 21 0.9%
保護者向け勉強会の開催（児童心理や健康、医療） 4 0.2%
医療機関の充実（小児科、障害児の歯科等） 22 1.0%
商業施設・交通機関の充実 20 0.9%
子育て（妊婦や不妊治療）に理解のある社会・町・人 17 0.8%
障害・不登校児等を持つ親のサポート（自閉症等の子を持つ親へ等） 3 0.1%
その他の行政への要望・意見 65 2.9%
その他
給食（給食費の無償化、アレルギー食の提供、オーガニック化等） 35 1.6%
中学校に関する要望・意見（学区の見直し、選択制） 17 0.8%
高校に関する要望・意見（高校が少ない、義務教育化等） 5 0.2%
中高一貫校・中高の学習面 5 0.2%
習い事（市内に施設が少ない、遠い） 11 0.5%
仕事・労働環境（希望する職種や就職先がみつからない、仕事探しのサポー
ト、両立が難しい、男性の育休推進等）

41 1.8%

道路等の整備、安全 29 1.3%
町内会活動（地域の見守り） 9 0.4%
防災チャイムの時間 2 0.1%
その他 57 2.6%
特になし 19 0.9%
全体 2,234
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調査票 

１ 就学前児童 
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172 



173 
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177 



178 



179 



180 
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２ 小学生 
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188 



189 



190 



191 
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