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Ⅱ 調査結果（就学前児童） 
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１ 居住地域について 

（１）居住中学校区 

問１ お住まいの地区はどの中学校区ですか。 

 

 居住中学校区について、「第一中学校」が 26.4％で最も多く、次いで「第五中学校」が 17.9％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１-１ 居住中学校区 

第一中学校（263）

第二中学校（145）

第三中学校（81）

第四中学校（107）

第五中学校（178）

第六中学校（118）

第七中学校（80）

無回答（25）

26.4 

14.5 

8.1 

10.7 

17.9 

11.8 

8.0 

2.5 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

n=997
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２ 子どもについて 

（１）子どもの年齢 

問２ あて名のお子さんの生年月はいつですか。 

 

 子どもの年齢について、「５歳」が 15.8％で

最も多く、次いで「４歳」「６歳」が 15.6％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この設問では子どもの生年月をうかがいましたが、この報告書では以下の年齢区分に従って集計

しています。また、年齢ごとの配布数及び回収数・回収率は以下のとおりです。 

年齢 対象年齢該当生年月 配布数 回収数 回収率 

就
学
前
児
童 

０歳 令和５年４月～令和６年２月 212 121 57.1％ 

１歳 令和４年４月～令和５年３月 271 148 54.6％ 

２歳 令和３年４月～令和４年３月 271 121 44.6％ 

３歳 令和３年４月～令和３年３月 282 127 45.0％ 

４歳 平成 31年４月～令和２年３月 315 156 49.5％ 

５歳 平成 30年４月～平成 31年３月 320 158 49.4％ 

６歳 平成 29年４月～平成 30年３月 329 156 47.4％ 

  

図２-１ 子どもの年齢 

０歳

12.1%

１歳

14.8%

２歳

12.1%

３歳

12.7%

４歳

15.6%

５歳

15.8%

６歳

15.6%

無回答

1.0%

n=997
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（２）子どもの人数 

問３ あて名のお子さんを含め、お子さんは何人いらっしゃいますか。また、あて名のお子さん

は、上から何人目のお子さんですか。 

 

①子どもの人数 

 子どもの人数について、「２人」が 48.1％で最も多く、次いで「１人」が 34.7％となっています。

平成 30年度調査と比較すると、「３人」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②あて名の子どもの出生順位 

 あて名の子どもの出生順位について、「１番目」が 49.6％で最も多く、次いで「１番目」が 36.8％

となっています。 

 平成 30年度調査と比較すると、「１番目」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-２ 子どもの人数 

図２-３ あて名の子どもの出生順位 

１人

34.7%

２人

48.1%

３人

14.3%

４人以上

2.2%

無回答

0.6%

n=997

１番目

49.6%

２番目

36.8%

３番目

9.3%

４番目以上

1.5%

無回答

2.7%

n=997

平成30年度
（n=1,484）

令和５年度
（n=997）

38.9 

34.7 

48.2 

48.1 

11.0 

14.3 

1.5 

2.2 

0.5 

0.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

平成30年度
（n=1,484）

令和５年度
（n=997）

38.8 

49.6 

46.2 

36.8 

10.3 

9.3 

1.3 

1.5 

3.3 

2.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１人 ２人 ３人 ４人以上 無回答
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３ 家族関係について 

（１）回答者の属性 

問４ この調査票に回答いただいている方は、あて名のお子さんからみて次のどれにあたります

か。 

 

 回答者の属性について、「母親または母親に相当する方」が 85.1％、「父親または父親に相当する

方」が 14.4％となっています。平成 30 年度調査と比較すると「父親または父親に相当する方」の

割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）回答者の配偶者の有無 

問５ この調査票に回答いただいている方に配偶者（パートナー含む）はいますか。 

 

 回答者の配偶者の有無について、「配偶者がいる」が 96.8％、「配偶者はいない」が 2.7％となっ

ています。平成 30年度調査と大きな差はみられませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３-１ 回答者の属性 

図３-２ 回答者の配偶者の有無 

母親

85.1%

父親

14.4%

無回答

0.5%

n=997

配偶者がいる

96.8%

配偶者は

いない

2.7%

無回答

0.5%

n=997

平成30年度
（n=1,484）

令和５年度
（n=997）

96.9 

96.8 

2.4 

2.7 

0.7 

0.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

平成30年度
（n=1,484）

令和５年度
（n=997）

90.2 

85.1 

9.0 

14.4 

0.1 

0.0 

0.7 

0.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

母親 父親 その他 無回答
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４ 子育て環境について 

（１）気軽に相談できる先 

問６ 子育てに関して気軽に相談できる先はありますか。それは誰あるいはどこですか。 

（複数回答） 

 

 気軽に相談できる先について、「祖父母等の親族」が 81.3％で最も多く、次いで「友人や知人」

が 77.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-１ 気軽に相談できる先 

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

保育士や幼稚園教論等

保健師

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市役所の子育て関連窓口

ひまわり発達相談センター

子育て支援関連の施設

ＳＮＳ・相談サイト等

その他

相談する相手がいない

相談することがない

相談するところがない

無回答

81.3 

77.3 

15.3 

49.0 

5.5 

0.3 

17.2 

9.9 

5.7 

13.5 

9.3 

2.4 

1.3 

2.9 

2.6 

0.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=997
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平成 30年度調査と選択肢等が同一ではないため単純比較はできないものの、平成 30年度調査と

比較すると、「友人や知人」の割合が減少して、「保育士や幼稚園教諭等」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-１ 気軽に相談できる先（前回比較） 

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

保育士や幼稚園教論等

保健師

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市役所の子育て関連窓口

ひまわり発達相談センター

子育て支援関連の施設

ＳＮＳ・相談サイト等

その他

相談する相手がいない

相談することがない

無回答

81.2 

83.4 

17.5 

45.4 

6.6 

0.6 

15.9 

9.2 

6.9 

19.3 

12.7 

2.6 

1.4 

4.2 

0.6 

81.3 

77.3 

15.3 

49.0 

5.5 

0.3 

17.2 

9.9 

5.7 

13.5 

9.3 

2.4 

1.3 

2.9 

0.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成30年度（n=1,484） 令和５年度（n=997）
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５ 保護者の就労状況について 

（１）就労状況 

問７ 回答者と配偶者（同居のパートナー含む）それぞれの就労状況をうかがいます。 

ア 現在の就労状況 

 

①母親の就労状況 

 母親の就労状況について、「フルタイムで就労している」が 29.8％で最も多く、次いで「以前は

就労していたが、現在は就労していない」が 27.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度調査と比較すると、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が減少

して、「フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-１ 母親の就労状況 

図５-１ 母親の就労状況（前回比較） 

フルタイムで

就労している

29.8%

フルタイムで就労して

いるが、産休・育休・

介護休業中

21.3%

パートタイム、

アルバイト等で

就労している

18.0%

パートタイム、アル

バイト等で就労して

いるが、産休・育

休・介護休業中

2.9%

以前は就労していたが、

現在は就労していない

27.2%

これまで就労したことがない

0.6%
無回答

0.2%

n=991

フルタイムで就労している

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中

パートタイム、アルバイト等で就労している

パートタイム、アルバイト等で就労しているが、
産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

25.1 

14.8 

19.3 

1.5 

37.4 

1.1 

0.7 

29.8 

21.3 

18.0 

2.9 

27.2 

0.6 

0.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成30年度（n=1,480） 令和５年度（n=991）
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②父親の就労状況 

父親の就労状況について、「フルタイムで就労している」が 96.7％と最も多く、次いで「フルタ

イムで就労しているが、産休・育休・介護休業中」が 1.9%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度調査の父親の就労状況を比較すると「フルタイムで就労している」の割合が減少し

て、「フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-２ 父親の就労状況 

図５-２ 父親の就労状況（前回比較） 

フルタイムで

就労している

96.7%

フルタイムで就労して

いるが、産休・育休・

介護休業中

1.9%

パートタイム、

アルバイト等で

就労している

0.3%

以前は就労していたが、

現在は就労していない

0.4%
これまで就労したことがない

0.1%

無回答

0.6%

n=964

フルタイムで就労している

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中

パートタイム、アルバイト等で就労している

パートタイム、アルバイト等で就労しているが、
産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

97.9 

0.1 

0.6 

0.1 

0.3 

0.0 

1.0 

96.7 

1.9 

0.3 

0.0 

0.4 

0.1 

0.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成30年度（n=1,453） 令和５年度（n=964）
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③就労状況の家族類型 

 就労状況の家族類型について、「フルタイム共働き」が 48.9％と最も多く、次いで「専業主婦

（夫）家庭」が 27.3%と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 30年度調査と比較すると、「専業主婦（夫）家庭」の割合が減少して、「フルタイム共働

き」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-３ 就労状況の家族類型 

図５-３ 就労状況の家族類型（前回比較） 

ひとり親家庭

フルタイム共働き

フルタイム・パートタイム共働き

専業主婦（夫）家庭

パートタイム共働き

両者無職

無回答

2.4 

37.9 

19.0 

37.7 

0.0 

0.1 

2.8 

2.7 

48.9 

19.8 

27.3 

0.0 

0.1 

1.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

平成30年度（n=1,484） 令和５年度（n=997）

ひとり親家庭

2.7%

フルタイム共働き

48.9%

フルタイム・パート

タイム共働き

19.8%

専業主婦

（夫）家庭

27.3%

両者無職

0.1%

無回答

1.2%

n=997
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居住中学校区別でみると、全ての中学校区で「フルタイム共働き」が最も多くなっています。「第

二中学校」、「第六中学校」では、「専業主婦（夫）家庭」も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家族類型でみると、全ての年齢で「フルタイム共働き」が最も多くなっています。次いで、「５

歳」以外の年齢で「専業主婦（夫）家庭」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-４ 就労状況の家族類型（居住中学校区別） 

図５-５ 就労状況の家族類型（年齢別） 

第一中学校

第二中学校

第三中学校

第四中学校

第五中学校

第六中学校

第七中学校

0.4 

3.4 

1.2 

6.5 

2.2 

5.1 

3.8 

61.6 

35.2 

53.1 

43.9 

52.8 

35.6 

48.8 

14.4 

24.1 

23.5 

19.6 

19.7 

21.2 

21.3 

23.2 

35.2 

22.2 

29.9 

23.6 

35.6 

26.3 

0.4 

2.1 

0.0 

0.0 

1.7 

2.5 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ひとり親家庭 フルタイム共働き フル・パート共働き 専業主婦（夫）家庭 その他、無回答

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

0.8 

0.7 

2.5 

5.5 

2.6 

3.8 

3.2 

66.1 

54.7 

46.3 

43.3 

51.3 

41.1 

42.9 

11.6 

13.5 

15.7 

23.6 

17.9 

29.1 

23.7 

20.7 

29.1 

34.7 

26.0 

26.3 

25.3 

30.1 

0.8 

2.1 

0.8 

1.6 

1.9 

0.6 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ひとり親家庭 フルタイム共働き フル・パート共働き 専業主婦（夫）家庭 その他、無回答
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（２）平均就労日数と時間 

【アで「１．」～「４．」（就労している）を選んだ方にうかがいます。（産休・育休・介護休

業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。）】 

問７ イ １週当たりの平均的な就労日数 

ウ １日当たりの平均的な就労時間 

 

①１週当たりの平均就労日数（休業中を含む就労している方） 

 １週当たりの平均就労日数について、母親、父親ともに「５日」（母親：76.4％、父親：83.8％）

が最も多く、次いで母親では「４日」（8.6％）、父親では「６日」（9.2％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１日当たりの平均就労時間（休業中を含む就労している方） 

 １日当たりの平均就労時間について、母親、父親ともに「８時間」（母親：34.1％、父親：35.9％）

が最も多く、次いで母親では「７時間」（14.9％）、父親では「10時間」（17.4％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-６ １週当たりの平均就労日数（母親） 図５-７ １週当たりの平均就労日数（父親） 

図５-８ １日当たりの平均就労時間（母親） 図５-９ １日当たりの平均就労時間（父親） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.3 

2.5 

6.5 

8.6 

76.4 

2.4 

0.6 

1.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=713

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.5 

0.2 

0.3 

0.7 

83.8 

9.2 

1.2 

4.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=953

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

0.1 

0.3 

1.1 

2.4 

3.6 

13.6 

14.9 

34.1 

8.1 

3.2 

0.7 

2.8 

15.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=713

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

0.0 

0.1 

0.0 

0.3 

0.8 

0.6 

3.6 

35.9 

16.6 

17.4 

3.8 

12.7 

8.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=953
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（３）フルタイムへの移行希望 

【アで「３．」または「４．」（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。】 

問７ エ フルタイムへの移行希望 

 

 フルタイムへの移行希望について、母親、父親ともに「パート・アルバイト等を続けたい」（母

親：49.3％、父親：66.7％）が最も多く、次いで母親では「フルタイムへの移行希望はあるが、実

現できる見込みはない」（30.4％）、父親では「フルタイムへの移行希望があり、実現できる見込み

がある」（33.3％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）就労希望（母親） 

【アで「５．」または「６．」（就労していない）を選んだ方にうかがいます。】 

問７ オ 今後の就労希望 

 

 今後の就労希望について、「１年より先、一番下の子どもが○歳になったら」が 52.2％で最も多

く、次いで「すぐにでも、または１年以内に就労したい」が 29.0％となっております。 

 就労希望の末子年齢について、「１年より先、一番下の子どもが○歳になったら」と回答した方に

たずねたところ、「３歳」が 20.1％で最も多く、次いで「７歳」が 19.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-10 フルタイムへの移行希望（母親） 

図５-12 今後の就労希望（母親） 図５-13 就労希望の末子年齢（母親） 

フルタイムへの移行希望があり、

実現できる見込みがある

12.6%

フルタイムへの移行希望はあるが、

実現できる見込みはない

30.4%パート・アルバイト等を

続けたい

49.3%

パート・アルバイト等をやめ

て育児や家事に専念したい

3.9%

無回答

3.9%

n=207

フルタイムへの移行希望があり、

実現できる見込みがある

33.3%

パート・アルバイト等を

続けたい

66.7%

n=3

図５-11 フルタイムへの移行希望（父親） 

ない

16.7%

すぐにでも、または１年

以内に就労したい

29.0%
１年より先、一番下の

子どもが○歳になった

ころに就労したい

52.2%

無回答

2.2%

n=207

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳以上

無回答

1.4 

1.4 

20.1 

17.4 

5.6 

13.2 

19.4 

4.9 

2.8 

9.7 

4.2 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

n=144
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（５）希望する就労形態（母親） 

【オで「２．」または「３．」（就労希望有）を選んだ方にうかがいます。】 

問７ カ 希望する就労形態 

 

 希望する就労形態について、「パートタイム、

アルバイト等」が 85.3％、「フルタイム」は 7.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）希望する就労日数と時間（母親） 

【カで「２．」を選んだ方にうかがいます。】 

問７ キ １週当たりの就労希望日数 ク １日当たりの就労希望時間 

 

①１週あたりの希望就労日数 

（パートタイム、アルバイト等による 

就労希望者） 

 １週当たりの希望就労日数について、「３日」

が 56.0％で最も多く、次いで「４日」が 25.1％

となっています。 

 

 

 

 

②１日当たりの希望就労時間 

（パートタイム、アルバイト等による 

就労希望者） 

 １日当たりの希望就労時間について、「５時

間」が 39.8％で最も多く、次いで「４時間」が

31.9％となっています。 

 

 

 

 

  

図５-14 希望する就労形態 

図５-15 １週当たりの希望就労日数 

図５-16 １日当たりの希望就労時間 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

5.8 

56.0 

25.1 

10.5 

0.0 

0.0 

2.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=191

フルタイム

7.6%

パートタイム、

アルバイト等

85.3%

無回答

7.1%

n=224

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

0.0 

0.0 

9.4 

31.9 

39.8 

14.1 

1.6 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

1.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=191



15 

６ 育児休業制度の利用について 

（１）育児休業の取得状況 

問８ あて名のお子さんが生まれた時、育児休業はどうされましたか。 

ア 育児休業の取得状況 

 

 育児休業の取得状況について、母親では「取得した（取得中である）」が 59.6％で最も多く、次

いで「働いていなかった」が 30.5％となっています。また、父親では「取得していない」が 72.6％

で最も多く、次いで「取得した（取得中である）」が 22.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）育児休業取得後の職場復帰 

【アで「２．」を選んだ方にうかがいます。】 

問８ イ 育児休業取得後の職場復帰 

 

 母親、父親ともに「育児休業取得後、職場に復帰した」（母親：65.3％、父親：92.6％）が最も多

く、次いで「現在、育児休業中である」（母親：28.6％、父親：5.6％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-１ 育児休業の取得状況（母親） 図６-２ 育児休業の取得状況（父親） 

図６-３ 育児休業後の職場復帰（母親） 図６-４ 育児休業後の職場復帰（父親） 

働いていなかった

30.5%

取得した（取得中である）

59.6%

取得していない

7.8%

無回答

2.1%

n=991

働いていなかった

0.7%

取得した（取得中である）

22.4%

取得していない

72.6%

無回答

4.3%

n=964

育児休業取得後、職場に復帰した

現在、育児休業中である

育児休業中に離職した

無回答

65.3 

28.6 

4.9 

1.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=591

育児休業取得後、職場に復帰した

現在、育児休業中である

育児休業中に離職した

無回答

92.6 

5.6 

0.5 

1.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=216
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（３）職場復帰時の子どもの年齢 

【イで「１.」または「２.」を選んだ方にうかがいます。】 

問８ ウ お子さんが何歳になるまで育児休業を取りたい、また取りたかったですか。 

 

 母親では「２歳」が 31.0％で最も多く、次いで「１歳」が 30.5％となっています。また、父親で

は、「１歳」が 51.9％で最も多く、次にで「３歳」が 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-５ 職場復帰時の 

子どもの年齢（母親） 

図６-６ 職場復帰時の 

子どもの年齢（父親） 

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳以上

無回答

9.4 

51.9 

12.7 

13.7 

0.0 

0.0 

1.9 

10.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=212

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳以上

無回答

1.4 

30.5 

31.0 

30.1 

1.3 

0.2 

3.1 

2.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=555
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７ 子育て支援事業について 

（１）子育て支援施設の認知・利用状況 

問９ ア．～ウ．のような子育て支援事業の施設を知っていますか。 

「知っている」場合、あて名のお子さんは現在それを利用していますか。 

「利用している」場合は、１月当たりの利用回数（おおよそ）を記入してください。 

 

①子育て支援施設の認知状況 

 子育て支援施設の認知状況について、「こど

もセンター」が 80.7％、「きらっ子ルーム」が

66.1％、「社協子育てサロン」が 20.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

②子育て支援施設の利用状況 

 子育て支援施設の利用状況について、「こど

もセンター」が 25.1％、「きらっ子ルーム」が

9.3％、「社協子育てサロン」が 5.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

③子育て支援施設の１月当たりの利用回数 

 子育て支援施設の１月当たりの利用回数に

ついて、「こどもセンター」の利用回数が最も多

く、３つの施設ともに、「１回」が最も多く、次

いで「こどもセンター」「きらっ子ルーム」では

「２回」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

図７-１ 子育て支援施設の認知状況 

図７-２ 子育て支援施設の利用状況 

図７-３ 子育て支援施設の１月当たりの利用回数 

こどもセンター

きらっ子ルーム

社協子育てサロン

25.1 

9.3 

5.0 

73.2 

88.8 

92.0 

1.7 

2.0 

3.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

利用している 利用していない 無回答

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

10回以上

無回答

86

27

25

14

9

3

4

7

0

13

14

37

10

4

5

0

1

0

1

0

0

3

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0件 20件 40件 60件 80件 100件

こどもセンター

（n=202）

きらっ子ルーム

（n=61）

社協子育てサロン

（n=10）

こどもセンター

きらっ子ルーム

社協子育てサロン

80.7 

66.1 

20.2 

18.0 

32.6 

78.1 

1.3 

1.3 

1.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

知っている 知らなかった 無回答
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（２）今後の子育て支援施設の利用希望 

問 10 現在、利用している・利用していないにかかわらず、今後、ア．～ウ．のような子育て支

援事業の施設を利用したいと思いますか。 

「利用したい」「近くにあれば利用したい」場合は、１月当たりの利用希望回数（おおよそ）

を記入してください。 

 

①今後の子育て支援施設の利用希望 

 今後の子育て支援施設の利用希望について、「近くにあれば利用したい」が３つの施設ともに約

40％となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②今後の子育て支援施設の１月当たりの利用希望回数 

 今後の子育て支援施設の１月当たりの利用希望回数について、「こどもセンター」の利用回数が

最も多く、３つの施設ともに「１回」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７-４ 今後の子育て支援施設の利用希望 

図７-５ 今後の子育て支援施設の１月当たりの利用希望回数 

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

10回以上

無回答

172

131

62

136

22

9

3

19

1

35

86

187

121

46

98

12

4

0

9

1

14

100

207

78

28

58

3

0

0

4

0

4

79

0件 50件 100件 150件 200件 250件

こどもセンター

（n=676）

きらっ子ルーム

（n=592）

社協子育てサロン

（n=461）

こどもセンター

きらっ子ルーム

社協子育てサロン

30.8 

14.4 

7.4 

37.0 

44.9 

38.8 

29.8 

38.2 

51.0 

2.4 

2.4 

2.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

利用したい 近くにあれば利用したい 利用しない、または利用する予定はない 無回答
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８ 定期的な教育・保育事業の利用について 

（１）教育・保育事業の利用の有無 

問 11 あて名のお子さんは、現在、「定期的な教育・保育の事業」を利用していますか。 

 

 教育・保育事業の利用について、「利用してい

る」が 54.4％で最も多く、次いで「利用してい

ない」が 31.3％となっています。 

 平成 30年度調査と比較すると、「利用してい

ない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 年齢別でみると、「利用している」が「０歳」

で 3.3％、「１歳」で 20.3％、「２歳」で 46.3％、

「３歳」で 59.1％、「４歳」で 76.3％、「５歳」

で 81.0％、「６歳」で 80.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家族類型別でみると、「利用している」が「ひ

とり親家庭」で 77.8％、「フルタイム共働き」

で 57.2％、「フルタイム・パートタイム共働き」

で 67.5％、「専業主婦（夫）家庭」で 38.6％と

なっています。 

 

 

 

 

  

図８-１ 教育・保育事業の利用 

図８-２ 教育・保育事業の利用（年齢別） 

図８-３ 教育・保育事業の利用（家庭類型別） 

平成30年度
（n=1,484）

令和５年度
（n=997）

57.4 

54.4 

41.9 

31.3 

0.7 

14.3 

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

利用している 利用していない 無回答

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

3.3 

20.3 

46.3 

59.1 

76.3 

81.0 

80.1 

90.9 

68.9 

40.5 

29.1 

3.2 

1.9 

3.2 

5.8 

10.8 

13.2 

11.8 

20.5 

17.1 

16.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

利用している 利用していない 無回答

ひとり親家庭

フルタイム共働き

フルタイム・
パートタイム共働き

専業主婦（夫）家庭

77.8 

57.2 

67.5 

38.6 

11.1 

29.1 

18.3 

47.4 

11.1 

13.7 

14.2 

14.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

利用している 利用していない 無回答
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（２）利用している事業 

【問 11で「１．」を選んだ方にうかがいます】 

問 11-１ あて名のお子さんは、平日に、どのような教育・保育の事業を「定期的に」利用して

いますか。 

 

 利用している事業について、「認可保育所」 

が 51.1％で最も多く、次いで「幼稚園（通常 

の就園時間）」が 17.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で、「認可保育所

と認定こども園（長時間利用）」が最も多く、次

いで０歳～３歳では、「小規模保育」、４歳～６

歳では「幼稚園と認定こども園（短時間利用）」

が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 30年度調査と比較すると、「幼稚園（通

常の就園時間）」の割合が減少して、「認可保育

所」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

  

図８-４ 利用している事業 

図８-５ 利用している事業（年齢別） 

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

0.0 

0.0 

1.8 

1.3 

27.7 

43.0 

34.4 

75.0 

76.7 

78.6 

81.3 

68.1 

56.3 

60.0 

0.0 

0.0 

3.6 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

16.7 

8.9 

10.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

幼稚園・認定こども園（短時間利用） 認可保育園・認定こども園（長時間利用）

民間保育施設 小規模保育

図８-６ 利用している事業（前回比較） 

認可保育所

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

小規模保育事業所

民間保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業所

その他

無回答

51.1 

17.3 

6.6 

7.4 

15.9 

3.5 

0.6 

0.0 

0.4 

0.0 

2.0 

3.1 

1.3 

0.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=542

認可保育所

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

小規模保育事業所

民間保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業所

その他

39.6 

32.7 

9.0 

4.8 

9.2 

2.6 

7.2 

0.0 

1.2 

0.5 

1.8 

2.5 

2.6 

51.1 

17.3 

6.6 

7.4 

15.9 

3.5 

0.6 

0.0 

0.4 

0.0 

2.0 

3.1 

1.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

平成30年度（n=852） 令和５年度（n=542）
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家族類型別でみると、「ひとり親家庭」、「フルタイム共働き」、「フルタイム・パートタイム共働

き」では、「認可保育所」が最も多く、「専業主婦（夫）家庭」では「幼稚園（通常の就園時間）」

が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-７ 利用している事業（家族類型別） 

ひとり親家庭 フルタイム共働き 

フル・パートタイム共働き 専業主婦（夫）家庭 

認可保育所

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

小規模保育事業所

民間保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業所

その他

42.9 

0.0 

9.5 

4.8 

33.3 

4.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.8 

9.5 

4.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=21

認可保育所

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

小規模保育事業所

民間保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業所

その他

50.4 

19.5 

10.5 

6.8 

14.3 

3.8 

1.5 

0.0 

0.8 

0.0 

2.3 

3.8 

2.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=133

認可保育所

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

小規模保育事業所

民間保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業所

その他

3.8 

61.9 

9.5 

27.6 

1.9 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

6.7 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=105

認可保育所

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

小規模保育事業所

民間保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業所

その他

69.9 

1.1 

3.6 

0.4 

20.1 

4.7 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

1.8 

1.1 

1.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=542
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（３）主に利用している事業 

問 11-２ 問 11-１で選んだ平日の定期的な教育・保育の事業について、主に利用している（利

用が最も多い）事業を記入してください。  

 

主に利用している事業について、「民間認可保育所」が 26.4％で最も多く、次いで「市立認可保

育所」が 17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住中学校別でみると、全ての中学校区で「認可保育所」が最も多くなっています。次いで、「第

一中学校」「第五中学校」「第六中学校」「第七中学校」では「幼稚園（通常の就園時間）」、「第二中

学校」「第三中学校」「第四中学校」では「認定こども園（長時間利用）」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-８ 主に利用している事業 

図８-９ 主に利用している事業（居住中学校区別） 

市立認可保育所

民間認可保育所

市立幼稚園（通常の就園時間）

民間幼稚園（通常の就園時間）

市立幼稚園・認定こども園の預かり保育

民間幼稚園・認定こども園の預かり保育

市立認定こども園（短時間利用）

民間認定こども園（短時間利用）

市立認定こども園（長時間利用）

民間認定こども園（長時間利用）

小規模保育事業所

民間保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業所

その他

無回答

17.7 

26.4 

2.2 

10.9 

0.4 

1.7 

2.6 

3.0 

8.5 

4.2 

2.6 

0.4 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.9 

0.6 

17.7 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

n=542

第一中学校

第二中学校

第三中学校

第四中学校

第五中学校

第六中学校

第七中学校

60.9 

26.7 

44.7 

33.3 

48.6 

30.8 

57.1 

11.6 

13.3 

6.4 

14.3 

14.3 

18.5 

11.9 

2.2 

2.7 

4.3 

0.0 

0.0 

6.2 

0.0 

2.9 

10.7 

6.4 

4.8 

4.8 

4.6 

9.5 

0.0 

18.7 

25.5 

28.6 

10.5 

16.9 

7.1 

4.3

5.3

0.0 

0.0 

1.9 

3.1

0.0 

0.7

1.3

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17.3 

21.3 

12.8 

19.0 

20.1 

19.9 

14.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

認可保育所 幼稚園（通常の就園時間） 幼稚園・認定こども園の預かり保育

認定こども園（短時間利用） 認定こども園（長時間利用） 小規模保育事業所

民間保育施設 その他事業、無回答
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（４）事業の利用状況 

問 11-３ 問 11-２で選んだ主に利用している（利用が最も多い）事業について、現在どのくら

い利用していますか。また、希望としてはどのくらい利用したいですか。 

 

ア.市立認可保育所 

 市立認可保育所の利用状況は以下の通りとなっています。１週当たりの利用日数について、現在

では「５日」が最も多く、希望についても「５日」が最も多くなっています。 

 １日当たりの利用時間について、現在では「８時間」、「８時開始」、「17時終了」が最も多く、希

望については「８時間」「９時間」、「８時開始」、「17時終了」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-10-ア １週当たりの利用日数（現在） 図８-11-ア １週当たりの利用日数（希望） 

図８-12-ア １日当たりの利用時間（現在） 図８-13-ア １日当たりの利用時間（希望） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

5.2 

88.5 

4.2 

0.0 

2.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=96

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

1.0 

3.1 

74.0 

10.4 

0.0 

11.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=96

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

9.4 

20.8 

20.8 

17.7 

8.3 

8.3 

12.5 

0.0% 20.0% 40.0%

n=96

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

12.5 

33.3 

13.5 

22.9 

8.3 

6.3 

2.1 

0.0% 20.0% 40.0%

n=96
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図８-14-ア 開始時間（現在） 図８-15-ア 開始時間（希望） 

図８-16-ア 終了時間（現在） 図８-17-ア 終了時間（希望） 

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

19.8 

47.9 

29.2 

0.0 

0.0 

0.0 

3.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=96

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

21.9 

36.5 

29.2 

0.0 

0.0 

0.0 

12.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=96

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

7.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

24.0 

32.3 

22.9 

9.4 

0.0 

3.1 

0.0% 20.0% 40.0%

n=96

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

6.3 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

12.5 

28.1 

25.0 

9.4 

4.2 

12.5 

0.0% 20.0% 40.0%

n=96
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イ.民間認可保育所 

 民間認可保育所の利用状況は以下の通りとなっています。１週当たりの利用日数について、現在

では「５日」が最も多く、希望についても「５日」が最も多くなっています。 

 １日当たりの利用時間について、現在では「10時間」、「８時開始」、「18時終了」が最も多く、希

望についても「10時間」、「８時開始」、「18時終了」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-10-イ １週当たりの利用日数（現在） 図８-11-イ １週当たりの利用日数（希望） 

図８-12-イ １日当たりの利用時間（現在） 図８-13-イ １日当たりの利用時間（希望） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

93.7 

3.5 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=143

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.7 

0.0 

0.0 

1.4 

84.6 

5.6 

0.7 

7.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=143

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

5.6 

25.9 

21.7 

28.0 

14.0 

2.8 

0.7 

0.0% 20.0% 40.0%

n=143

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

1.4 

4.9 

20.3 

18.2 

25.9 

9.1 

10.5 

9.1 

0.0% 20.0% 40.0%

n=143
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図８-14-イ 開始時間（現在） 図８-15-イ 開始時間（希望） 

図８-16-イ 終了時間（現在） 図８-17-イ 終了時間（希望） 

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

25.9 

52.4 

21.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=143

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.7 

28.7 

40.6 

21.7 

0.0 

0.0 

0.0 

8.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=143

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

3.5 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

18.9 

30.1 

37.1 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=143

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

2.8 

0.0 

0.0 

0.7 

0.7 

10.5 

27.3 

28.7 

16.1 

4.9 

8.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=143
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ウ.市立幼稚園（通常の就園時間） 

 市立幼稚園（通常の就園時間）の利用状況は以下の通りとなっています。１週当たりの利用日数

について、現在では「５日」が最も多く、希望についても「５日」が最も多くなっています。 

 １日当たりの利用時間について、現在では「５時間」、「９時開始」、「14時終了」が最も多く、希

望については「７時間」「８時間」、「９時開始」、「15 時終了」「16 時終了」が最も多くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-10-ウ １週当たりの利用日数（現在） 図８-11-ウ １週当たりの利用日数（希望） 

図８-12-ウ １日当たりの利用時間（現在） 図８-13-ウ １日当たりの利用時間（希望） 

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

83.3 

8.3 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=12

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

16.7 

25.0 

25.0 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=12

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=12

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=12
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図８-14-ウ 開始時間（現在） 図８-15-ウ 開始時間（希望） 

図８-16-ウ 終了時間（現在） 図８-17-ウ 終了時間（希望） 

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

8.3 

0.0 

0.0 

75.0 

8.3 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=12

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

16.7 

0.0 

0.0 

16.7 

25.0 

25.0 

8.3 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=12

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=12

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

25.0 

16.7 

58.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=12
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エ.民間幼稚園（通常の就園時間） 

 民間幼稚園（通常の就園時間）の利用状況は以下の通りとなっています。１週当たりの利用日数

について、現在では「５日」が最も多く、希望についても「５日」が最も多くなっています。 

 １日当たりの利用時間について、現在では「５時間」、「９時開始」、「14時終了」が最も多く、希

望については「７時間」、「９時開始」、「15時終了」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-10-エ １週当たりの利用日数（現在） 図８-11-エ １週当たりの利用日数（希望） 

図８-12-エ １日当たりの利用時間（現在） 図８-13-エ １日当たりの利用時間（希望） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

98.3 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=59

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

83.1 

1.7 

1.7 

13.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=59

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

0.0 

0.0 

0.0 

6.8 

61.0 

23.7 

0.0 

3.4 

3.4 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=59

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16.9 

20.3 

28.8 

15.3 

0.0 

5.1 

0.0 

0.0 

13.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=59
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図８-14-エ 開始時間（現在） 図８-15-エ 開始時間（希望） 

図８-16-エ 終了時間（現在） 図８-17-エ 終了時間（希望） 

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

15.3 

69.5 

13.6 

0.0 

1.7 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=59

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

28.8 

54.2 

1.7 

0.0 

1.7 

13.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=59

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

10.2 

0.0 

1.7 

62.7 

20.3 

0.0 

3.4 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=59

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

3.4 

0.0 

0.0 

11.9 

33.9 

20.3 

10.2 

6.8 

0.0 

0.0 

13.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=59
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オ.幼稚園・認定こども園の預かり保育（市立・民間） 

 幼稚園・認定こども園の預かり保育（市立・民間）の利用状況は以下の通りとなっています。１

週当たりの利用日数について、現在では「５日」が最も多く、希望についても「５日」が最も多く

なっています。 

 １日当たりの利用時間について、現在では「８時間」、「９時開始」、「14時終了」「16時終了」が

最も多く、希望については「８時間」、「９時開始」、「16時終了」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８-10-オ １週当たりの利用日数（現在） 図８-11-オ １週当たりの利用日数（希望） 

図８-12-オ １日当たりの利用時間（現在） 図８-13-オ １日当たりの利用時間（希望） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

9.1 

90.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=11

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

81.8 

9.1 

0.0 

9.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=11

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18.2 

18.2 

0.0 

45.5 

0.0 

0.0 

9.1 

0.0 

9.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=11

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9.1 

18.2 

9.1 

27.3 

0.0 

9.1 

0.0 

9.1 

18.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=11
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図８-14-オ 開始時間（現在） 図８-15-オ 開始時間（希望） 

図８-16-オ 終了時間（現在） 図８-17-オ 終了時間（希望） 

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

27.3 

72.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=11

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

9.1 

36.4 

45.5 

0.0 

0.0 

0.0 

9.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=11

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

27.3 

9.1 

27.3 

18.2 

18.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=11

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

9.1 

9.1 

36.4 

0.0 

27.3 

9.1 

0.0 

9.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=11
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カ.認定こども園（短時間利用）（市立・民間） 

 認定こども園（短時間利用）（市立・民間）の利用状況は以下の通りとなっています。１週当たり

の利用日数について、現在では「５日」が最も多く、希望についても「５日」が最も多くなってい

ます。 

 １日当たりの利用時間について、現在では「５時間」、「９時開始」、「14時終了」が最も多く、希

望については「７時間」、「９時開始」、「16時終了」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-10-カ １週当たりの利用日数（現在） 図８-11-カ １週当たりの利用日数（希望） 

図８-12-カ １日当たりの利用時間（現在） 図８-13-カ １日当たりの利用時間（希望） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

3.3 

3.3 

93.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=30

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

3.3 

0.0 

86.7 

3.3 

0.0 

6.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=30

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

0.0 

3.3 

0.0 

3.3 

76.7 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=30

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

0.0 

3.3 

0.0 

0.0 

13.3 

23.3 

33.3 

13.3 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=30
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図８-14-カ 開始時間（現在） 図８-15-カ 開始時間（希望） 

図８-16-カ 終了時間（現在） 図８-17-カ 終了時間（希望） 

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

86.7 

0.0 

0.0 

3.3 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=30

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

3.3 

23.3 

56.7 

0.0 

0.0 

3.3 

13.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=30

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

3.3 

0.0 

3.3 

83.3 

6.7 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=30

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

3.3 

0.0 

0.0 

20.0 

20.0 

33.3 

10.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=30
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キ.認定こども園（長時間利用）（市立・民間） 

 認定こども園（長時間利用）（市立・民間）の利用状況は以下の通りとなっています。１週当たり

の利用日数について、現在では「５日」が最も多く、希望についても「５日」が最も多くなってい

ます。 

 １日当たりの利用時間について、現在では「10時間」、「９時開始」、「18時終了」が最も多く、希

望については「10時間」、「８時開始」、「18時終了」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-10-キ １週当たりの利用日数（現在） 図８-11-キ １週当たりの利用日数（希望） 

図８-12-キ １日当たりの利用時間（現在） 図８-13-キ １日当たりの利用時間（希望） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

91.4 

8.6 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=70

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

1.4 

1.4 

77.1 

10.0 

0.0 

10.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=70

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

14.3 

18.6 

21.4 

27.1 

14.3 

1.4 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0%

n=70

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

7.1 

14.3 

22.9 

28.6 

11.4 

4.3 

10.0 

0.0% 20.0% 40.0%

n=70
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図８-14-キ 開始時間（現在） 図８-15-キ 開始時間（希望） 

図８-16-キ 終了時間（現在） 図８-17-キ 終了時間（希望） 

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

24.3 

35.7 

40.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=70

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

1.4 

25.7 

34.3 

28.6 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=70

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

5.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

25.7 

22.9 

35.7 

8.6 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=70

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15.7 

20.0 

32.9 

12.9 

4.3 

10.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=70
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ク.小規模保育事業所 

 小規模保育事業所の利用状況は以下の通りとなっています。１週当たりの利用日数について、現

在では「５日」が最も多く、希望についても「５日」が最も多くなっています。 

 １日当たりの利用時間について、現在では「９時間」、「８時開始」、「18時終了」が最も多く、希

望については「８時間」、「８時開始」、「18時終了」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-10-ク １週当たりの利用日数（現在） 図８-11-ク １週当たりの利用日数（希望） 

図８-12-ク １日当たりの利用時間（現在） 図８-13-ク １日当たりの利用時間（希望） 

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

21.4 

28.6 

21.4 

7.1 

7.1 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=14

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35.7 

14.3 

28.6 

7.1 

7.1 

7.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=14

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=14

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

7.1 

85.7 

0.0 

0.0 

7.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=14
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図８-14-ク 開始時間（現在） 図８-15-ク 開始時間（希望） 

図８-16-ク 終了時間（現在） 図８-17-ク 終了時間（希望） 

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

14.3 

57.1 

28.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=14

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

14.3 

50.0 

28.6 

0.0 

0.0 

0.0 

7.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=14

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21.4 

21.4 

42.9 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=14

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21.4 

14.3 

42.9 

0.0 

7.1 

7.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=14
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ケ.民間保育施設（認可外の保育施設） 

 民間保育施設（認可外の保育施設）の利用状況は以下の通りとなっています。１週当たりの利用

日数について、現在では「２日」「３日」が最も多く、希望については「４日」が最も多くなってい

ます。 

 １日当たりの利用時間について、現在では「４時間」「７時間」、「９時開始」「10時開始」、「14時

終了」「17時終了」が最も多く、希望については「７時間」、「８時開始」「10時開始」、「15時終了」

「17時終了」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-10-ケ １週当たりの利用日数（現在） 図８-11-ケ １週当たりの利用日数（希望） 

図８-12-ケ １日当たりの利用時間（現在） 図８-13-ケ １日当たりの利用時間（希望） 

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=2

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

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=2

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=2

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=2



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-14-ケ 開始時間（現在） 図８-15-ケ 開始時間（希望） 

図８-16-ケ 終了時間（現在） 図８-17-ケ 終了時間（希望） 

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=2

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=2

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=2

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=2
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（５）主に利用している事業の満足度 

【問 11-２で選んだ「主に利用している（利用が最も多い）」事業についてうかがいます。】 

問 11-４ 主に利用している事業に対する満足度はどのくらいですか。 

 

ア．市立認可保育所 

 市立認可保育所の満足度の割合（「大変満足」＋「やや満足」）について、「利用料」以外の項目で

８割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．民間認可保育所 

 民間認可保育所の満足度の割合（「大変満足」＋「やや満足」）について、全ての項目で８割以上

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-18-ア 市立認可保育所の満足度 

図８-18-イ 民間認可保育所の満足度 

施設・整備・環境（園舎・園庭・玩具など）

職員などの配置状況（人員体制）

子どもへの接し方

遊びや学びのプログラム

行事（保育参観や運動会など）

食事・おやつ

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達（疾病の発生状況）

悩み事などへの相談・対応

保護者の要望・意見への対応

利用者間のネットワークづくり（懇親会など）

安全対策（防犯訓練、防災訓練など）

衛生対策（各種検診など）

利用できる時間

定員

利用料

施設までの交通の便

46.9 

55.2 

66.7 

46.9 

43.8 

63.5 

66.7 

52.1 

55.2 

44.8 

19.8 

58.3 

59.4 

58.3 

54.2 

42.7 

52.1 

41.7 

30.2 

28.1 

41.7 

43.8 

31.3 

24.0 

37.5 

29.2 

49.0 

63.5 

34.4 

37.5 

31.3 

35.4 

25.0 

30.2 

9.4 

11.5 

3.1 

8.3 

10.4 

3.1 

7.3 

7.3 

13.5 

3.1 

12.5 

4.2 

1.0 

6.3 

5.2 

16.7 

13.5 

0.0 

1.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

1.0 

2.1 

1.0 

0.0 

1.0 

2.1 

13.5 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

3.1 

3.1 

2.1 

2.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 無回答 n=96

施設・整備・環境（園舎・園庭・玩具など）

職員などの配置状況（人員体制）

子どもへの接し方

遊びや学びのプログラム

行事（保育参観や運動会など）

食事・おやつ

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達（疾病の発生状況）

悩み事などへの相談・対応

保護者の要望・意見への対応

利用者間のネットワークづくり（懇親会など）

安全対策（防犯訓練、防災訓練など）

衛生対策（各種検診など）

利用できる時間

定員

利用料

施設までの交通の便

62.9 

55.2 

72.7 

61.5 

58.7 

71.3 

60.1 

61.5 

53.8 

49.7 

31.5 

62.9 

62.2 

72.0 

60.8 

47.6 

58.7 

27.3 

31.5 

19.6 

28.0 

25.9 

23.1 

32.2 

27.3 

35.0 

40.6 

49.7 

32.2 

34.3 

25.9 

27.3 

32.9 

30.8 

7.0 

10.5 

4.9 

7.0 

11.9 

4.9 

4.9 

8.4 

7.0 

6.3 

14.0 

2.8 

2.8 

1.4 

9.8 

14.7 

9.8 

2.1 

2.1 

2.1 

2.8 

2.1 

0.0 

2.1 

2.1 

3.5 

2.8 

4.2 

1.4 

0.0 

0.0 

0.7 

4.2 

0.0 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

1.4 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

1.4 

0.7 

0.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 無回答 n=143
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ウ．市立幼稚園（通常の就園時間） 

 市立幼稚園（通常の就園時間）の満足度の割合（「大変満足」＋「やや満足」）について、「施設・

設備・環境（園舎・園庭・玩具など）」、「施設までの交通の便」以外の項目で８割以上となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ．民間幼稚園（通常の就園時間） 

 民間幼稚園（通常の就園時間）の満足度の割合（「大変満足」＋「やや満足」）について、「利用で

きる時間」、「利用料」、「施設までの交通の便」以外の項目で８割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-18-ウ 市立幼稚園（通常の就園時間）の満足度 

図８-18-エ 民間幼稚園（通常の就園時間）の満足度 

施設・整備・環境（園舎・園庭・玩具など）

職員などの配置状況（人員体制）

子どもへの接し方

遊びや学びのプログラム

行事（保育参観や運動会など）

食事・おやつ

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達（疾病の発生状況）

悩み事などへの相談・対応

保護者の要望・意見への対応

利用者間のネットワークづくり（懇親会など）

安全対策（防犯訓練、防災訓練など）

衛生対策（各種検診など）

利用できる時間

定員

利用料

施設までの交通の便

33.3 

50.0 

58.3 

58.3 

66.7 

41.7 

41.7 

50.0 

41.7 

41.7 

41.7 

66.7 

58.3 

25.0 

41.7 

75.0 

50.0 

41.7 

33.3 

41.7 

33.3 

25.0 

41.7 

58.3 

33.3 

50.0 

50.0 

50.0 

25.0 

41.7 

58.3 

50.0 

25.0 

16.7 

16.7 

16.7 

0.0 

8.3 

8.3 

16.7 

0.0 

16.7 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

0.0 

16.7 

8.3 

0.0 

33.3 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 無回答
n=12

施設・整備・環境（園舎・園庭・玩具など）

職員などの配置状況（人員体制）

子どもへの接し方

遊びや学びのプログラム

行事（保育参観や運動会など）

食事・おやつ

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達（疾病の発生状況）

悩み事などへの相談・対応

保護者の要望・意見への対応

利用者間のネットワークづくり（懇親会など）

安全対策（防犯訓練、防災訓練など）

衛生対策（各種検診など）

利用できる時間

定員

利用料

施設までの交通の便

59.3 

64.4 

78.0 

62.7 

67.8 

55.9 

57.6 

40.7 

49.2 

44.1 

30.5 

55.9 

54.2 

23.7 

52.5 

25.4 

32.2 

35.6 

32.2 

16.9 

25.4 

25.4 

37.3 

35.6 

47.5 

40.7 

40.7 

54.2 

37.3 

37.3 

50.8 

42.4 

44.1 

47.5 

3.4 

1.7 

3.4 

10.2 

5.1 

3.4 

5.1 

8.5 

8.5 

10.2 

8.5 

5.1 

6.8 

22.0 

1.7 

23.7 

13.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

1.7 

0.0 

3.4 

5.1 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

5.1 

5.1 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

3.4 

1.7 

1.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 無回答
n=59
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オ．幼稚園・認定こども園の預かり保育（市立・民間） 

 幼稚園・認定こども園の預かり保育（市立・民間）の満足度の割合（「大変満足」＋「やや満足」）

について、「施設までの交通の便」以外の項目で８割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ．認定こども園（短時間利用）（市立・民間） 

 認定こども園（短時間利用）（市立・民間）の満足度の割合（「大変満足」＋「やや満足」）につい

て、「利用できる時間」、以外の項目で８割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-18-オ 幼稚園・認定こども園の預かり保育（市立・民間）の満足度 

図８-18-カ 認定こども園（短時間利用）（市立・民間）の満足度 

施設・整備・環境（園舎・園庭・玩具など）

職員などの配置状況（人員体制）

子どもへの接し方

遊びや学びのプログラム

行事（保育参観や運動会など）

食事・おやつ

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達（疾病の発生状況）

悩み事などへの相談・対応

保護者の要望・意見への対応

利用者間のネットワークづくり（懇親会など）

安全対策（防犯訓練、防災訓練など）

衛生対策（各種検診など）

利用できる時間

定員

利用料

施設までの交通の便

33.3 

46.7 

56.7 

50.0 

53.3 

66.7 

60.0 

60.0 

40.0 

40.0 

10.0 

63.3 

70.0 

26.7 

46.7 

43.3 

36.7 

50.0 

50.0 

40.0 

43.3 

40.0 

30.0 

40.0 

30.0 

40.0 

46.7 

73.3 

36.7 

30.0 

36.7 

40.0 

43.3 

43.3 

16.7 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

0.0 

6.7 

20.0 

13.3 

13.3 

0.0 

0.0 

26.7 

10.0 

10.0 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

3.3 

3.3 

0.0 

0.0 

3.3 

0.0 

0.0 

3.3 

0.0 

0.0 

6.7 

3.3 

3.3 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 無回答
n=30

施設・整備・環境（園舎・園庭・玩具など）

職員などの配置状況（人員体制）

子どもへの接し方

遊びや学びのプログラム

行事（保育参観や運動会など）

食事・おやつ

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達（疾病の発生状況）

悩み事などへの相談・対応

保護者の要望・意見への対応

利用者間のネットワークづくり（懇親会など）

安全対策（防犯訓練、防災訓練など）

衛生対策（各種検診など）

利用できる時間

定員

利用料

施設までの交通の便

45.5 

54.5 

72.7 

72.7 

81.8 

81.8 

54.5 

63.6 

54.5 

54.5 

27.3 

63.6 

54.5 

54.5 

45.5 

63.6 

36.4 

54.5 

36.4 

27.3 

27.3 

9.1 

9.1 

45.5 

27.3 

36.4 

36.4 

54.5 

27.3 

45.5 

27.3 

45.5 

27.3 

36.4 

0.0 

9.1 

0.0 

0.0 

9.1 

9.1 

0.0 

9.1 

9.1 

9.1 

18.2 

9.1 

0.0 

18.2 

9.1 

0.0 

27.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 無回答
n=11
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キ．認定こども園（長時間利用）（市立・民間） 

 認定こども園（長時間利用）（市立・民間）の満足度の割合（「大変満足」＋「やや満足」）につい

て、「利用者間のネットワークづくり（懇親会など）」、「利用料」以外の項目で８割以上となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク．小規模保育事業所 

 小規模保育事業所の満足度の割合（「大変満足」＋「やや満足」）について、「施設・設備・環境（園

舎・園庭・玩具など）」、「利用者間のネットワークづくり（懇親会など）」、「利用料」以外の項目で

８割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-18-キ 認定こども園（長時間利用）（市立・民間）の満足度 

図８-18-ク 小規模保育事業所の満足度 

施設・整備・環境（園舎・園庭・玩具など）

職員などの配置状況（人員体制）

子どもへの接し方

遊びや学びのプログラム

行事（保育参観や運動会など）

食事・おやつ

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達（疾病の発生状況）

悩み事などへの相談・対応

保護者の要望・意見への対応

利用者間のネットワークづくり（懇親会など）

安全対策（防犯訓練、防災訓練など）

衛生対策（各種検診など）

利用できる時間

定員

利用料

施設までの交通の便

55.7 

51.4 

61.4 

42.9 

48.6 

74.3 

54.3 

44.3 

44.3 

47.1 

24.3 

68.6 

62.9 

52.9 

45.7 

34.3 

47.1 

40.0 

37.1 

28.6 

45.7 

31.4 

20.0 

31.4 

42.9 

44.3 

40.0 

52.9 

28.6 

32.9 

34.3 

40.0 

37.1 

32.9 

1.4 

7.1 

7.1 

7.1 

15.7 

2.9 

10.0 

7.1 

7.1 

5.7 

15.7 

0.0 

1.4 

10.0 

11.4 

18.6 

12.9 

0.0 

1.4 

0.0 

1.4 

1.4 

0.0 

0.0 

2.9 

1.4 

4.3 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.1 

4.3 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

4.3 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 無回答
n=70

施設・整備・環境（園舎・園庭・玩具など）

職員などの配置状況（人員体制）

子どもへの接し方

遊びや学びのプログラム

行事（保育参観や運動会など）

食事・おやつ

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達（疾病の発生状況）

悩み事などへの相談・対応

保護者の要望・意見への対応

利用者間のネットワークづくり（懇親会など）

安全対策（防犯訓練、防災訓練など）

衛生対策（各種検診など）

利用できる時間

定員

利用料

施設までの交通の便

35.7 

57.1 

85.7 

100.0 

64.3 

85.7 

57.1 

64.3 

100.0 

71.4 

28.6 

71.4 

78.6 

71.4 

71.4 

21.4 

57.1 

35.7 

42.9 

7.1 

0.0 

35.7 

14.3 

28.6 

35.7 

0.0 

28.6 

50.0 

28.6 

21.4 

21.4 

28.6 

35.7 

28.6 

28.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

0.0 

0.0 

7.1 

0.0 

21.4 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21.4 

0.0 

0.0 

0.0 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 無回答
n=14
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ケ．民間保育施設（認可外の保育施設） 

 民間保育施設（認可外の保育施設）の満足度の割合（「大変満足」＋「やや満足」）について、

「施設・設備・環境（園舎・園庭・玩具など）」、「利用者間のネットワークづくり（懇親会など）」、

「利用料」、「施設までの交通の便」以外の項目で８割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）市立、私立どちらに通わせているか 

【問 11-１で「１．」～「５．」のいずれかを選んだ方にうかがいます。】 

問 11-５ あて名のお子さんを通わせている、認可保育所、または幼稚園、または認定こども園

は、「市立」、「私立」のどちらですか。 

 

 市立、私立どちらに通わせているかについて、「私立」が 59.3％、「市立」が 39.5％となってい

ます。 

  

図８-18-ケ 民間保育施設（認可外の保育施設）の満足度 

施設・整備・環境（園舎・園庭・玩具など）

職員などの配置状況（人員体制）

子どもへの接し方

遊びや学びのプログラム

行事（保育参観や運動会など）

食事・おやつ

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達（疾病の発生状況）

悩み事などへの相談・対応

保護者の要望・意見への対応

利用者間のネットワークづくり（懇親会など）

安全対策（防犯訓練、防災訓練など）

衛生対策（各種検診など）

利用できる時間

定員

利用料

施設までの交通の便

0.0 

0.0 

50.0 

50.0 

50.0 

0.0 

100.0 

50.0 

100.0 

100.0 

0.0 

50.0 

0.0 

100.0 

100.0 

0.0 

50.0 

0.0 

100.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

50.0 

50.0 

100.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 無回答
n=2

図８-19 市立、私立どちらに通わせているか 

市立

39.5%

私立

59.3%

無回答

1.2%

n=997
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（７）教育・保育事業を利用していない理由 

【問 11-１で「２．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 11-６ 教育・保育の事業を利用していない理由は何ですか。 

 

①事業を利用していない理由 

 事業を利用していない理由について、「回答者または配偶者がみている」が 52.6％で最も多く、

次いで「子どもがまだ小さいため○歳くらいになったら利用しようと考えている」が 27.2％となっ

ています。平成 30年度調査と比較すると、「利用したいが、教育・保育の事業に空きがない」の割

合が減少して、「回答者または配偶者がみている」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②利用しようと考えている子どもの年齢 

 利用しようと考えている子どもの年齢について、「子どもがまだ小さいため○歳くらいになった

ら利用しようと考えている」と回答した方にたずねたところ、「３歳」が 37.6％で最も多く、次い

で「１歳」が 34.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-20 事業を利用していない理由（前回比較） 

図８-21 利用しようと考えている子どもの年齢 

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

3.5 

34.1 

17.6 

37.6 

5.9 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=85

回答者または配偶者がみている

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や回答者・配偶者の友人・知人がみている

利用したいが、教育・保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、延長や夜間などについて場所や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について納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため○歳くらいになったら利用しようと考えている

その他

無回答

44.1 

3.2 

0.3 

11.9 

1.1 

0.2 

0.2 

27.5 

5.8 

5.8 

52.6 

1.3 

0.0 

6.7 

1.0 

0.0 

0.3 

27.2 

6.4 

4.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

平成30年度（n=622） 令和５年度（n=312）



47 

（８）利用したい事業 

問 12 現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんについて、平日の

日中に「定期的に」利用したい教育・保育の事業はどれですか。  

 

 現在の利用状況にかかわらず利用したい事業について、「認可保育所」が 58.1％で最も多く、次

いで「認定こども園（長時間利用）」が 36.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）幼稚園の利用希望 

【問 12で利用したい事業として「２．」～「４．」を選び、かつそれ以外（「１.」または 

「５.」～「12.」）のいずれかを選んだ方にうかがいます。】 

問 12-１ 特に幼稚園（幼稚園の預かり保育を併せて利用する場合を含む）の利用を強く希望し

ますか。 

 

 幼稚園の利用希望について、「はい」が 61.7％、「いいえ」が 34.3％となっています。現在の利用

先について、「はい」と回答した方にたずねたところ、「認可保育所」が 30.4％で最も多く、次いで

「幼稚園（通常の就園時間）」が 25.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-22 現在の利用状況にかかわらず利用したい事業 

図８-23 幼稚園の利用希望 「はい」と回答した方の現在の利用先 

はい

61.7%

いいえ

34.3%

無回答

4.0%

n=277

認可保育所

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

小規模保育事業所

民間保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業所

その他

無回答

51.1 

17.3 

6.6 

7.4 

15.9 

3.5 

0.6 

0.0 

0.4 

0.0 

2.0 

3.1 

1.3 

0.6 

58.1 

31.1 

30.1 

14.7 

36.3 

7.2 

3.0 

1.3 

3.5 

7.5 

8.3 

2.9 

1.5 

2.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

現在の利用 利用希望

認可保育所

幼稚園（通常の就園時間）

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認定こども園（短時間利用）

認定こども園（長時間利用）

小規模保育事業所

民間保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業所

その他

30.4 

25.3 

1.3 

11.4 

5.1 

5.1 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

2.5 

1.3 

0.0% 20.0% 40.0%
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（10）土曜日、日曜日・祝日の教育・保育事業の利用希望 

問 13 あて名のお子さんについて、土曜日または日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の事業（一

時的な利用は除きます）の利用希望がありますか。 

 

 土曜日、日曜日・祝日の定期的な教育・保育の利用希望時間について、土曜日、日曜日・祝日と

もに、「利用希望はない」（土曜日：60.9％、日曜日・祝日：75.7％）が最も多く、次いで「月に１

～２回は利用したい」（土曜日：28.6％、日曜日・祝日：16.6％）となっています。 

 平成 30年度調査と比較すると、土曜日では、「月に１～２回は利用したい」の割合が増加し、日

曜日・祝日では、大きな差はみられませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日、日曜日・祝日の定期的な教育・保育の利用希望開始・終了時間について、土曜日、日曜

日・祝日ともに、「９時開始」「17時終了」が最も多く、次いで「８時開始」「18時終了」となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

図８-24 利用希望時間（土曜日） 図８-25 利用希望時間（日曜日・祝日） 

図８-26 利用希望開始時間（土曜日） 図８-27 利用希望開始時間（日曜日・祝日） 

図８-28 利用希望終了時間（土曜日） 図８-29 利用希望終了時間（日曜日・祝日） 

平成30年度
（n=1,484）

令和５年度
（n=997）

9.4 

8.8 

27.2 

28.6 

62.0 

60.9 

1.4 

1.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい

利用希望はない 無回答

平成30年度
（n=1,484）

令和５年度
（n=997）

2.6 

2.8 

17.0 

16.6 

75.5 

75.7 

4.9 

4.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい

利用希望はない 無回答

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.3 

0.3 

13.7 

32.4 

46.9 

4.0 

0.0 

1.1 

1.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=373

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.5 

11.9 

28.9 

53.6 

3.6 

0.0 

1.0 

0.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=194

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

1.6 

2.7 

1.6 

6.4 

13.1 

16.6 

30.3 

20.1 

4.3 

1.9 

1.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=373

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

1.0 

2.1 

1.0 

4.1 

14.9 

13.9 

30.4 

23.7 

4.1 

4.1 

0.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=194
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（11）長期休業中の教育・保育事業の利用希望 

【問 11-１で「２．」～「４．」のいずれかを選んだ方にうかがいます】 

問 14 あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期休業期間中に、教育・保育の事業の

利用希望がありますか。 

 

 こども園、幼稚園の長期休業期間中の預かり保育事業の利用希望について、「休みの期間中週に

数日利用したい」が 59.9％で最も多く、次いで「利用希望はない」が 27.2％となっております。平

成 30年度調査と比較すると、「休みの期間中ほぼ毎日利用したい」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども園、幼稚園の長期休業期間中の預かり保育事業の利用希望開始・終了時間について、「９時

開始」「16時終了」が最も多く、次いで「８時開始」「17時終了」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-30 こども園、幼稚園の長期休業期間中の預かり保育事業の利用希望 

図８-31 利用希望開始時間 図８-32 利用希望終了時間 

休みの期間中ほぼ

毎日利用したい

12.2%

休みの期間中週に数日

利用したい

59.9%

利用希望はない

27.2%

無回答

0.7%

n=147

平成30年度
（n=336）

令和５年度
（n=147）

10.7 

12.2 

59.8 

59.9 

27.4 

27.2 

2.1 

0.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

休みの期間中ほぼ毎日利用したい 休みの期間中週に数日利用したい

利用希望はない 無回答

12時より前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0.0 

0.9 

1.9 

10.4 

23.6 

28.3 

26.4 

6.6 

0.9 

0.0 

0.9 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=106

６時より前

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.0 

0.0 

2.8 

31.1 

62.3 

2.8 

0.0 

0.0 

0.9 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=106
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９ 子どもの病気の際の対応について 

（１）病気やケガで事業が利用できなかった経験 

【問 11で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 15 この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常の教育・保育の事業が利用できなか

ったことはありますか。 

 

 病気やケガで通常の教育・保育の事業が利用できなかった経験について、「あった」が 77.7％、

「なかった」が 19.2％となっています。平成 30年度調査と比較すると、「あった」の割合が増加し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業を利用できなかった場合の対処方法と日数 

【問 15で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 15-１ その際、どのように対処しましたか。（複数選択） 

 

①利用できなかった場合の対処方法 

病気やケガで通常の教育・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、「回答者が

休んだ」が 81.7％で最も多く、次いで「配偶者が休んだ」が 52.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図９-１ 病気やケガで事業が利用できなかった経験 

図９-２ 事業を利用できなかった場合の対処方法 

回答者が休んだ

配偶者が休んだ

親族・知人に預けた

就労していない保護者が看た

病児・病後児のための事業を利用した

ベビーシッターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

81.7 

52.5 

25.4 

15.4 

2.6 

0.2 

0.5 

5.5 

0.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=421

あった

77.7%

なかった

19.2%

無回答

3.1%

n=542

平成30年度
（n=852）

令和５年度
（n=542）

73.1 

77.7 

17.6 

19.2 

9.3 

3.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

あった なかった 無回答
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②対処方法別日数 

対処方法別日数は以下の通りとなっています。「回答者が休んだ」について、「１日～５日」が

36.0％で最も多く、次いで「６日～10日」が 29.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図９-３ 対処方法別日数 

回答者が休んだ 配偶者が休んだ 

親族・知人に預けた 就労していない保護者が看た 

病児・病後児のための事業を利用した ベビーシッターを利用した 

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

36.0 

29.4 

13.1 

9.0 

3.2 

3.8 

3.5 

2.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=344

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

59.7 

25.3 

5.9 

7.2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=221

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

63.6 

20.6 

6.5 

3.7 

0.9 

3.7 

0.0 

0.9 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=107

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

27.7 

27.7 

9.2 

20.0 

1.5 

6.2 

3.1 

4.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=65

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

45.5 

45.5 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=11

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=1
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（３）病児・病後児のための事業を利用したかった日数 

【問 15-１で「１．」「２．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 15-２ 回答者や配偶者（同居のパートナー含む）が休んだ際、利用可能であれば病児・病後

児のための事業を利用したいと思うことがありましたか。 

 

 病児・病後児保育の利用希望について、「利用したいと思うことはなかった」が 40.9％で最も多

く、次いで「利用したいと思うことがあった」が 42.1％となっています。 

病児・病後児保育の利用希望日数について、「１日～５日」が 47.7％で最も多く、次いで「６日

～10日」が 30.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図９-４ 病児・病後児保育の利用希望 図９-５ 病児・病後児保育の利用希望日数 

利用したいと思う

ことがあった

42.1%

利用したいと思うことは

なかった

40.9%

無回答

17.0%

n=359

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

47.7 

30.5 

7.3 

6.0 

1.3 

2.0 

1.3 

4.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

n=151
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10 不定期の教育・保育事業の利用について 

（１）利用している不定期事業 

問 16 あて名のお子さんについて、平日日中の定期的な教育・保育や病気等で利用する以外に、

保護者の私用（冠婚葬祭、リフレッシュ等）や通院、不定期の就労等の目的で、不定期に利

用している事業はありますか。 

 

①利用している事業 

利用している事業について、「利用していな

い」が 77.6％で最も多く、次いで「一時保育」

が 7.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「幼稚園・認

定こども園の預かり保育」の割合が減少して、

「利用していない」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

②利用している事業別日数 

利用している事業別日数は以下の通りとなっています。「一時保育」について、「１日～５日」が

34.2％で最も多く、次いで「26日～30日」が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 10-１ 利用している事業 

図 10-２ 利用している事業別日数 

一時保育 ベビーシッター 

ファミリー・サポート・センター 幼稚園・認定こども園の預かり保育 

一時保育

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター

幼稚園・認定こども園の預かり保育

その他

利用していない

無回答

8.8 

0.8 

1.6 

9.3 

1.2 

67.6 

10.7 

7.3 

1.3 

1.7 

5.7 

1.0 

77.6 

6.9 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成30年度（n=1,484） 令和５年度（n=997）

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

34.2 

12.3 

8.2 

9.6 

4.1 

17.8 

11.0 

2.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=73

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

53.8 

7.7 

23.1 

0.0 

0.0 

0.0 

15.4 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=13

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

88.2 

0.0 

5.9 

5.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=17

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

42.1 

29.8 

3.5 

7.0 

0.0 

3.5 

14.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=57
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（２）不定期事業の利用希望と理由 

問 17 今後、あて名のお子さんについて、保護者の私用（冠婚葬祭、リフレッシュ等）や通院、

不定期の就労等の目的で、問 16 の「１．」～「５．」の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、「利用したい」が

54.3％、「利用する必要はない」が 41.0％とな

っています。平成 30 年度調査と比較すると、

「利用する必要がない」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

【問 17で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 17-１ それらの事業を年間何日くらい利用したいと思いますか。年間の利用希望日数の合計 

（おおよそ）と、利用したいと思う理由別の希望日数（おおよそ）を記入してください。 

（複数回答） 

 

①利用目的 

 利用目的について、「私用、リフレッシュ目的」

が 79.1％で最も多く、次いで「冠婚葬祭、子ど

もの親の病気」が 63.6％となっています。 

 

 

  

図 10-３ 利用希望の有無 

図 10-４ 利用目的 

平成30年度
（n=1,484）

令和５年度
（n=997）

57.7 

54.3 

35.9 

41.0 

6.3 

4.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

利用したい 利用する必要はない 無回答

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、子どもの親の病気

不定期の就労

その他

無回答

79.1 

63.6 

23.1 

8.3 

2.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=541
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②利用希望日数 

 利用希望日数は以下の通りとなっています。「私用、リフレッシュ目的」について、「１日～５日」

が 37.1％で最も多く、次いで「６日～10日」が 23.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）望ましい事業形態 

問 17-２ その際、望ましいと思う事業形態はどれですか。（複数回答） 

 

望ましい事業形態について、「認可保育所・幼

稚園・認定こども園で子どもを預かる」が

92.6％で最も多く、次いで「こどもセンター等

で子どもを預かる」が 38.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 10-５ 利用希望日数（合計・目的別） 

利用希望日数の合計 私用、リフレッシュ目的 

冠婚葬祭、親の病気 不定期の就労 

図 10-６ 望ましい事業形態 

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

22.2 

24.0 

18.1 

7.4 

4.1 

6.7 

14.8 

2.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=541

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

37.1 

23.4 

20.1 

3.7 

4.9 

2.8 

7.9 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=428

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

65.7 

20.6 

6.4 

3.5 

1.7 

0.9 

1.2 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=344

１日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～30日

31日以上

無回答

45.6 

23.2 

4.8 

5.6 

2.4 

5.6 

12.8 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=125

認可保育所・幼稚園・認定こども園で
子どもを預かる

こどもセンター等で子どもを預かる

ベビーシッターに子どもを預ける

ファミリー・サポート・センター等の
地域住民が子どもを預かる

その他

無回答

92.6 

38.8 

19.0 

12.8 

0.7 

1.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=541
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11 子どもの宿泊を伴う一時預かりについて 

（１）泊まりがけで家族以外に預ける必要の有無 

問 18 あて名のお子さんについて、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族（兄弟姉妹含む）の

育児疲れや育児不安、病気など）により、泊りがけで家族以外に預ける必要があると思いま

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）の利用希望の有無をお答えください。 

 

 泊まりがけで家族以外に預ける必要の有無について、「利用する必要はない」が 84.6％、「利用し

たい」が 11.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家族以外に預ける理由とその泊数 

【問 18で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 18-１ その際、年間何泊くらい利用したいと思いますか。 

 

①家族以外に預ける理由 

 家族以外に預ける理由について、「保護者や家族の病気」が 68.4％で最も多く、次いで「保護者

や家族の育児疲れ・不安」が 57.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 11-１ 泊まりがけで家族以外に預ける必要の有無 

 

図 11-２ 家族以外に預ける理由 

利用したい

11.7%

利用する必要はない

84.6%

無回答

3.7%

n=997

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

37.6 

57.3 

68.4 

12.0 

2.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=117
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②利用希望泊数 

 利用希望の泊数は以下の通りとなっています。「保護者や家族の病気」について、「２泊」が 22.5％

で最も多く、次いで「５泊」が 18.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 11-３ 利用希望泊数（合計・目的別） 

利用希望泊数の合計 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 

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊以上

無回答

10.3 

14.5 

12.0 

4.3 

13.7 

21.4 

21.4 

2.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=117

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊以上

無回答

34.1 

43.2 

2.3 

0.0 

9.1 

11.4 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=44

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊以上

無回答

17.9 

22.4 

16.4 

1.5 

11.9 

16.4 

13.4 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=67

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊以上

無回答

16.3 

22.5 

17.5 

1.3 

18.8 

17.5 

6.3 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=80
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12 「こども誰でも通園制度（仮称）」について 

（１）こども誰でも通園制度の利用希望 

問 19 現在、国では、認定こども園や保育園、幼稚園等を利用していない６か月～３歳未満のお

子さんが、月 10 時間を上限として、認定こども園や保育園、幼稚園等に通園することがで

きる「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設を検討しています。この制度が創設された場

合、利用したいと思いますか。 

 

こども誰でも通園制度の利用希望について、「利用したい」が 61.1％、「利用したいと思わない」

が 34.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）月 10時間の範囲での利用希望時間・利用希望回数 

【問 19で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 19-１ 月 10時間の範囲内で利用する場合、どのような利用を希望しますか。 

 

月 10 時間の範囲での利用希望時間・利用希望回数について、「１日当たり４時間/月２回」が

64.0％で最も多く、次いで「１日当たり８時間/月１回」が 20.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 12-１ こども誰でも通園制度の利用希望 

図 12-２ 月 10 時間の範囲での利用希望時間・利用希望回数 

1日当たり２時間/月４回

14.3%

1日当たり４時間/月２回

64.0%

1日当たり８時間/月１回

20.9%

無回答

0.8%

n=609

利用したい

61.1%

利用したいと思わない

34.9%

無回答

4.0%

n=997
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（３）必要と考える利用希望時間・利用希望回数 

【問 19で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 19-２ 国が検討している月 10 時間の上限に関わらず、あなたが必要と考える月の利用時間

をお答えください。 

 

必要と考える利用希望時間・利用希望回数について、「問 19-１の回答と同じ」が 37.4％、「問 19-

１の回答よりも多くの時間が必要」が 36.6％となっています。 

 １日当たりの利用希望時間と月当たりの利用希望回数について、「問 19-１の回答よりも多くの

時間が必要」と回答した方にたずねたところ、「７時間以上」「４回」が最も多く、次いで「４時間」

「６回以上」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 12-３ 必要と考える利用希望時間・利用希望回数 

問 12-４ １日当たりの利用希望時間 問 12-５ 月当たりの利用希望回数 

１回

２回

３回

４回

５回

６回以上

無回答

1.3 

15.2 

7.2 

45.7 

11.7 

18.4 

0.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=223

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間以上

無回答

0.0 

1.3 

4.9 

23.8 

13.5 

20.2 

35.0 

1.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=223

問19-１の回答と同じ

37.4%

問19-１の回答よりも

多くの時間が必要

36.6%

無回答

25.9%

n=609
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13 子どもが小学生になったときのことについて 

（１）放課後に過ごさせたい場所と利用希望時間 

問 20 あて名のお子さんについて、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。（複数回答） 

 

①放課後に過ごさせたい場所 

放課後に過ごさせた場所について、小学校低学年では「放課後児童会（学童保育）」が 57.7％で

最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 54.9％となっていま

す。小学校高学年では「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 65.6％で最も多

く、次いで「自宅」が 58.8％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると小学校低学年・小学校高学年ともに、「習い事（ピアノ教室、サッ

カークラブ、学習塾など）」の割合が減少して、「放課後児童会（学童保育）」などの割合が増加して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 13-１ 放課後に過ごさせたい場所 

場所（低学年） 場所（高学年） 

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

公共の場所（公民館、公園など）

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、
学習塾など）

ファミリー・サポート・センター
（地域住民が子どもを預かる事業）

放課後等デイサービス

放課後児童会（学童保育）

放課後子供教室

その他

無回答

48.3 

18.4 

32.5 

59.7 

2.1 

4.8 

52.0 

23.7 

0.7 

2.2 

50.5 

18.1 

27.5 

54.9 

3.8 

7.9 

57.7 

31.3 

1.4 

2.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

平成30年度（n=1,484） 令和５年度（n=997）

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

公共の場所（公民館、公園など）

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、
学習塾など）

ファミリー・サポート・センター
（地域住民が子どもを預かる事業）

放課後等デイサービス

放課後児童会（学童保育）

放課後子供教室

その他

無回答

54.7 

18.4 

35.9 

69.5 

1.6 

3.7 

35.0 

23.9 

0.6 

5.9 

58.8 

18.2 

32.5 

65.6 

2.5 

6.4 

35.4 

27.1 

1.0 

7.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

平成30年度（n=1,484） 令和５年度（n=997）
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②過ごさせたい週間日数 

 放課後に過ごさせたい場所ごとの週間日数は以下の通りとなっております。小学校低学年・小学

校高学年ともに「祖父母や友人・知人宅」では週１日、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学

習塾など）」では週２日、「放課後児童会（学童保育）」では週５日（下校時から 18時までの預かり

希望）が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 13-２ 放課後に過ごさせたい場所ごとの週間日数 

自宅（低学年） 自宅（高学年） 

祖父母や友人･知人宅（低学年） 祖父母や友人･知人宅（高学年） 

公共の場所（低学年） 公共の場所（高学年） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

17.5 

28.8 

17.7 

9.3 

20.5 

1.4 

4.8 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=503

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

19.1 

28.5 

19.6 

6.5 

21.0 

0.5 

4.8 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=586

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

51.4 

35.9 

6.1 

1.1 

5.0 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=181

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

59.4 

24.4 

10.0 

2.2 

3.3 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=180

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

27.0 

38.7 

20.8 

5.5 

7.3 

0.4 

0.4 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=274

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

21.9 

42.0 

21.0 

5.6 

8.6 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=324
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© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

習い事（低学年） 習い事（低学年） 

ファミリー・サポート・センター（低学年） ファミリー・サポート・センター（高学年） 

放課後等デイサービス（低学年） 放課後等デイサービス（高学年） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

38.6 

45.0 

12.8 

2.9 

0.5 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=547

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

22.0 

42.5 

27.8 

5.2 

2.1 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=654

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

65.8 

13.2 

15.8 

0.0 

2.6 

0.0 

2.6 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=38

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

68.0 

12.0 

16.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=25

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

25.3 

16.5 

17.7 

3.8 

32.9 

1.3 

2.5 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=79

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

18.8 

21.9 

23.4 

4.7 

28.1 

0.0 

3.1 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=64
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放課後児童会（低学年） 放課後児童会（高学年） 

放課後児童会：何時まで（低学年） 放課後児童会：何時まで（高学年） 

放課後子供教室（低学年） 放課後子供教室（高学年） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

3.8 

9.7 

14.8 

11.1 

58.6 

1.6 

0.3 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=575

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

9.1 

17.6 

22.4 

10.5 

38.5 

1.7 

0.3 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=353

16時より前

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

1.4 

3.5 

20.7 

48.9 

19.7 

3.0 

3.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=575

16時より前

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0.8 

3.1 

17.0 

49.9 

21.0 

4.2 

4.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=353

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

26.9 

24.7 

18.3 

3.2 

24.7 

1.0 

1.3 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=312

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

28.9 

27.0 

17.8 

3.0 

21.5 

0.7 

1.1 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=270
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（２）放課後児童会等の利用希望学年 

【問 20の１～３年生・４～６年生のいずれか、あるいは両方で「⑦放課後児童会（学童保 

育）」または「⑧放課後子供教室」を選んだ方にうかがいます。】 

問 20-１ あて名のお子さんについて、「放課後児童会（学童保育）」または「放課後子供教室」

の利用を何年生まで希望しますか。 

 

放課後児童会（学童保育）の利用希望学年については、「６年生」が 39.9％で最も多く、次いで

「３年生」が 24.3％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、全ての学年で割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

図 13-３ 放課後児童会の利用希望学年 

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

0.4 

3.0 

24.5 

24.0 

4.0 

42.9 

1.1 

0.1 

1.7 

24.3 

23.4 

3.8 

39.9 

6.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

平成30年度（n=799） 令和５年度（n=709）

１年生

0.1%

２年生

1.7%

３年生

24.3%

４年生

23.4%

５年生

3.8%

６年生

39.9%

無回答

6.8%

n=709
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（３）長期休業期間中の放課後児童会の利用希望 

問 21 あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期休業期間中に「放課後児童会（学童

保育）」または「放課後子供教室」の利用希望がありますか。 

利用を希望する場合、何時から何時まで利用したいですか。また、何年生まで利用したい

ですか。 

 

①利用希望 

長期休業時の利用希望について、「利用した

い」が 69.0％で最も多く、次いで「わからない」

が 19.6％となっています。 

 

 

 

 

 

②利用希望時間 

利用希望時間について、利用開始時間は「８時」が 50.0％で最も多く、次いで「９時」が 28.3％

となっています。利用終了時間は「18時」が 39.7%で最も多く、次いで「17時」が 21.9%となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③利用希望学年 

利用希望学年について、「６年生」が 47.2％

で最も多く、次いで「４年生」が 24.4％となっ

ています。 

 

 

 

 

  

図 13-４ 長期休業時の利用希望 

図 13-５ 利用希望時間 

利用開始時間 利用終了時間 

図 13-６ 利用希望学年 

利用したい

69.0%

利用希望はない

7.7%

わからない

19.6%

無回答

0.8%

n=997

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.4 

16.1 

50.0 

28.3 

1.7 

0.1 

2.3 

0.9 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=688

14時より前

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

3.2 

1.6 

5.8 

10.8 

21.9 

39.7 

13.5 

2.6 

0.9 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=688

１年生

0.4% ２年生

1.9%

３年生

21.1%

４年生

24.4%

５年生

3.8%

６年生

47.2%

無回答

1.2%

n=688
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14 ご家庭の状況について 

（１）子どもの人数 

問 22 あなた（ご夫婦）の理想とする子どもの数は何人ですか。また、実際に予定する子どもの

数は何人ですか。 

 

 理想とする子どもの人数について、「２人」が 48.6％で最も多く、次いで「３人」が 37.9％とな

っています。 

 実際に予定する子どもの人数について、「２人」が 58.6％で最も多く、次いで「１人」「３人」が

18.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図 14-１ 子どもの人数 

理想 実際に予定する 

１人

4.5%

２人

48.6%

３人

37.9%

４人

4.4%

５人以上

2.7%

無回答

1.8%

n=997

１人

18.1%

２人

58.6%

３人

18.1%

４人

2.2%

５人以上

0.7%
無回答

2.4%

n=997
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（２）理想とする子どもの数より少ない理由 

【問 22で、実際に予定する子どもの数が、理想とする子どもの数より少ない方にうかがいます。】 

問 22-１ 実際に予定する子どもの数が、理想とする子どもの数より少ない理由は何ですか。 

（複数回答） 

 

 理想とする子どもの数より少ない理由について、「大学教育に対する教育費にお金がかかるから」

が 63.4％で最も多く、次いで「高等学校教育に対する教育費にお金がかかるから」が 52.3％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 14-２ 理想とする子どもの数より少ない理由 

仕事と子育ての両立が難しいから

結婚が遅いから

配偶者やパートナーが子どもを欲しがらないと思うから

妊娠・出産が精神的・肉体的に大変だから

妊娠・出産が年齢的に難しいから

不妊治療にお金がかかるから

出産費用等の経済的負担が大きいから

育児休業期間中の所得保障が不十分だから

子どもの医療費等の経済的負担が大きいから

子どもの数に応じた手当等による経済的援助が不十分だから

保育園や幼稚園の保育料にお金がかかるから

義務教育に対する教育費にお金がかかるから

高等学校教育に対する教育費にお金がかかるから

大学教育に対する教育費にお金がかかるから

育児が精神的・肉体的に大変だから

育児に家族の協力が得られないから

少ない子どもに手をかけて育てたいから

住宅がせまいから

その他

無回答

48.0 

16.1 

5.1 

41.9 

35.7 

15.9 

37.6 

23.6 

12.3 

39.5 

40.2 

34.9 

52.3 

63.4 

36.9 

11.8 

9.2

22.2

6.7 

0.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=415
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（３）必要とする食料や衣類が買えなかった経験 

問 23 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする食料や衣類が

買えないことがありましたか。 

 

 必要とする食料や衣類が買えなかった経験について、「まったくなかった」が 76.9％で最も多く、

次いで「まれにあった」が 7.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）電気、ガス、水道を止められた経験 

問 24 あなたの世帯では、過去 1 年の間に、経済的な理由による料金滞納のために、電気、ガ

ス、水道を止められたことがありましたか。  

 

 電気、ガス、水道を止められた経験について、「なかった」が 90.0％で最も多く、次いで「どれ

か１つはあった」が 0.8％となっています。 

 

 

 

 

© 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 14-３ 必要とする食料や衣類が買えなかった経験 

図 14-４ 電気、ガス、水道を止められた経験 

よくあった

2.3%

ときどきあった

4.0%

まれにあった

7.7%

まったくなかった

76.9%

無回答

9.0%

n=997

あった

0.2%
どれか１つはあった

0.8%

なかった

90.0%

無回答

9.0%

n=997
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15 子育て環境について 

（１）情報の入手方法 

問 25 あなたは、子育てに関する情報を主としてどこから（または、誰から）入手していますか。

（複数回答） 

 

 情報の入手方法について、「インターネット・ＳＮＳ（市のＨＰ以外）」が 75.7％で最も多く、次

いで「隣近所の人、知人、友人」が 69.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子育てに関して求める情報 

問 26 あなたは、子育てに関するどのような情報がほしいですか。（複数回答） 

 

 子育てに関して求める情報について、「子育てに関する制度や手当について」が 70.8％で最も多

く、次いで「子ども向けのイベント」が 69.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 15-１ 情報の入手方法 

図 15-２ 子育てに関して求める情報 

親族（親・兄弟など）

隣近所の人、知人、友人

子育てサークルや保護者会などの仲間

保育所、認定こども園、幼稚園

市役所や市の機関の窓口

市の広報やパンフレット

市のホームページ

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌、育児書

インターネット・ＳＮＳ（市のＨＰ以外）

コミュニティ誌

情報の入手手段がわからない

必要な情報を入手できない

情報は必要ない

その他

無回答

58.1 

69.0 

14.7 

55.7 

8.9 

20.4 

10.9 

16.5 

23.8 

75.7 

3.5 

0.8 

0.9 

0.1 

3.3 

0.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=997

子育てに関するイベント

子ども向けのイベント

保育所、認定こども園、幼稚園の情報

子育てに関する制度や手当について

育児に関する情報

子どもがかかりやすい病気や事故などの情報

子どもの食事や栄養について

子育てに関する相談機関

不審者などの情報

子どもの事故防止や応急手当について

子育てしやすい住まいに関する情報

その他

無回答

39.3 

69.7 

42.8 

70.8 

41.0 

42.0 

34.7 

23.7 

42.3 

38.3 

26.6 

1.5 

1.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=997



70 

（３）ヤングケアラーの認知状況 

問 27 あなたは、ヤングケアラーという言葉を知っていますか。 

 

 ヤングケアラーの認知状況について、「言葉も内容も知っている」が 74.5％で最も多く、次いで

「知らない」が 14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ヤングケアラーと思われる人がいた場合の対処方法 

問 28 あなたの周りにヤングケアラーと思われる人がいた場合、どのように対応しますか。 

（複数回答） 

 

 ヤングケアラーと思われる人がいた場合の対処方法について、「本人に様子を聞く」が 41.0％で

最も多く、次いで「家族、知人、友人に相談する」が 36.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 15-３ ヤングケアラーの認知状況 

図 15-４ ヤングケアラーと思われる人がいた場合の対処方法 

言葉も内容も知っている

74.5%

言葉は聞いたことがある

10.6%

知らない

14.6%

無回答

0.2%

n=997

本人に様子を聞く

家族、知人、友人に相談する

先生や部活の顧問等に相談する

関係機関に相談する

何もしない

わからない

その他

無回答

41.0 

32.7 

15.8 

29.2 

5.4 

27.8 

0.8 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=997
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（５）習志野市における子育ての環境や支援への満足度 

問 29 習志野市における子育ての環境や支援への満足度はいかがですか。 

 

 習志野市における子育ての環境や支援への満足度について、「どちらともいえない」が 34.6％で

最も多く、次いで「やや満足」が 34.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）子育てで特に取り組むべき支援策 

問 30 習志野市が子育て支援策として特に取り組むべきだと思うものは何ですか。 

（番号２つまで選択） 

 

 子育てで特に取り組むべき支援策について、「子どもの医療費など経済的支援の充実」が 30.8％

で最も多く、次いで「放課後の居場所の充実（放課後児童会・放課後子供教室）」が 29.5％となっ

ています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15-５ 習志野市における子育ての環境や支援への満足度 

図 15-６ 子育てで特に取り組むべき支援策 

大変満足

4.4%

やや満足

34.2%

どちらともいえない

34.6%

やや不満

17.7%

大変不満

7.8%

無回答

1.3%

n=997

乳幼児の教育・保育施設の充実

放課後の居場所の充実（放課後児童会・放課後子供教室）

子育てと両立しやすい就労環境の充実

母子保健の充実

時間外保育や短期の一時預かりなどの保育メニューの充実

親子がともにくつろげる場所の充実

子どもに対する相談窓口の充実

子どもの医療費など経済的支援の充実

その他

特にない

無回答

20.7 

29.5 

23.7 

2.2 

13.9 

14.9 

1.7 

30.8 

7.5 

1.5 

18.0 

0.0% 20.0% 40.0%

n=997
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Ⅲ 調査結果（就学児童） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

１ 居住地域について 

（１）居住小学校区 

問１ お住まいの地区はどの小学校区ですか。 

 

 居住小学校区について、「谷津小学校」が 11.6％で最も多く、次いで「谷津南小学校」が 9.8％と

なっています。 

 

  
図１-１ 居住小学校区 

津田沼小学校（86）

大久保小学校（83）

谷津小学校（115）

鷺沼小学校（94）

実籾小学校（37）

大久保東小学校（49）

袖ケ浦西小学校（17）

東習志野小学校（71）

袖ケ浦東小学校（35）

屋敷小学校（79）

藤崎小学校（65）

実花小学校（59）

向山小学校（36）

秋津小学校（27）

香澄小学校（27）

谷津南小学校（97）

無回答（15）

8.7 

8.4 

11.6 

9.5 

3.7 

4.9 

1.7 

7.2 

3.5 

8.0 

6.6 

5.9 

3.6 

2.7 

2.7 

9.8 

1.5 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

n=992
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（２）居住中学校区 

問２ お住まいの地区はどの中学校区ですか。 

 

 居住中学校区について、「第一中学校」が 20.4％で最も多く、次いで「第五中学校」が 17.0％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１-２ 居住中学校区 

第一中学校（202）

第二中学校（114）

第三中学校（79）

第四中学校（128）

第五中学校（169）

第六中学校（109）

第七中学校（80）

無回答（111）

20.4 

11.5 

8.0 

12.9 

17.0 

11.0 

8.1 

11.2 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

n=992
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２ 子どもについて 

（１）子どもの年齢 

問３ あて名のお子さんの生年月をうかがいます。 

 

 子どもの年齢について、「８歳」が 18.3％で

最も多く、次いで「７歳」が 17.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この設問では子どもの生年月をうかがいましたが、この報告書では以下の年齢区分に従って集計

しています。また、年齢ごとの配布数及び回収数・回収率は以下のとおりです。 

年齢 対象年齢該当生年月 配布数 回収数 回収率 

就
学
児
童 

７歳 平成 28 年４月～平成 29 年３月 333 169 50.8％ 

８歳 平成 27 年４月～平成 28 年３月 335 182 54.3％ 

９歳 平成 26 年４月～平成 27 年３月 329 164 49.8％ 

10 歳 平成 25 年４月～平成 26 年３月 320 155 48.4％ 

11 歳 平成 24 年４月～平成 25 年３月 333 166 49.8％ 

12 歳 平成 23 年４月～平成 24 年３月 350 139 39.7％ 

  

図２-１ 子どもの年齢 

７歳

17.0%

８歳

18.3%

９歳

16.5%

10歳

15.6%

11歳

16.7%

12歳

14.0%

無回答

1.7%

n=992
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（２）子どもの人数 

問４ あて名のお子さんを含め、お子さんは何人いらっしゃいますか。また、あて名のお子さん

は、上から何人目のお子さんですか。 

 

①子どもの人数 

 子どもの人数について、「２人」が 56.7％で最も多く、次いで「１人」が 20.6％となっています。 

平成 30年度調査と比較すると、「１人」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②あて名の子どもの出生順位 

 あて名の子どもの出生順位について、「１番目」が 52.0％で最も多く、次いで「２番目」が 35.1％

となっています。 

 平成 30年度調査と比較すると、「１番目」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-２ 子どもの人数 

図２-３ あて名の子どもの出生順位 

１人

20.6%

２人

56.7%

３人

19.4%

４人以上

2.9%

無回答

0.5%

n=992

平成30年度
（n=980）

令和５年度
（n=992）

31.4 

20.6 

53.4 

56.7 

13.2 

19.4 

1.5 

2.9 

0.5 

0.5 

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

１人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

１番目

52.0%

２番目

35.1%

３番目

9.8%

４番目以上

0.9%
無回答

2.2%

n=992

平成30年度
（n=980）

令和５年度
（n=992）

30.1 

52.0 

52.7 

35.1 

12.8 

9.8 

1.4 

0.9 

3.1 

2.2 

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

１番目 ２番目 ３番目 ４番目 無回答
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３ 家族関係について 

（１）回答者の属性 

問５ この調査票に回答いただいている方は、あて名のお子さんからみて次のどれにあたります

か。 

 

 回答者の属性について、「母親または母親に相当する方」が 81.9％で最も多く、次いで「父親ま

たは父親に相当する方」が 17.4％となっています。 

 平成 30年度調査と比較すると、「父親または父親に相当する方」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）回答者の配偶者の有無 

問６ この調査票に回答いただいている方に配偶者（パートナーを含む）はいますか。 

 

 配偶者の回答の有無について、「配偶者（パートナー含む）がいる」が 94.0％で最も多く、次い

で「配偶者（パートナー含む）はいない」が 5.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「配偶者（パートナー含む）がいる」の割合が増加しています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

図３-１ 回答者の属性 

図３-２ 回答者の配偶者の有無 

母親

81.9%

父親

17.4%

その他

0.1%
無回答

0.6%

n=992

平成30年度
（n=980）

令和５年度
（n=992）

86.9 

81.9 

12.9 

17.4 

0.0 

0.2 

0.6 

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

母親 父親 その他 無回答

0.1

平成30年度
（n=980）

令和５年度
（n=992）

93.1 

94.0 

6.6 

5.3 

0.3 

0.7 

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

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

配偶者がいる

94.0%

配偶者は

いない

5.3%

無回答

0.7%

n=992
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４ 子育て環境について 

（１）気軽に相談できる先 

問７ 子育てに関して気軽に相談できる先はありますか。それは誰あるいはどこですか。 

（複数回答） 

 

気軽に相談できる先について、「友人や知人」が 77.6％で最も多く、次いで「祖父母等の親族」

が 71.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-１ 気軽に相談できる先 

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

学校の教員等

保健師

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市役所の子育て関連窓口

子育て支援関連の施設

ＳＮＳ・相談サイト

その他

相談する相手がいない

相談するところがない

相談することがない

無回答

71.3 

77.6 

17.2 

29.5 

1.2 

0.3 

9.7 

3.8 

7.5 

4.4 

5.8 

3.9 

1.9 

7.1 

0.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=992
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平成 30年度調査と選択肢等が同一ではないため単純比較はできないものの、平成 30年度調査と

比較すると、「ＳＮＳ・相談サイト」の割合が減少して、「子育て支援関連の施設」の割合が増加し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-１ 気軽に相談できる先（前回比較） 

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

学校の教員等

保健師

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市役所の子育て関連窓口

子育て支援関連の施設

ＳＮＳ・相談サイト

その他

相談する相手がいない

相談することがない

無回答

76.7 

81.1 

15.0 

30.1 

0.6 

0.3 

8.6 

5.8 

1.6 

10.8 

2.2 

2.2 

7.6 

0.9 

71.3 

77.6 

17.2 

29.5 

1.2 

0.3 

9.7 

7.5 

4.4 

3.9 

1.9 

3.8 

7.1 

0.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成30年度（n=980） 令和5年度（n=992）
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５ 保護者の就労状況について 

（１）就労状況 

問８ 回答者と配偶者（同居のパートナー含む）それぞれの就労状況をうかがいます。 

ア 現在の就労状況 

 

①母親の就労状況 

 母親の就労状況について、「パート・アルバイト等で就労している」が 42.4%で最も多く、次いで

「フルタイムで就労している」が 33.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度調査と比較すると、「パートタイム、アルバイト等で就労している」の割合が減少し

て、「フルタイムで就労している」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-１ 母親の就労状況 

図５-１ 母親の就労状況（前回比較） 

フルタイムで

就労している

33.3%

フルタイムで就労して

いるが、産休・育休・

介護休業中

1.3%

パートタイム、

アルバイト等で

就労している

42.4%

パートタイム、アル

バイト等で就労して

いるが、産休・育

休・介護休業中

0.7%

以前は就労していたが、

現在は就労していない

20.4%

これまで就労したことがない

1.0%

無回答

0.7%

n=978

フルタイムで就労している

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中

パートタイム、アルバイト等で就労している

パートタイム、アルバイト等で就労しているが、
産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

25.5 

0.3 

48.8 

0.3 

22.9 

1.3 

0.8 

33.3 

1.3 

42.4 

0.7 

20.4 

1.0 

0.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成30年度（n=968） 令和５年度（n=978）
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②父親の就労状況 

 父親の就労状況について、「フルタイムで就労している」が 96.8％で最も多く、次いで「パート・

アルバイト等で就労している」「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 0.9%となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度調査と比較すると、「フルタイムで就労している」の割合が減少して、「以前は就労

していたが、現在は就労していない」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-２ 父親の就労状況 

図５-２ 父親の就労状況（前回比較） 

フルタイムで就労している

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中

パートタイム、アルバイト等で就労している

パートタイム、アルバイト等で就労しているが、
産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

97.6 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

96.8 

0.2 

0.9 

0.0 

0.9 

0.0 

1.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成30年度（n=927） 令和５年度（n=937）

フルタイムで

就労している

96.8%

フルタイムで就労して

いるが、産休・育休・

介護休業中

0.2%

パートタイム、

アルバイト等で

就労している

0.9%

以前は就労していたが、

現在は就労していない

0.9%

無回答

1.3%

n=937
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③就労状況の家族類型 

 就労状況の家族類型について、「フルタイム・パートタイム共働き」が 40.8％で最も多く、次い

で「フルタイム共働き」が 29.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 30年度調査と比較すると、「フルタイム・パートタイム共働き」の割合が減少して、「フル

タイム共働き」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-３ 就労状況の家族類型 

図５-３ 就労状況の家族類型（前回比較） 

ひとり親家庭

5.3%

フルタイム共働き

29.6%

フルタイム・パート

タイム共働き

40.8%

専業主婦

（夫）家庭

21.8%

両者無職

0.0%

無回答

2.2%

n=992

ひとり親家庭

フルタイム共働き

フルタイム・パートタイム共働き

専業主婦（夫）家庭

パートタイム共働き

両者無職

無回答

6.6 

20.9 

47.1 

23.6 

0.3 

0.0 

1.3 

5.3 

29.6 

40.8 

21.8 

0.2 

0.0 

2.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

平成30年度（n=980） 令和５年度（n=992）
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 居住中学校区別でみると、全ての中学校区で「フルタイム・パートタイム共働き」が最も多くな

っています。次いで、「フルタイム共働き」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家族類型でみると、全ての年齢で「フルタイム・パートタイム共働き」が最も多くなっています。

次いで、「フルタイム共働き」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-４ 就労状況の家族類型（中学校区別） 

図５-５ 就労状況の家族類型（年齢別） 

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

6.5 

4.4 

5.5 

3.9 

7.8 

3.6 

27.8 

33.5 

27.4 

32.3 

26.5 

32.4 

40.8 

35.7 

47.0 

34.8 

47.0 

40.3 

23.7 

24.7 

18.3 

27.1 

16.3 

20.9 

1.2

1.6

1.8

1.9

2.4

2.9

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ひとり親家庭 フルタイム共働き フル・パート共働き 専業主婦（夫）家庭 その他、無回答

第一中学校

第二中学校

第三中学校

第四中学校

第五中学校

第六中学校

第七中学校

2.0 

5.3 

7.6 

7.0 

5.9 

1.8 

8.8 

32.2 

28.9 

29.1 

21.9 

32.5 

34.9 

30.0 

36.6 

41.2 

46.8 

49.2 

39.6 

42.2 

36.3 

28.7 

21.9 

15.2 

18.8 

20.7 

20.2 

22.5 

0.5 

2.6 

1.3 

3.1 

1.2 

0.9 

2.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ひとり親家庭 フルタイム共働き フル・パート共働き 専業主婦（夫）家庭 その他、無回答
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（２）平均就労日数と時間 

【アで「１．」～「４．」（就労している）を選んだ方にうかがいます。（産休・育休・介護休

業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。）】 

問８ イ １週当たりの平均的な就労日数 

ウ １日当たりの平均的な就労時間 

 

①１週当たりの平均就労日数（休業中を含む就労している方） 

 １週当たりの平均就労日数について、母親、父親ともに「５日」（母親：51.9％、父親 84.1％）

が最も多く、次いで母親では「３日」（19.4％）、父親では「６日」（10.5％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１日当たりの平均就労時間（休業中を含む就労している方） 

 １日当たりの平均就労時間について、母親、父親ともに「８時間」（母親：26.4％、父親：38.3％）

が最も多く、次いで母親では「５時間」（17.5％）、父親では「10時間」（20.7％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-６ １週当たりの平均就労日数（母親） 図５-７ １週当たりの平均就労日数（父親） 

図５-８ １日当たりの平均就労時間（母親） 図５-９ １日当たりの平均就労時間（父親） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.1 

4.9 

19.4 

18.8 

51.9 

2.1 

0.3 

1.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=761

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.1 

0.1 

0.2 

0.3 

84.1 

10.5 

1.0 

3.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=917

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

0.3 

0.7 

3.0 

13.5 

17.5 

11.8 

12.0 

26.4 

5.5 

3.8 

0.4 

3.7 

1.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=761

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

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

0.4 

2.8 

38.3 

16.5 

20.7 

3.1 

13.3 

4.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=917
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（３）フルタイムへの移行希望 

【アで「３．」または「４．」（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。】 

問８ エ フルタイムへの移行希望 

 

 フルタイムへの移行希望について、母親では「パート・アルバイト等を続けたい」が 59.7％で最

も多く、次いで「フルタイムへの移行希望はあるが、実現できる見込みはない」が 26.5％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）就労希望（母親） 

【アで「５．」または「６．」（就労していない）を選んだ方にうかがいます。】 

問８ オ 今後の就労希望 

 

 今後の就労希望について、「すぐにでも、または１年以内に就労したい」が 48.1%で最も多く、次

いで「１年より先、一番下の子どもが○歳になったら」が 27.1%となっています。 

 就労希望の末子年齢について、「１年より先、一番下の子どもが○歳になったら」と回答した方に

たずねたところ、「７歳以下」が 35.1%で最も多く、次いで「８歳」が 14.0％となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-10 フルタイムへの移行希望（母親） 図５-11 フルタイムへの移行希望（父親） 

図５-12 今後の就労希望（母親） 図５-13 就労希望の末子年齢（母親） 

フルタイムへの移行希望があり、

実現できる見込みがある

9.5%

フルタイムへの移行希望はあるが、

実現できる見込みはない

26.5%

パート・アルバイト等を

続けたい

59.7%

パート・アルバイト等をやめ

て育児や家事に専念したい

2.1%

無回答

2.1%

n=422
パート・アルバイト等を

続けたい

50.0%
無回答

50.0%

n=8

７歳以下

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

13歳

14歳以上

無回答

35.1 

14.0 

1.8 

8.8 

1.8 

7.0 

12.3 

5.3 

14.0 

0.0% 20.0% 40.0%

n=57

ない

21.4%

すぐにでも、または１年

以内に就労したい

48.1%

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

27.1%

無回答

3.3%

n=210
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（５）希望する就労形態（母親） 

【オで「２．」または「３．」（就労希望有）を選んだ方にうかがいます。】 

問８カ 希望する就労形態 

 

 希望する就労形態について、「パートタイム、アル

バイト等」が 85.4％で最も多く、次いで「フルタイ

ム」が 6.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

（６）希望する就労日数と時間（母親） 

問８キ・ク 希望する就労形態で「パートタイム、アルバイト等」を選んだ方に希望する就労日

数と時間をうかがいました。 

キ １週当たりの就労希望日数 

ク １日当たりの就労希望時間 

 

①１週当たりの希望就労日数 

（パートタイム、アルバイト等による 

就労希望者） 

 １週当たりの希望就労日数について、「３日」

が 60.0％で最も多く、次いで「４日」が 20.0％

となっています。 

 

 

 

 

②１日当たりの希望就労時間 

（パートタイム、アルバイト等による 

就労希望者） 

 １日当たりの希望就労時間について、「５時

間」が 41.5％で最も多く、次いで「４時間」が

29.6％となっています。 

 

 

 

 

  

図５-14 希望する就労形態 

図５-15 １週当たりの希望就労日数 

図５-16 １日当たりの希望就労時間 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.7 

12.6 

60.0 

20.0 

5.9 

0.0 

0.0 

0.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=135

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

0.0 

0.0 

11.1 

29.6 

41.5 

17.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=135

フルタイム

6.3%

パートタイム、

アルバイト等

85.4%

無回答

8.2%

n=158
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６ 放課後の過ごし方について 

（１）放課後に過ごさせたい場所と利用希望時間 

問９ あて名のお子さんについて、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。（複数回答） 

 

①放課後に過ごさせたい場所 

 放課後に過ごさせたい場所について、小学校低学年・小学校高学年ともに、「習い事（ピアノ教

室、サッカークラブ、学習塾など）」（低学年：53.6％、高学年：59.8％）が最も多く、次いで「自

宅」（低学年：49.7％、高学年：56.9％）となっています。 

 平成 30 年度調査と比較すると、小学校低学年・小学校高学年ともに、「公共の場所（公民館、

公園など）」の割合が減少して、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」「放課後子

供教室」などの割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

場所（低学年） 場所（高学年） 

図６-１ 放課後に過ごさせたい場所 

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

公共の場所（公民館、公園など）

習い事（ピアノ教室、
サッカークラブ、学習塾など）

ファミリー・サポート・センター
（地域住民が子どもを預かる事業）

放課後等デイサービス

放課後児童会（学童保育）

放課後子供教室

その他

無回答

49.5 

13.1 

33.5 

51.6 

1.0 

2.4 

19.8 

14.1 

0.5 

25.5 

49.7 

11.0 

29.5 

53.6 

1.1 

4.6 

21.5 

24.5 

0.8 

23.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

平成30年度（n=980） 令和5年度（n=992）

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

公共の場所（公民館、公園など）

習い事（ピアノ教室、
サッカークラブ、学習塾など）

ファミリー・サポート・センター
（地域住民が子どもを預かる事業）

放課後等デイサービス

放課後児童会（学童保育）

放課後子供教室

その他

無回答

51.6 

12.4 

34.2 

59.2 

1.0 

2.1 

9.0 

16.0 

2.2 

24.0 

56.9 

12.4 

31.6 

59.8 

0.7 

3.3 

7.4 

18.1 

2.6 

24.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

平成30年度（n=980） 令和５年度（n=992）
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②過ごさせたい週間日数 

 放課後に過ごさせたい場所ごとの週間日数は以下の通りとなっております。小学校低学年・小学

校高学年ともに「祖父母や友人・知人宅」では週１日、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学

習塾など）」では週２日、「放課後児童会（学童保育）」では週５日（下校時から 18時までの預かり

希望）が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-２ 放課後に過ごさせたい場所ごとの週間日数 

自宅（低学年） 自宅（高学年） 

祖父母や友人･知人宅（低学年） 祖父母や友人･知人宅（高学年） 

公共の場所（低学年） 公共の場所（高学年） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

17.6 

28.6 

21.1 

8.3 

16.2 

1.4 

6.7 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=493

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

16.5 

32.8 

20.0 

6.4 

16.1 

1.1 

7.1 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=564

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

63.3 

21.1 

7.3 

1.8 

5.5 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=109

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

62.6 

22.8 

7.3 

4.1 

2.4 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=123

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

28.7 

37.5 

20.8 

5.5 

5.1 

0.7 

1.7 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=293

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

31.0 

34.8 

23.0 

5.4 

4.2 

0.3 

1.3 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=313
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習い事（低学年） 習い事（低学年） 

ファミリー・サポート・センター（低学年） ファミリー・サポート・センター（高学年） 

放課後等デイサービス（低学年） 放課後等デイサービス（高学年） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

23.1 

45.5 

20.7 

5.8 

4.3 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=532

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

15.9 

36.8 

31.0 

9.3 

6.2 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=593

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

63.6 

27.3 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=11

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

57.1 

14.3 

28.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=7

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

21.7 

13.0 

26.1 

6.5 

28.3 

2.2 

2.2 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=46

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

21.2 

18.2 

30.3 

6.1 

21.2 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=33
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放課後児童会（低学年） 放課後児童会（高学年） 

放課後児童会：何時まで（低学年） 放課後児童会：何時まで（高学年） 

放課後子供教室（低学年） 放課後子供教室（高学年） 

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

3.8 

11.3 

23.0 

9.4 

50.2 

1.9 

0.5 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=213

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

11.0 

26.0 

20.5 

9.6 

32.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=73

16時より前

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

4.7 

5.6 

23.5 

41.8 

16.4 

3.3 

4.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=213

16時より前

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

6.8 

2.7 

20.5 

38.4 

17.8 

4.1 

9.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=73

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

29.2 

24.3 

25.5 

4.1 

16.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=243

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

30.6 

33.9 

14.4 

7.2 

13.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=180
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（２）放課後児童会等の利用希望学年 

【問９の１～３年生・４～６年生のいずれか、あるいは両方で「⑦放課後児童会（学童保 

育）」または「⑧放課後子供教室」を選んだ方にうかがいます。】 

問９-１ あて名のお子さんについて、「放課後児童会（学童保育）」または「放課後子供教室」

の利用を何年生まで希望しますか。 

 

 放課後児童会（学童保育）の利用希望学年については、「６年生」が 42.6％で最も多く、次いで

「４年生」が 21.9％となっています。 

 平成 30 年度調査と比較すると、「１年生」の割合が減少して、「６年生」の割合が増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-３ 放課後児童会の利用希望学年 

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

0.4 

1.9 

19.5 

21.8 

6.1 

34.5 

15.7 

0.0 

1.8 

19.9 

21.9 

6.3 

42.6 

7.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

平成30年度（n=261） 令和５年度（n=448）

１年生

0.0% ２年生

1.8%

３年生

19.9%

４年生

21.9%

５年生

6.3%

６年生

42.6%

無回答

7.6%

n=709
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（３）長期休業期間中の放課後児童会の利用希望 

問 10 あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期休業期間中に放課後児童会（学童保

育）または「放課後子供教室」の利用希望がありますか。利用を希望する場合、何時から何

時まで利用したいですか。また、何年生まで利用したいですか。 

 

①利用希望 

長期休業時の利用希望について、「利用した

い」が 54.2％で最も多く、次いで「利用希望は

ない」が 32.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

②利用希望時間 

利用希望時間について、開始時間は「８時」が 54.6％で最も多く、次いで「９時」が 27.7％とな

っています。終了時間は「17 時」が 32.9%と最も多く、次いで「18 時」が 19.5%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③利用希望学年 

利用希望学年について、「６年生」が 52.8％

で最も多く、次いで「４年生」が 23.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

  

図６-４ 長期休業時の利用希望 

図６-５ 利用希望時間 

利用開始時間 利用終了時間 

図６-６ 利用希望学年 

７時より前

７時

８時

９時

10時

11時

12時以降

無回答

0.2 

10.2 

54.6 

27.7 

4.5 

0.0 

2.6 

0.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=538

14時より前

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

8.0 

3.3 

11.7 

13.2 

32.9 

19.5 

9.3 

1.9 

0.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=538

利用したい

54.2%
利用希望はない

32.1%

わからない

10.7%

無回答

3.0%

n=992

１年生

0.0% ２年生

1.3%

３年生

13.6%

４年生

23.8%

５年生

8.2%

６年生

52.8%

無回答

0.4%

n=538



22 

７ 子どもの病気の際の対応について 

（１）病気やケガで学校を休んだ経験 

問 11 この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで学校を休んだことはありますか。 

 

 病気やケガで事業が利用できなかった経験について、「あった」が 74.7％で最も多く、次いで「な

かった」が 11.0％となっています。 

 平成 30年度調査と比較すると、「あった」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校を休んだ場合の対処方法と日数 

【問 11 で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 11-１ その際、どのように対処しましたか。（複数選択） 

 

①学校を休んだ場合の対処方法 

事業を利用できなかった場合の対処方法について、「回答者が休んだ」が 65.7％で最も多く、次

いで「配偶者（同居のパートナーを含む）が休んだ」が 31.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７-１ 病気やケガで事業が利用できなかった経験 

 

図７-２ 事業を利用できなかった場合の対処方法 

あった

74.7%

なかった

11.0%

無回答

14.3%

n=992

平成30年度
（n=980）

令和５年度
（n=992）

56.8 

74.7 

28.9 

11.0 

14.3 

14.3 

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

あった なかった 無回答

回答者が休んだ

配偶者が休んだ

親族・知人に預けた

就労していない保護者が看た

病児・病後児のための事業を利用した

キッズシッターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

65.7 

31.0 

10.4 

20.2 

0.0 

0.0 

11.7 

8.6 

1.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=741
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②対処方法別日数 

 対処方法別日数は以下の通りとなっています。「回答者が休んだ」について、「６～10日」が 26.5％

と最も多く、次いで「５日」が 20.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者が休んだ 配偶者が休んだ 

親族・知人に預けた 就労していない保護者が看た 

仕方なく子どもだけで留守番をさせた その他 

図７-３ 対処方法別日数 

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

9.7 

11.7 

16.8 

4.3 

20.3 

26.5 

9.2 

1.4 

0.0% 20.0% 40.0%

n=487

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

19.1 

20.0 

19.6 

4.3 

17.0 

13.5 

4.8 

1.7 

0.0% 20.0% 40.0%

n=230

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

20.8 

24.7 

14.3 

5.2 

19.5 

11.7 

2.6 

1.3 

0.0% 20.0% 40.0%

n=77

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

4.7 

8.0 

7.3 

4.0 

16.7 

30.0 

27.3 

2.0 

0.0% 20.0% 40.0%

n=150

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

23.0 

23.0 

26.4 

9.2 

5.7 

10.3 

1.1 

1.1 

0.0% 20.0% 40.0%

n=87

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

7.8 

15.6 

12.5 

3.1 

9.4 

29.7 

12.5 

9.4 

0.0% 20.0% 40.0%

n=64
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（３）病児・病後児のための事業を利用したかった日数 

【問 11-１で「１．」「２．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 11-２ 回答者や配偶者（同居のパートナー含む）が休んだ際、利用可能であれば病児・病後

児のための事業を利用したいと思うことがありましたか。 

 

 病児・病後児保育の利用希望について、「利用したいと思うことはなかった」が 66.4％で最も多

く、「利用したいと思うことがあった」が 20.2％となっています。 

利用希望日数について、「６～10 日」が 31.8％で最も多く、次いで「５日」が 24.3%となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７-４ 病児・病後児保育の利用希望 図７-５ 病児・病後児保育の利用希望日数 

利用したいと思う

ことがあった

20.2%

利用したいと思う

ことはなかった

66.4%

無回答

13.4%

n=529

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

6.5 

8.4 

19.6 

2.8 

24.3 

31.8 

3.7 

2.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

n=107



25 

８ 一時預かりについて 

（１）家族以外に預けた経験 

問 12 この１年間で、保護者の私用（冠婚葬祭、リフレッシュ等）や通院、不定期の就労等の目

的で、あて名のお子さんを家族以外に預けたことはありましたか。 

 

 家族以外に預けた経験について、「なかった」が 81.8％で最も多く、「あった」が 10.4％となっ

ています。 

 平成 30年度調査と比較すると、「なかった」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-１ 家族以外に預けた経験 

あった

10.4%

なかった

81.8%

無回答

7.9%

n=992

平成30年度
（n=980）

令和５年度
（n=992）

12.8 

10.4 

80.5 

81.8 

6.7 

7.9 

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

あった なかった 無回答
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（２）家族以外に預けた理由とその日数 

【問 12 で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 12-1 あて名のお子さんを家族以外に預けたことは何日くらいありましたか。 

 

①家族以外に預けた理由 

 家族以外に預けた理由について、「私用（買物、習い事等）、リフレッシュ目的」が 44.7％で最も

多く、次いで「不定期の就労」が 31.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②理由別預けた日数 

理由別の預けた日数は以下の通りとなっています。「私用（買物、習い事等）、リフレッシュ目的」

について、「２日」が 26.1％で最も多く、次いで「３日」が 19.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜その他の内訳＞ 

兄弟の学校などの行事 

夏期・冬期休業 

習い事 

通院 

図８-２ 家族以外に預けた理由 

合計日数 私用、リフレッシュ目的 冠婚葬祭、病気 

不定期の就労 その他 

図８-３ 理由別預けた日数 

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、子どもの親の病気

不定期の就労

その他

無回答

44.7 

19.4 

31.1 

26.2 

3.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=103

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

13.6 

14.6 

11.7 

7.8 

16.5 

17.5 

15.5 

2.9 

0.0% 20.0% 40.0%

n=103

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

13.0 

26.1 

19.6 

6.5 

15.2 

10.9 

8.7 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0%

n=46

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

15.0 

35.0 

15.0 

5.0 

30.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0%

n=20

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

21.9 

15.6 

21.9 

3.1 

3.1 

9.4 

25.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0%

n=32

１日

２日

３日

４日

５日

６日～10日

11日以上

無回答

18.5 

11.1 

14.8 

3.7 

18.5 

18.5 

14.8 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0%

n=27
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（３）一時預かりをする事業の利用希望 

問 13 今後、あて名のお子さんについて、保護者の私用（冠婚葬祭、リフレッシュ等）や通院、

不定期の就労等の目的で、一時預かりをする事業を利用する必要があると思いますか。  

 

 事業の利用希望について、「利用する必要はない」が 71.4％で最も多く、次いで「利用したい」

が 21.9％となっています。 

 平成 30年度調査と比較すると、「利用する必要はない」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-４ 事業の利用希望 

利用したい

21.9%

利用する必要はない

71.4%

無回答

6.8%

n=992

平成30年度
（n=980）

令和５年度
（n=992）

24.7 

21.9 

70.0 

71.4 

5.3 

6.8 

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

利用したい 利用する必要はない 無回答
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（４）一時預かりをする事業の利用希望の理由とその日数 

【問 13 で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 13-１ 一時預かりをする事業を、年間何日くらい利用したいと思いますか。  

 

①一時預かりをする事業を利用したい理由 

預ける必要の理由について、「冠婚葬祭、子どもの親の病気」が 65.4％で最も多く、次いで「私

用、リフレッシュ目的」が 57.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②理由別預けたい日数 

 理由別の預けたい日数は以下の通りとなっています。「冠婚葬祭、子どもの親の病気」について、

「１～３日」が 45.8％で最も多く、次いで「４～５日」が 31.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜その他の内訳＞ 

兄弟の習い事対応 

両親の介護 

通院 

図８-５ 預ける必要の理由 

合計日数 

図８-６ 理由別預けたい日数 

私用、リフレッシュ目的 冠婚葬祭、病気 

不定期の就労 その他 

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、子どもの親の病気

不定期の就労

その他

無回答

57.1 

65.4 

32.3 

9.7 

5.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=217

１日～３日

４日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日以上

無回答

20.7 

23.0 

24.4 

7.8 

7.4 

1.8 

9.7 

5.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=217

１日～３日

４日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日以上

無回答

41.1 

29.8 

15.3 

5.6 

3.2 

2.4 

2.4 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=124

１日～３日

４日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日以上

無回答

45.8 

31.7 

18.3 

2.8 

0.7 

0.0 

0.7 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=142

１日～３日

４日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日以上

無回答

37.1 

21.4 

11.4 

7.1 

10.0 

0.0 

12.9 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=70

１日～３日

４日～５日

６日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日以上

無回答

47.6 

23.8 

14.3 

4.8 

4.8 

0.0 

4.8 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=21
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（５）望ましい事業形態 

問 13-２ その際、望ましいと思う事業形態はどれですか。（複数回答） 

 

 望ましい事業形態について、「キッズシッター（ベビーシッターの小学生版）に子どもを預ける」

が 56.2％で最も多く、次いで「ファミリー・サポート・センター等の地域住民が子どもを預かる」

が 47.5％なっています。 

 「その他」の内訳は、放課後児童会（学童保育）、放課後等デイサービス、小学校、公共施設な

どとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-７ 望ましい事業形態 

キッズシッターに子どもを預ける

地域住民が子どもを預かる

その他

無回答

56.2 

47.5 

18.4 

8.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=217
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９ 子どもの宿泊を伴う一時預かりについて 

（１）泊まりがけで家族以外に預ける必要の有無 

問 14 あて名のお子さんについて、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族（兄弟姉妹含む）の

育児疲れや育児不安、病気など）により、泊りがけで家族以外に預ける必要があると思いま

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）の利用希望の有無をお答えください。 

 

 泊まりがけで家族以外に預ける必要の有無について、「利用する必要はない」が 86.8％、「利用し

たい」が 7.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家族以外に預ける理由とその泊数 

【問 14 で「１．」を選んだ方にうかがいます。】 

問 14-1 その際、年間何泊くらい利用したいと思いますか。 

 

①家族以外に預ける理由 

 家族以外に預ける理由について、「保護者や家族の病気」が 63.9％で最も多く、次いで「保護者

や家族の育児疲れ・不安」が 45.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図９-１ 泊まりがけで家族以外に預ける必要の有無 

図９-２ 家族以外に預ける理由 

利用したい

7.3%

利用する必要はない

86.8%

無回答

5.9%

n=992

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

33.3 

45.8 

63.9 

12.5 

6.9 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=72
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②利用希望泊数 

 利用希望の泊数は以下の通りとなっています。「保護者や家族の病気」について、「２泊」が 39.5％

で最も多く、次いで「３泊」「５泊」が 18.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図９-３ 利用希望泊数（合計・目的別） 

利用希望泊数の合計 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 

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊以上

無回答

6.9 

18.1 

13.9 

5.6 

11.1 

30.6 

6.9 

6.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=72

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊以上

無回答

30.0 

40.0 

10.0 

0.0 

20.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=20

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊以上

無回答

18.5 

18.5 

22.2 

3.7 

18.5 

11.1 

7.4 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=27

１泊

２泊

３泊

４泊

５泊

６泊～10泊

11泊以上

無回答

16.3 

39.5 

18.6 

0.0 

18.6 

2.3 

4.7 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=43
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10 ご家庭の状況について 

（１）理想とする子どもの人数と実際に予定する子どもの人数 

問 15 あなた（ご夫婦）の理想とする子どもの数は何人ですか。また、実際に予定する子どもの

数は何人ですか。 

 

 理想とする子どもの人数について、「２人」が 48.8％で最も多く、次いで「３人」が 37.2％とな

っています。 

 実際に予定する子どもの人数について、「２人」が 55.8％で最も多く、次いで「３人」が 18.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 10-１ 子どもの人数 

理想 実際に予定する 

１人

5.6%

２人

48.8%３人

37.2%

４人

4.6%

５人以上

2.1%

無回答

1.6%

n=992

１人

18.1%

２人

55.8%

３人

18.9%

４人

2.5%

５人以上

0.4%

無回答

4.2%

n=992
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（２）理想とする子どもの数より少ない理由 

【問 15 で、実際に予定する子どもの数が、理想とする子どもの数より少ない方にうかがいます。】 

問 15-1 実際に予定する子どもの数が、理想とする子どもの数より少ない理由は何ですか。（複

数回答） 

 

 理想とする子どもの数より少ない理由について、「大学教育に対する教育費にお金がかかるから」

が 59.6％で最も多く、次いで「高等学校教育に対する教育費にお金がかかるから」が 49.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 10-２ 理想とする子どもの数より少ない理由 

仕事と子育ての両立が難しいから

結婚が遅いから

配偶者やパートナーが子どもを欲しがらないと思うから

妊娠・出産が精神的・肉体的に大変だから

妊娠・出産が年齢的に難しいから

不妊治療にお金がかかるから

出産費用等の経済的負担が大きいから

育児休業期間中の所得保障が不十分だから

子どもの医療費等の経済的負担が大きいから

子どもの数に応じた手当等による経済的援助が不十分だから

保育園や幼稚園の保育料にお金がかかるから

義務教育に対する教育費にお金がかかるから

高等学校教育に対する教育費にお金がかかるから

大学教育に対する教育費にお金がかかるから

育児が精神的・肉体的に大変だから

育児に家族の協力が得られないから

少ない子どもに手をかけて育てたいから

住宅がせまいから

その他

無回答

44.7 

20.6 

8.5 

36.8 

45.0 

9.0 

26.7 

13.6 

8.5 

25.7 

27.0 

25.4 

49.4 

59.6 

27.8 

13.6 

7.5

17.7

8.5 

0.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=389
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（３）必要とする食料や衣類が買えなかった経験 

問 16 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする食料や衣類が

買えないことがありましたか。  

 

 必要とする食料や衣類が買えなかった経験について、「まったくなかった」が 77.2％で最も多く、

次いで「まれにあった」が 6.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）電気、ガス、水道を止められた経験 

問 17 あなたの世帯では、過去 1 年の間に、経済的な理由による料金滞納のために、電気、ガ

ス、水道を止められたことがありましたか。  

 

 電気、ガス、水道を止められた経験について、「なかった」が 90.9％で最も多く、次いで「あっ

た」「どれか１つはあった」が 0.4％となっています。 

 

 

 

© 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 10-３ 必要とする食料や衣類が買えなかった経験 

図 10-４ 電気、ガス、水道を止められた経験 

よくあった

2.3% ときどきあった

4.9%

まれにあった

6.9%

まったくなかった

77.2%

無回答

8.7%

n=992

あった

0.4%
どれか１つはあった

0.4%

なかった

90.9%

無回答

8.3%

n=992
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11 子育て環境について 

（１）情報の入手方法 

問 18 あなたは、子育てに関する情報を主としてどこから（または、誰から）入手していますか。

（複数回答） 

 

 情報の入手方法について、「隣近所の人、知人、友人」が 75.9％で最も多く、次いで「インター

ネット・ＳＮＳ（市のＨＰ以外）」が 65.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子育てに関して求める情報 

問 19 あなたは、子育てに関するどのような情報がほしいですか。（複数回答） 

 

 子育てに関して求める情報について、「子育てに関する制度や手当について」が 64.2％で最も多

く、次いで「学校の情報」が 59.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 11-１ 情報の入手方法 

図 11-２ 子育てに関して求める情報 

親族（親・兄弟など）

隣近所の人、知人、友人

子育てサークルや保護者会などの仲間

学校

市役所や市の機関の窓口

市の広報やパンフレット

市のホームページ

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌、育児書

インターネット・ＳＮＳ（市のＨＰ以外）

コミュニティ誌

情報の入手手段がわからない

必要な情報を入手できない

情報は必要ない

その他

無回答

49.3 

75.9 

15.0 

53.9 

4.3 

21.8 

10.0 

22.3 

12.2 

65.3 

2.9 

1.8 

1.7 

0.9 

1.4 

0.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=992

子育てに関するイベント

子ども向けのイベント

学校の情報

子育てに関する制度や手当について

育児に関する情報

子どもがかかりやすい病気や事故などの情報

子どもの食事や栄養について

子育てに関する相談機関

不審者などの情報

子どもの事故防止や応急手当について

子育てしやすい住まいに関する情報

その他

無回答

20.3 

49.6 

59.0 

64.2 

21.9 

30.8 

22.5 

14.7 

48.0 

27.2 

18.6 

2.8 

2.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=992
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（３）ヤングケアラーの認知状況 

問 20 あなたは、ヤングケアラーという言葉を知っていますか。 

 

 ヤングケアラーの認知状況について、「言葉も内容も知っている」が 81.0％で最も多く、次いで

「知らない」が 10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ヤングケアラーと思われる人がいた場合の対処方法 

問 21 あなたの周りにヤングケアラーと思われる人がいた場合、どのように対応しますか。 

（複数回答） 

 

 ヤングケアラーと思われる人がいた場合の対処方法について、「本人に様子を聞く」が 39.8％で

最も多く、次いで「家族、知人、友人に相談する」が 36.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 11-３ ヤングケアラーの認知状況 

図 11-４ ヤングケアラーと思われる人がいた場合の対処方法 

言葉も内容も知っている

81.0%

言葉は聞いたことがある

8.4%

知らない

10.2%

無回答

0.4%

n=992

本人に様子を聞く

家族、知人、友人に相談する

先生や部活の顧問等に相談する

関係機関に相談する

何もしない

わからない

その他

無回答

39.8 

36.1 

24.0 

28.4 

7.1 

24.6 

1.8 

0.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=992
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（５）習志野市における子育ての環境や支援への満足度 

問 22 習志野市における子育ての環境や支援への満足度はいかがですか。 

 

 習志野市における子育ての環境や支援への満足度について、「どちらともいえない」が 39.3％で

最も多く、次いで「やや満足」が 28.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）子育てで特に取り組むべき支援策 

問 23 習志野市が子育て支援策として特に取り組むべきだと思うものは何ですか。 

（番号２つまで選択） 

 

 子育てで特に取り組むべき支援策について、「子どもの医療費など経済的支援の充実」が 42.5％

で最も多く、次いで「子育てと両立しやすい就労環境の充実」が 26.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11-５ 習志野市における子育ての環境や支援への満足度 

図 11-６ 子育てで特に取り組むべき支援策 

大変満足

3.8%

やや満足

28.2%

どちらともいえない

39.3%

やや不満

20.1%

大変不満

5.5%

無回答

3.0%

n=992

乳幼児の教育・保育施設の充実

放課後の居場所の充実（放課後児童会・放課後子供教室）

子育てと両立しやすい就労環境の充実

母子保健の充実

時間外保育や短期の一時預かりなどの保育メニューの充実

親子がともにくつろげる場所の充実

子どもに対する相談窓口の充実

子どもの医療費など経済的支援の充実

その他

特にない

無回答

7.5 

25.5 

26.8 

2.3 

7.7 

13.6 

6.4 

42.5 

9.7 

3.0 

14.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=992
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Ⅳ 調査結果（高校生年齢相当～29 歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

１ あなた自身について 

（１）回答者の年齢 

問１ あなたの年齢について教えてください。 

 

 回答者の年齢について、「高校生相当（16歳～18歳）」が 35.5％で最も多く、次いで「23～29歳」

が 33.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この設問では回答者の生年月をうかがいましたが、この報告書では以下の年齢区分に従って集計

しています。また、年齢ごとの配布数及び回収数・回収率は以下のとおりです。 

年齢区分 年齢 対象年齢該当生年月 配布数 回収数 回収率 

高校生相当 

16歳 平成 19年４月～平成 20年３月 471 115 24.4％ 

17歳 平成 18年４月～平成 19年３月 522 101 19.3％ 

18歳 平成 17年４月～平成 18年３月 507 96 18.9％ 

大学生相当 

19歳 平成 16年４月～平成 17年３月 417 56 13.4％ 

20歳 平成 15年４月～平成 16年３月 411 46 11.2％ 

21歳 平成 14年４月～平成 15年３月 482 72 14.9％ 

22歳 平成 13年４月～平成 14年３月 490 77 15.7％ 

23歳～29歳 

23歳 平成 12年４月～平成 13年３月 275 39 14.2％ 

24歳 平成 11年４月～平成 12年３月 284 35 12.3％ 

25歳 平成 10年４月～平成 11年３月 280 31 11.1％ 

26歳 平成９年４月～平成 10年３月 279 39 14.0％ 

27歳 平成８年４月～平成９年３月 265 39 14.7％ 

28歳 平成７年４月～平成８年３月 272 56 20.6％ 

29歳 平成６年４月～平成７年３月 245 55 22.4％ 

 

図１-１ 回答者の年齢（３区分） 

高校生相当

（16歳～18歳）

35.5%

大学生相当

（19歳～22歳）

28.6%

23歳～29歳

33.5%

無回答

2.4%

n=878
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（２）回答者の性別 

問２ あなたの性別について教えてください。 

 

 回答者の性別について、「女」が 54.4％、「男」が 44.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１-２ 回答者の性別 

男

44.4%
女

54.4%

その他

0.9%

無回答

0.2%

n=878
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（３）最後に卒業した学校 

問３ あなたが最後に卒業した（中退含む）学校を教えてください。在学中の方は、現在在学し

ている学校を教えてください。 

 

 最後に卒業した学校について、「４年制大学・大学院」が 39.7％で最も多く、次いで「高等学校

（全日制）」が 36.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１-３ 最後に卒業した学校 

中学校

高等学校（全日制）

高等学校（定時制）

高等学校（通信制）

専門学校

高等専門学校・短期大学

４年制大学・大学院

その他

無回答

4.9 

36.0 

2.7 

3.3 

7.2 

3.9 

39.7 

2.2 

0.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=878
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 年齢別でみると、高校生相当では「高等学校（全日制）」、大学生相当と 23歳～29歳ではともに

「４年生大学・大学院」が最も多く、次いで高校生相当では「中学校」、大学生相当では「高等学

校（全日制）」、23歳～29歳では「専門学校」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中学校

高等学校（全日制）

高等学校（定時制）

高等学校（通信制）

専門学校

高等専門学校・短期大学

４年制大学・大学院

その他

無回答

4.9 

36.0 

2.7 

3.3 

7.2 

3.9 

39.7 

2.2 

0.1 

12.2 

74.0 

3.8 

6.4 

0.0 

0.6 

1.3 

1.3 

0.3 

0.8 

21.5 

2.8 

2.4 

8.8 

4.4 

57.8 

1.6 

0.0 

0.7 

8.8 

1.4 

1.0 

13.3 

5.8 

66.0 

3.1 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

図１-４ 最後に卒業した学校（年齢別） 
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（４）同居している方の有無 

問４ あなたには、同居している方がいますか。いる場合には、同居している方の人数を教えて

ください（あなたを除く）。なお、長期の出張や単身赴任をしている方も含めてください。 

 

 同居している方の有無について、「いる」が 87.0％、「いない」が 12.9％となっています。 

 同居している方の人数について、「いる」と回答した方にその人数をたずねたところ、「３人」が

38.4％で最も多く、次いで「２人」が 28.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「いる」が最も多くなっています。 

 23歳～29歳では、他の年齢に比べて「いない」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１-５ 同居している方の有無 図１-６ 同居している方の人数 

いる

87.0%

いない

12.9%

無回答

0.1%

n=878

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

14.3 

28.4 

38.4 

15.2 

3.4 

0.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=764

図１-７ 同居している方の有無（年齢別） 

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

87.0 

98.7 

86.5 

74.8 

12.9 

1.0 

13.5 

25.2 

0.1 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

いる いない 無回答
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（５）同居している方の属性 

【問４で「１．」を選択した方にうかがいます。】 

問４-１ 同居の方はどなたですか。あなたからみた関係で、お答えください。（複数回答） 

 

 同居している方の属性について、「母親」が 77.4％で最も多く、次いで「父親」が 69.4％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

父親

母親

配偶者・パートナー

子ども

兄弟姉妹

祖父

祖母

友人

その他

無回答

69.4 

77.4 

13.9 

5.4 

51.3 

3.1 

6.3 

0.7 

2.4 

5.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=764

図１-８ 同居している方の属性 
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 年齢別でみると、全ての年齢で「母親」が最も多く、次いで「父親」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

父親

母親

配偶者・パートナー

子ども

兄弟姉妹

祖父

祖母

友人

その他

無回答

69.4 

77.4 

13.9 

5.4 

51.3 

3.1 

6.3 

0.7 

2.4 

5.1 

82.1 

89.9 

0.3 

1.3 

66.9 

3.6 

7.1 

0.0 

1.6 

7.5 

77.4 

88.9 

1.8 

0.5 

53.0 

4.6 

6.5 

0.5 

2.3 

4.6 

46.8 

51.4 

42.7 

13.6 

30.0 

1.4 

5.5 

1.4 

3.6 

1.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体（n=764）

高校生相当（n=308）

大学生相当（n=217）

23歳～29歳（n=220）

図１-９ 同居している方の属性（年齢別） 
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（６）居心地が良いと感じる場所 

問５ あなたが普段、居心地が良いと感じる場所（ほっとできる場所）はどこですか。 

（複数回答） 

 

 居心地が良いと感じる場所について、「自分の部屋」が 78.9％で最も多く、次いで「家庭（実家

や新属の家も含む）」が 54.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「自分の部屋」が最も多く、次いで「家庭（実家や親族の家を

含む）」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１-10 居心地が良いと感じる場所 

図１-11 居心地が良いと感じる場所（年齢別） 

自分の部屋

家庭（実家や親族の家を含む）

学校（卒業した学校を含む）

職場（過去の職場を含む）

地域の公的施設（図書館や公民館や公園など）

カフェ等の店舗

インターネット空間
（ＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅやオンラインゲームなど）

その他

無回答

78.9 

54.1 

17.4 

4.3 

9.3 

16.9 

22.4 

4.0 

0.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=878

自分の部屋

家庭（実家や親族の家を含む）

学校（卒業した学校を含む）

職場（過去の職場を含む）

地域の公的施設（図書館や公民館や公園など）

カフェ等の店舗

インターネット空間
（ＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅやオンラインゲームなど）

その他

無回答

78.9 

54.1 

17.4 

4.3 

9.3 

16.9 

22.4 

4.0 

0.6 

81.7 

54.2 

28.8 

0.6 

7.7 

14.1 

26.0 

3.5 

1.0 

82.9 

55.4 

18.3 

6.4 

11.6 

17.9 

25.9 

6.0 

0.0 

74.1 

52.4 

5.8 

6.8 

9.5 

19.7 

16.0 

2.7 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）
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（７）将来の夢や目標 

問６ 将来の夢や目標を持っていますか。 

 

 将来の夢や目標について、「持っている」が 35.2％で最も多く、次いで「どちらかというと持っ

ている」が 34.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「持っている」が最も多く、次いで「どちらかというと持って

いる」となっています。 

 

 

 

 

 

  

図１-12 将来の夢や目標 

持っている

35.2%

どちらかというと

持っている

34.1%

どちらかというと

持っていない

18.3%

持っていない

12.2%

無回答

0.2%

n=878

図１-13 将来の夢や目標（年齢別） 

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

35.2 

36.2 

37.5 

32.0 

34.1 

34.3 

36.3 

31.6 

18.3 

18.6 

17.1 

19.7 

12.2

10.6

9.2 

16.3

0.2

0.3

0.0 

0.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

持っている どちらかというと持っている

どちらかというと持っていない 持っていない

無回答
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（８）自分にはよいところがあると思うか 

問７ 自分にはよいところがあると思いますか。 

 

 自分にはよいところがあると思うかについて、「あると思う」が 51.0％で最も多く、次いで「ど

ちらかというとあると思う」が 32.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「あると思う」が最も多く、次いで「どちらかというとあると

思う」となっています。 

 

 

 

  

図１-14 自分にはよいところがあると思うか 

あると思う

51.0%

どちらかというと

あると思う

32.0%

どちらかというと

ないと思う

10.9%

ないと思う

5.8%

無回答

0.2%

n=878

図１-15 自分にはよいところがあると思うか（年齢別） 

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

51.0 

49.0 

58.2 

46.9 

32.0 

34.3 

25.1 

35.4 

10.9 

11.2 

10.0 

11.9 

5.8

5.1

6.8 

5.4

0.2

0.3

0.0 

0.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

あると思う どちらかというとあると思う

どちらかというとないと思う ないと思う

無回答
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２ 現在の状況について 

（１）現在の就労、就学状況 

問８ あなたの現在の就労・就学状況についてお答えください。 

 

 現在の就労、就学状況について、「学生・生徒（予備校生などを含む）」が 60.4％で最も多く、次

いで「正規の社員・職員・従業員」が 25.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-１ 現在の就労、就学状況 

学生・生徒（予備校生などを含む）

パート・アルバイト

派遣社員

契約社員・嘱託

正規の社員・職員・従業員

会社などの役員

自営業・自由業

家族従業者・内職

専業主婦・主夫

家事手伝い

無職（仕事を探している）

無職（仕事を探していない）

その他

無回答

60.4 

5.6 

1.1 

2.5 

25.1 

0.2 

0.8 

0.1 

1.0 

0.6 

1.1 

1.0 

0.3 

0.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=878
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 年齢別でみると、高校生相当と大学生相当ではともに「学生・生徒（予備校生などを含む）」、23

歳～29歳では「正規の社員・職員・従業員」が最も多く、次いで高校生相当と 23歳～29歳ではと

もに「パート・アルバイト」、大学生相当では「パート・アルバイト」「正規の社員・職員・従業員」

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-２ 現在の就労、就学状況（年齢別） 

学生・生徒（予備校生などを含む）

パート・アルバイト

派遣社員

契約社員・嘱託

正規の社員・職員・従業員

会社などの役員

自営業・自由業

家族従業者・内職

専業主婦・主夫

家事手伝い

無職（仕事を探している）

無職（仕事を探していない）

その他

無回答

60.4 

5.6 

1.1 

2.5 

25.1 

0.2 

0.8 

0.1 

1.0 

0.6 

1.1 

1.0 

0.3 

0.1 

98.1 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.3 

0.0 

0.3 

78.5 

7.2 

1.2 

1.6 

7.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

1.2 

0.8 

1.6 

0.4 

0.0 

7.8 

8.2 

2.4 

5.8 

66.7 

0.3 

1.7 

0.3 

2.0 

0.3 

2.4 

1.4 

0.7 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）
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（２）就業経験 

【問８で「２．」～「13．」のいずれかを選択した方にうかがいます。】 

問９ あなたの就業経験についてお答えください。（パート・アルバイトを含む） 

 

 就業経験について、「現在、就労している」が 84.1％で最も多く、次いで「現在は就業していな

いが、過去に就業経験がある」が 8.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、高校生相当では「現在、就業している」「現在は就業していないが、過去に就

業経験がある」、大学生相当と 23歳～29歳ではともに「現在、就業している」が最も多く、次い

で高校生相当では「これまでに就業経験はない」、大学生相当と 23歳～29歳ではともに「現在は

就業していないが、過去に就業経験がある」となっています。 

 

 

 

  

図２-３ 就業経験 

現在、就業している

84.1%

現在、就業しているが、

休職や休業中である

4.3%

現在は就業していないが、

過去に就業経験がある

8.1%

これまでに就業

経験はない

2.0%

無回答

1.4%

n=347

図２-４ 就業経験（年齢別） 

全体（n=347）

高校生相当（n=5）

大学生相当（n=54）

23歳～29歳（n=271）

84.1 

40.0 

79.6 

86.3 

4.3 

0.0 

0.0 

5.2 

8.1 

40.0 

11.1 

6.3 

2.0 

20.0 

7.4 

0.7

1.4

0.0 

1.9 

1.5

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

現在、就業している 現在、就業しているが、休職や休業中である

現在は就業していないが、過去に就業経験がある これまでに就業経験はない

無回答
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（３）外出を控えているか 

問 10 あなたは人と交わることに困難を感じて、外出を控えていますか。 

 

 外出を控えているかについて、「いいえ」が 93.3％、「はい」が 6.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「いいえ」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-５ 外出を控えているか 

図２-６ 外出を控えているか（年齢別） 

はい

6.5%

いいえ

93.3%

無回答

0.2%

n=878

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

6.5 

6.1 

5.6 

8.2 

93.3 

93.3 

94.4 

91.8 

0.2 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

はい いいえ 無回答
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（４）ひきこもりとなってどのくらい経つか 

【問 10で「１．」を選択した方にうかがいます。】 

問 10-１ あなたがその状態となって、どのくらい経ちますか。 

 

 ひきこもりとなってどのくらい経つかについて、「３年～５年」が 24.6％で最も多く、次いで「10

年以上」が 19.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-７ ひきこもりとなってどのくらい経つか 

３か月未満

３か月～６か月未満

６か月～１年未満

１年～２年未満

２年～３年未満

３年～５年未満

５年～７年未満

７年～10年未満

10年以上

無回答

8.8 

7.0 

1.8 

12.3 

12.3 

24.6 

10.5 

3.5 

19.3 

0.0 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

n=57



17 

 年齢別でみると、高校生相当では「３年～５年未満」、大学生相当では「３か月未満」「３か月

～６か月未満」「２年～３年未満」「３年～５年未満」「７年～10年未満」「10年以上」、23歳～29

歳では「10年以上」が最も多く、次いで高校生相当では「１年～２年未満」「２年～３年未満」

「５年～７年未満」、大学生相当では「１年～２年未満」「５年～７年未満」、23歳～29歳では

「３年～５年未満」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３か月未満

３か月～６か月未満

６か月～１年未満

１年～２年未満

２年～３年未満

３年～５年未満

５年～７年未満

７年～10年未満

10年以上

無回答

8.8 

7.0 

1.8 

12.3 

12.3 

24.6 

10.5 

3.5 

19.3 

0.0 

5.3 

0.0 

0.0 

15.8 

15.8 

42.1 

15.8 

0.0 

5.3 

0.0 

14.3 

14.3 

0.0 

7.1 

14.3 

14.3 

7.1 

14.3 

14.3 

0.0 

8.3 

8.3 

4.2 

12.5 

8.3 

16.7 

8.3 

0.0 

33.3 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

全体（n=57）

高校生相当（n=19）

大学生相当（n=14）

23歳～29歳（n=24）

図２-８ ひきこもりとなってどのくらい経つか（年齢別） 
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(５）ひきこもりになった主な理由 

【問 10-１で「３．」～「９．」のいずれかを選択した方にうかがいます。】 

問 10-２ あなたがその状態になった主な理由は何ですか。（複数回答） 

 

 ひきこもりになった主な理由について、「人間関係がうまくいかなかったこと」が 50.0％で最も

多く、次いで「学校になじめなかったこと」が 29.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-９ ひきこもりになった主な理由 

学校になじめなかったこと

小学校時代の不登校

中学校時代の不登校

高校時代の不登校

大学（専門学校、短期大学等を含む）時代の不登校

受験に失敗したこと（高校・大学等）

就職活動がうまくいかなかったこと

職場になじめなかったこと

人間関係がうまくいかなかったこと

病気や障がい等による

妊娠したこと

退職したこと

介護・看護を担うことになったこと

新型コロナウイルス感染症が流行したこと

その他

特に理由はない

わからない

無回答

29.2 

20.8 

22.9 

6.3 

4.2 

2.1 

4.2 

14.6 

50.0 

22.9 

0.0 

6.3 

0.0 

20.8 

12.5 

12.5 

0.0 

2.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=48
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 年齢別でみると、高校生相当では「人間関係がうまくいかなかったこと」、大学生相当では「学

校になじめなかったこと」「人間関係がうまくいかなかったこと」「病気や障がい等による」、23歳

～29歳では「人間関係がうまくいかなかったこと」が最も多く、次いで高校生相当では「学校に

なじめなかったこと」「小学校時代の不登校」「中学校時代の不登校」、大学生相当では「小学校時

代の不登校」「中学校時代の不登校」「新型コロナウイルス感染症が流行したこと」、23歳～29歳

では「職場になじめなかったこと」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-10 ひきこもりになった主な理由（年齢別） 

学校になじめなかったこと

小学校時代の不登校

中学校時代の不登校

高校時代の不登校

大学（専門学校、短期大学等を含む）時代の不登校

受験に失敗したこと（高校・大学等）

就職活動がうまくいかなかったこと

職場になじめなかったこと

人間関係がうまくいかなかったこと

病気や障がい等による

妊娠したこと

退職したこと

介護・看護を担うことになったこと

新型コロナウイルス感染症が流行したこと

その他

特に理由はない

わからない

無回答

29.2 

20.8 

22.9 

6.3 

4.2 

2.1 

4.2 

14.6 

50.0 

22.9 

0.0 

6.3 

0.0 

20.8 

12.5 

12.5 

0.0 

2.1 

22.2 

22.2 

22.2 

5.6 

0.0 

5.6 

0.0 

0.0 

44.4 

11.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11.1 

16.7 

11.1 

0.0 

0.0 

50.0 

30.0 

30.0 

0.0 

10.0 

0.0 

0.0 

10.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30.0 

20.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

15.0 

20.0 

10.0 

5.0 

0.0 

10.0 

30.0 

55.0 

20.0 

0.0 

15.0 

0.0 

25.0 

5.0 

20.0 

0.0 

5.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

全体（n=48）

高校生相当（n=18）

大学生相当（n=10）

23歳～29歳（n=20）
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（６）最近６か月間での家族以外の人と会話をしたか 

【問 10-１で「３．」～「９．」のいずれかを選択した方にうかがいます。】 

問 10-３ 最近６か月間に、家族以外の人と会話しましたか。 

 

 最近６か月間での家族以外の人と会話をしたかについて、「よく会話した」が 41.7％で最も多く、

次いで「ときどき会話した」が 39.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、高校生相当では「よく会話した」、大学生相当と 23歳～29歳では「ときどき

会話した」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

  

図２-11 最近６か月間での家族以外の人と会話をしたか 

図２-12 最近６か月間での家族以外の人と会話をしたか（年齢別） 

よく会話した

41.7%

ときどき会話した

39.6%

ほとんど会話

しなかった

16.7%

まったく会話

しなかった

2.1%

無回答

0.0%

n=48

全体（n=48）

高校生相当（n=18）

大学生相当（n=10）

23歳～29歳（n=20）

41.7 

55.6 

30.0 

35.0 

39.6 

27.8 

60.0 

40.0 

16.7 

11.1 

10.0 

25.0 

2.1 

5.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

よく会話した ときどき会話した ほとんど会話しなかった

まったく会話しなかった 無回答
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３ 自身の経験、悩みや不安について 

（１）悩みや不安 

問 11 現在、悩みや不安はありますか。（複数選択） 

 

 悩みや不安について、「収入や生活費のこと」が 32.0％で最も多く、次いで「漠然とした不安」

が 25.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３-１ 悩みや不安 

仕事や職場のこと

学校での勉強や成績のこと

進学のこと

就職のこと

友人や仲間との人間関係

家族関係のこと

異性との交際に関すること

Ｘ（旧Twitter）、フェイスブック、
インスタグラムなどＳＮＳ上の人間関係のこと

気分や体調のこと

病気や障がいのこと

性格のこと

容姿のこと

収入や生活費のこと

住宅のこと

奨学金などの返済のこと

子育てのこと

介護のこと

漠然とした不安

その他

特にない

無回答

24.3 

25.3 

24.0 

25.3 

17.1 

9.9 

15.1 

2.6 

17.7 

8.2 

17.5 

22.3 

32.0 

9.6 

8.8 

5.5 

2.6 

25.9 

2.1 

12.4 

0.6 

0.0% 20.0% 40.0%

n=878
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年齢別でみると、高校生相当では「進学のこと」、大学生相当では「就職のこと」、23歳～29歳

では「収入や生活費のこと」が最も多く、次いで高校生相当では「学校での勉強や成績のこと」、

大学生相当では「収入や生活費のこと」、23歳～29歳では「仕事や職場のこと」となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-２ 悩みや不安（年齢別） 

仕事や職場のこと

学校での勉強や成績のこと

進学のこと

就職のこと

友人や仲間との人間関係

家族関係のこと

異性との交際に関すること

Ｘ（旧Twitter）、フェイスブック、
インスタグラムなどＳＮＳ上の人間関係のこと

気分や体調のこと

病気や障がいのこと

性格のこと

容姿のこと

収入や生活費のこと

住宅のこと

奨学金などの返済のこと

子育てのこと

介護のこと

漠然とした不安

その他

特にない

無回答

24.3 

25.3 

24.0 

25.3 

17.1 

9.9 

15.1 

2.6 

17.7 

8.2 

17.5 

22.3 

32.0 

9.6 

8.8 

5.5 

2.6 

25.9 

2.1 

12.4 

0.6 

2.9 

49.0 

54.8 

17.9 

26.0 

9.6 

11.5 

2.9 

15.4 

6.1 

19.2 

24.7 

9.3 

1.0 

3.2 

0.3 

0.3 

22.1 

1.0 

16.7 

1.0 

22.7 

23.5 

12.0 

53.0 

17.1 

10.4 

15.9 

3.2 

14.3 

8.4 

15.1 

23.1 

30.3 

5.2 

7.6 

0.4 

1.6 

28.7 

1.6 

11.2 

0.0 

48.0 

2.4 

2.0 

9.9 

8.2 

9.9 

17.7 

2.0 

22.8 

10.9 

17.7 

20.1 

57.1 

22.4 

16.0 

14.6 

5.8 

27.9 

3.4 

8.5 

0.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）
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（２）悩み事の相談相手 

問 12 ふだん悩み事を誰に相談しますか。（複数選択） 

 

 悩み事の相談相手について、「友人・知人」が 55.4％で最も多く、次いで「親」が 53.3％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３-３ 悩み事の相談相手 

親

兄弟姉妹

友人・知人

交際相手

配偶者・パートナー

祖父母

学校の先生

職場の同僚・上司

カウンセラー・精神科医

市役所など行政の相談機関の人

ＮＰＯ法人など民間の相談機関の
人

インターネット上の知り合い

インターネット上の質問サイト

その他

誰にも相談しない

無回答

53.3 

16.7 

55.4 

10.6 

10.6 

1.6 

3.9 

7.4 

3.4 

0.3 

0.2 

4.3 

0.7 

1.0 

19.9 

0.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=878
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年齢別でみると、高校生相当と大学生相当では「知人・友人」、23歳～29歳では「親」が最も

多く、次いで高校生相当と大学生相当では「親」、23歳～29歳では「友人・知人」となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３-４ 悩み事の相談相手（年齢別） 

親

兄弟姉妹

友人・知人

交際相手

配偶者・パートナー

祖父母

学校の先生

職場の同僚・上司

カウンセラー・精神科医

市役所など行政の相談機関の人

ＮＰＯ法人など民間の相談機関の人

インターネット上の知り合い

インターネット上の質問サイト

その他

誰にも相談しない

無回答

53.3 

16.7 

55.4 

10.6 

10.6 

1.6 

3.9 

7.4 

3.4 

0.3 

0.2 

4.3 

0.7 

1.0 

19.9 

0.5 

56.1 

17.6 

59.6 

4.5 

0.3 

1.9 

7.7 

0.0 

2.2 

0.3 

0.0 

3.8 

0.6 

0.6 

20.5 

0.6 

53.4 

14.7 

59.0 

15.9 

0.8 

2.0 

3.2 

3.6 

4.0 

0.8 

0.4 

6.4 

0.8 

0.4 

20.7 

0.0 

50.7 

17.3 

48.6 

12.2 

28.2 

1.0 

0.7 

18.0 

4.1 

0.0 

0.3 

3.1 

0.7 

2.0 

19.0 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）
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（３）どの程度、孤独であると感じるか 

問 13 あなたはどの程度、孤独であると感じることがありますか。 

 

 どの程度、孤独であると感じるかについて、「ほとんどない」が 40.0％で最も多く、次いで「し

ばしばある」が 34.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、高校生相当と大学生相当ではともに「ほとんどない」、23歳～29歳では「し

ばしばある」が最も多く、次いで高校生相当と大学生相当ではともに「しばしばある」、23歳～29

歳では「ほとんどない」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３-５ どの程度、孤独であると感じるか 

図３-６ どの程度、孤独であると感じるか（年齢別） 

まったくない

19.8%

ほとんどない

40.0%

しばしばある

34.7%

いつもある

4.7%

無回答

0.8%

n=878

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

19.8 

21.2 

17.1 

20.4 

40.0 

42.6 

40.2 

36.4 

34.7 

31.4 

37.5 

37.1 

4.7 

3.8 

4.4 

5.8 

0.8 

1.0 

0.8 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

まったくない ほとんどない しばしばある いつもある 無回答
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（４）過去に経験したこと 

問 14 あなたはこれまでに、次のようなことを経験したことはありますか。実際に経験したこと

のあるものをすべて選択してください。（複数選択） 

 

 過去に経験したことについて、「上記のことを経験したことはない」が 67.8％で最も多く、次い

で「クラスや職場への不適応」が 15.1％となっております。 

 通っていた学校について、「学校の中途退学」と回答した方にたずねたところ、「高等学校」「大

学・短期大学」が 32.4％で最も多く、次いで「専門学校」が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、全ての年齢で「上記のことを経験したことはない」が最も多く、次いで高校

生相当では「不登校」、大学生相当と 23歳～29歳ではともに「クラスや職場への不適応」となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３-７ 過去に経験したこと 図３-８ 通っていた学校 

図３-９ 次のような経験をしたことがあるか（年齢別） 

ニート

ひきこもり

クラスや職場への不適応

不登校

学校の中途退学

ヤングケアラー

上記のことを経験したことはない

無回答

7.7 

7.1 

15.1 

11.0 

4.2 

2.1 

67.8 

4.6 

0.6 

6.7 

11.5 

12.8 

2.2 

1.9 

71.5 

6.1 

7.2 

7.2 

16.3 

12.4 

4.4 

2.4 

69.3 

4.0 

15.3 

7.5 

18.4 

8.5 

5.8 

2.0 

62.6 

2.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

ニート

ひきこもり

クラスや職場への不適応

不登校

学校の中途退学

ヤングケアラー

上記のことを経験したことはない

無回答

7.7 

7.1 

15.1 

11.0 

4.2 

2.1 

67.8 

4.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=878

高等学校

32.4%

専門学校

18.9%

大学・短期大学

32.4%

その他

5.4%

無回答

10.8%

n=37
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４ 自身の生活について 

（１）家庭の暮らし向き 

問 15 あなたの家の暮らし向き（衣食住、レジャーなどの物質的な生活水準）は、 

世間一般と比べて、どの程度だと思いますか。 

 

 家庭の暮らし向きについて、「ふつう」が 40.4％で最も多く、次いで「やや良い」が 29.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、全ての年齢で「ふつう」が最も多く、次いで「やや良い」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-１ 家庭の暮らし向き 

図４-２ 家庭の暮らし向き（年齢別） 

かなり良い

21.2%

やや良い

29.4%

ふつう

40.4%

やや低い

6.8%

低い

1.9%
無回答

0.2%

n=878

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

21.2 

26.3 

25.1 

11.6 

29.4 

30.8 

31.5 

26.5 

40.4 

37.8 

35.5 

47.3 

6.8 

3.5 

6.8 

10.9 

1.9 

1.3 

1.2 

3.4 

0.2

0.3 

0.0 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

かなり良い やや良い ふつう やや低い 低い 無回答



28 

（２）生活の満足度 

問 16 全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。 

 

 生活の満足度について、「やや満足している」が 33.9％で最も多く、次いで「十分に満足してい

る」が 31.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、高校生相当では「十分に満足している」、大学生相当と 23歳～29歳ではとも

に「やや満足している」が最も多く、次いで高校生相当では「やや満足している」、大学生相当で

は「十分に満足している」、23歳～29歳では「ふつう」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-３ 生活の満足度 

図４-４ 生活の満足度（年齢別） 

十分に

満足している

31.8%

やや

満足している

33.9%

ふつう

24.1%

あまり

満足していない

8.2%

まったく

満足していない

1.7%
無回答

0.2%

n=878

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

31.8 

38.1 

34.3 

22.4 

33.9 

33.3 

37.1 

33.0 

24.1 

20.8 

21.5 

28.9 

8.2 

6.1 

6.4 

12.2 

1.7 

1.3 

0.8 

3.1 

0.2

0.3 

0.0 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

十分に満足している やや満足している ふつう

あまり満足していない まったく満足していない 無回答
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（３）自分の健康状態 

問 17 あなたは、自分の健康状態についてどう感じていますか。 

 

 自分の健康状態について、「まあよい」が 30.3％で最も多く、次いで「よい」が 30.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、高校生相当では「よい」、大学生相当では「まあよい」、23歳～29歳では「あ

まりよくない」が最も多く、次いで高校生相当と 23歳～29歳ではともに「まあよい」、大学生相

当では「よい」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-５ 自分の健康状態 

図４-６ 自分の健康状態（年齢別） 

よい

30.2%

まあよい

30.3%

ふつう

24.1%

あまりよくない

12.4%

よくない

2.7%

無回答

0.2%

n=878

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

30.2 

34.0 

33.1 

24.5 

30.3 

28.8 

35.5 

27.2 

24.1 

22.1 

19.5 

29.6 

12.4 

13.1 

8.4 

15.0 

2.7 

1.6 

3.6 

3.4 

0.2

0.3 

0.0 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 無回答
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（４）理想とする生き方で重視すること 

問 18 理想とする生き方について、次の中で特に重視することは何ですか。 

 

 理想とする生き方で重視することについて、「自分の好きなように暮らすこと」が 33.3％で最も

多く、次いで「家族と幸せに暮らすこと」が 19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「自分の好きなように暮らすこと」が最も多く、次いで高校生

相当では「その日その日を楽しく生きること」、大学生相当では「経済的に豊かになること」、23

歳～29歳では「家族と幸せに暮らすこと」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-７ 理想とする生き方で重視すること 

図４-８ 理想とする生き方で重視すること（年齢別） 

経済的に豊かになること

社会的な地位や名誉を得ること

自分の好きなように暮らすこと

社会や他の人々のために尽くすこと

家族と幸せに暮らすこと

友だちなど周囲の人と楽しく付き合っていくこと

その日その日を楽しく生きること

その他

わからない

特に重視することはない

無回答

17.8 

1.3 

33.3 

2.6 

19.5 

7.7 

13.6 

0.7 

2.6 

0.8 

0.2 

16.0 

1.3 

33.3 

2.6 

15.4 

8.7 

16.3 

1.0 

3.8 

1.3 

0.3 

18.7 

0.8 

34.7 

4.4 

12.7 

9.6 

15.9 

0.0 

2.8 

0.4 

0.0 

18.0 

1.7 

32.7 

1.4 

28.9 

5.8 

8.8 

1.0 

1.0 

0.3 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

経済的に豊かになること

社会的な地位や名誉を得ること

自分の好きなように暮らすこと

社会や他の人々のために尽くすこと

家族と幸せに暮らすこと

友だちなど周囲の人と楽しく付き合っていくこと

その日その日を楽しく生きること

その他

わからない

特に重視することはない

無回答

17.8 

1.3 

33.3 

2.6 

19.5 

7.7 

13.6 

0.7 

2.6 

0.8 

0.2 

0.0% 20.0% 40.0%

n=878
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（５）将来に不安を感じるか 

問 19 将来に不安を感じていますか。 

 

 将来に不安を感じるかについて、「感じている」が 40.5％で最も多く、次いで「少し感じている」

が 37.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、高校生相当では「少し感じている」、大学生相当と 23 歳～29歳ではともに

「感じている」が最も多く、次いで高校生相当では「感じている」、大学生相当と 23歳～29歳で

はともに「少し感じている」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-９ 将来に不安を感じるか 

図４-10 将来に不安を感じるか（年齢別） 

感じていない

4.8%

あまり

感じていない

15.3%

少し

感じている

37.2%

感じている

40.5%

わからない

1.9%

無回答

0.2%

n=878

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

4.8 

5.4 

3.6 

4.4 

15.3 

18.6 

13.5 

13.6 

37.2 

36.9 

40.2 

34.7 

40.5 

35.9 

41.4 

45.6 

1.9 

2.9 

1.2 

1.4 

0.2

0.3 

0.0 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

感じていない あまり感じていない 少し感じている

感じている わからない 無回答
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（６）将来への不安 

【問 19で「３．」または「４．」を選択した方にうかがいます。】 

問 19-１ 将来への不安は何ですか。（複数選択） 

 

 将来への不安について、「収入・生活費」が 71.7％で最も多く、次いで「仕事」が 42.9％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４-11 将来への不安 

収入・生活費

勉強

進学

就職

仕事

家族の生活

自分の健康

結婚

生きがい

孤独・孤立

友だちなどの人間関係

社会情勢・不況

不安の内容がわからない

その他

無回答

71.7 

24.6 

25.0 

41.9 

42.9 

21.2 

22.7 

26.5 

24.7 

19.2 

18.6 

32.1 

1.8 

1.3 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=683
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 年齢別でみると、高校生相当では「進学」、大学生相当、23歳～29歳ではともに「収入・生活

費」が最も多く、次いで高校生相当では「収入・生活費」、大学生相当では「就職」、23歳～29歳

では「仕事」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

収入・生活費

勉強

進学

就職

仕事

家族の生活

自分の健康

結婚

生きがい

孤独・孤立

友だちなどの人間関係

社会情勢・不況

不安の内容がわからない

その他

無回答

71.7 

24.6 

25.0 

41.9 

42.9 

21.2 

22.7 

26.5 

24.7 

19.2 

18.6 

32.1 

1.8 

1.3 

0.0 

59.5 

52.4 

64.3 

57.7 

35.2 

13.7 

18.9 

18.5 

21.6 

20.3 

25.6 

24.7 

3.1 

0.9 

0.0 

67.8 

15.1 

9.3 

58.0 

44.9 

14.6 

19.0 

29.3 

25.9 

15.1 

14.6 

30.2 

1.5 

1.0 

0.0 

86.0 

6.8 

1.3 

14.4 

47.5 

32.6 

28.4 

30.9 

25.8 

22.0 

15.7 

40.7 

0.4 

2.1 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体（n=683）

高校生相当（n=227）

大学生相当（n=205）

23歳～29歳（n=236）

図４-12 将来への不安（年齢別） 
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５ 結婚・子育てについて 

（１）結婚の有無 

問 20 あなたは、結婚していますか。 

 

 結婚の有無について、「今まで結婚したことがない」が 88.2％で最も多く、次いで「結婚してい

る（事実婚を含む）」が 10.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「今まで結婚したことがない」が最も多く、次いで高校生相当

と大学生相当ではともに「結婚したことがあるが、今はそうではない」、23歳～29歳では「結婚

している（事実婚を含む）」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-１ 結婚の有無 

結婚している

（事実婚を含む）

10.4%

今まで結婚した

ことがない

88.2%

結婚したことがあるが、

今はそうではない

1.3%

無回答

0.2%

n=878

図５-２ 結婚の有無（年齢別） 

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

10.4 

0.0 

0.4 

27.6 

88.2 

99.4 

98.4 

70.1 

1.3 

0.3 

1.2 

2.0 

0.2 

0.3 

0.0 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

結婚している（事実婚を含む） 今まで結婚したことがない

結婚したことがあるが、今はそうではない 無回答
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（２）今後の結婚願望 

【問 20で「２．」を選択した方にうかがいます。】 

問 20-１ 今後結婚したいと思いますか。 

 

 今後の結婚願望について、「いずれは結婚したい」が 59.8％で最も多く、次いで「結婚したいと

思わない」が 17.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「いずれは結婚したい」が最も多く、次いで高校生相当では

「わからない」、大学生相当と 23歳～29歳ではともに「結婚したいと思わない」となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-３ 今後の結婚願望 

図５-４ 今後の結婚願望（年齢別） 

すぐにでも結婚したい

4.4%

いずれは結婚したい

59.8%

結婚したいと思わない

17.6%

わからない

17.1%

その他

1.0%

無回答

0.1%

n=774

全体（n=774）

高校生相当（n=310）

大学生相当（n=247）

23歳～29歳（n=206）

4.4 

1.0 

5.3 

8.3 

59.8 

60.3 

65.2 

52.4 

17.6 

17.7 

14.6 

21.4 

17.1 

20.3 

13.8 

16.0 

1.0 

0.3 

1.2 

1.9 

0.1

0.3 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

すぐにでも結婚したい いずれは結婚したい 結婚したいと思わない

わからない その他 無回答



36 

（３）結婚したいと思わない理由 

【問 20-１で「３．」を選択した方にうかがいます。】 

問 20-２ 結婚したいと思わない理由について教えてください。（複数選択） 

 

 結婚したいと思わない理由について、「一人でいる方が気楽だから」が 65.4％で最も多く、次い

で「自由な時間が減るから」が 54.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-５ 結婚したいと思わない理由 

仕事に集中したいから

結婚に興味がないから

一人でいる方が気楽だから

ストレスがたまるから

親・友人とのつながりが薄くなるから

自由な時間が減るから

自由に使えるお金が減るから

経済的に苦しくなるから

社会的責任が重くなるから

共同生活に不安があるから

出産・子育てに不安があるから

家族を養う自信がないから

異性との関わりが苦手だから

その他

特に理由はない

無回答

9.6 

51.5 

65.4 

41.9 

3.7 

54.4 

49.3 

28.7 

20.6 

31.6 

38.2 

39.0 

23.5 

4.4 

2.2 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=136
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 年齢別でみると、高校生相当と大学生相当ではともに「一人でいる方が気楽だから」、23歳～29

歳では「自由に使えるお金が減るから」が最も多く、次いで高校生相当では「結婚に興味がない

から」、大学生相当では「自由な時間が減るから」、23歳～29歳では「一人でいる方が気楽だか

ら」「自由な時間が減るから」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-６ 結婚したいと思わない理由（年齢別） 

仕事に集中したいから

結婚に興味がないから

一人でいる方が気楽だから

ストレスがたまるから

親・友人とのつながりが薄くなるから

自由な時間が減るから

自由に使えるお金が減るから

経済的に苦しくなるから

社会的責任が重くなるから

共同生活に不安があるから

出産・子育てに不安があるから

家族を養う自信がないから

異性との関わりが苦手だから

その他

特に理由はない

無回答

9.6 

51.5 

65.4 

41.9 

3.7 

54.4 

49.3 

28.7 

20.6 

31.6 

38.2 

39.0 

23.5 

4.4 

2.2 

0.0 

3.6 

52.7 

67.3 

36.4 

5.5 

49.1 

47.3 

23.6 

18.2 

23.6 

38.2 

32.7 

21.8 

3.6 

3.6 

0.0 

13.9 

44.4 

69.4 

41.7 

2.8 

55.6 

33.3 

25.0 

16.7 

27.8 

27.8 

36.1 

30.6 

8.3 

2.8 

0.0 

13.6 

56.8 

59.1 

47.7 

2.3 

59.1 

63.6 

36.4 

27.3 

45.5 

47.7 

50.0 

20.5 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=136）

高校生相当（n=55）

大学生相当（n=36）

23歳～29歳（n=44）
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（４）今後お子さんを持ちたいと思うか 

問 21 今後お子さんを持ちたいと思いますか。現在すでにお子さんがいらっしゃる 

方は、さらにお子さんを持ちたいと思いますか。 

 

 今後お子さんを持ちたいかと思うかについて、「思う」が 52.6％で最も多く、次いで「思わない

（お子さんがいない方）」が 23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「思う」が最も多く、次いで高校生相当では「その他・わから

ない」、大学生相当と 23歳～29歳ではともに「思わない（お子さんがいない方）」となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-７ 今後お子さんを持ちたいと思うか 

図５-８ 今後お子さんを持ちたいと思うか（年齢別） 

思う

52.6%

思わない

（お子さんがいない方）

23.0%

思わない

（すでにお子さんがいる方）

1.9%

その他・わからない

21.8%

無回答

0.7%

n=878

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

52.6 

47.8 

58.6 

53.1 

23.0 

23.7 

21.9 

24.1 

1.9 

0.6 

0.0 

3.4 

21.8 

27.2 

19.1 

18.4 

0.7 

0.6 

0.4 

1.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

思う 思わない（お子さんがいない方）

思わない（すでにお子さんがいる方） その他・わからない

無回答
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（５）お子さんを持ちたいと思わない理由 

【問 21で「２．」を選択した方にうかがいます。】 

問 21-１ お子さんを持ちたいと思わない理由について教えてください。（複数選択） 

 

 お子さんを持ちたいと思わない理由について、「子育ては大変そうだから」が 63.4％で最も多く、

次いで「子育ては経済的負担が大きいから」が 54.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-９ お子さんを持ちたいと思わない理由 

出産・子育ての知識や自信がないから

子育ては大変そうだから

子どもが苦手だから

自分の生活を楽しみたいから

仕事を優先したいから

子育ては経済的負担が大きいから

子育てをサポートしてくれる人が
周りにいないから

配偶者（パートナーなど）が
子育てを望まないから

家族の協力が得られないから

地域の中で、保育園など子どもを
預けられる環境が整っていないから

地域の中で、子どもが安心して
遊べる環境が整っていないから

地域の中で、子育てについて
相談しやすい体制が整っていないから

勤め先の育児休業制度や子育てを
支援する体制が整っていないから

その他

特に理由はない

無回答

38.1 

63.4 

30.7 

51.0 

14.4 

54.5 

11.4 

4.0 

2.0 

7.4 

5.4 

7.4 

7.4 

8.4 

4.5 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=202
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 年齢別でみると、高校生相当と大学生相当ではともに「子育ては大変そうだから」、23歳～29

歳では「子育ては経済的負担が大きい」が最も多く、次いで高校生相当では「自分の生活を楽し

みたいから」、大学生相当では「子育ては経済的負担が大きい」、23歳～29歳では「子育ては大変

そうだから」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-10 お子さんを持ちたいと思わない理由（年齢別） 

出産・子育ての知識や自信がないから

子育ては大変そうだから

子どもが苦手だから

自分の生活を楽しみたいから

仕事を優先したいから

子育ては経済的負担が大きいから

子育てをサポートしてくれる人が周りにいないから

配偶者（パートナーなど）が子育てを望まないから

家族の協力が得られないから

地域の中で、保育園など子どもを
預けられる環境が整っていないから

地域の中で、子どもが安心して
遊べる環境が整っていないから

地域の中で、子育てについて相談しやすい
体制が整っていないから

勤め先の育児休業制度や子育てを
支援する体制が整っていないから

その他

特に理由はない

無回答

38.1 

63.4 

30.7 

51.0 

14.4 

54.5 

11.4 

4.0 

2.0 

7.4 

5.4 

7.4 

7.4 

8.4 

4.5 

0.0 

37.8 

63.5 

37.8 

51.4 

12.2 

41.9 

4.1 

1.4 

1.4 

2.7 

4.1 

2.7 

1.4 

8.1 

5.4 

0.0 

36.4 

67.3 

21.8 

52.7 

14.5 

54.5 

9.1 

0.0 

0.0 

9.1 

5.5 

14.5 

3.6 

7.3 

7.3 

0.0 

40.8 

60.6 

29.6 

49.3 

16.9 

67.6 

21.1 

9.9 

2.8 

11.3 

7.0 

7.0 

16.9 

9.9 

1.4 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=202）

高校生相当（n=77）

大学生相当（n=55）

23歳～29歳（n=71）
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（６）さらにお子さんを持ちたいと思わない理由 

【問 21で「３．」を選択した方にうかがいます。】 

問 21-２ お子さんがいる方で、さらにお子さんを持ちたいと思わない理由について教えてくだ

さい。（複数選択） 

 

 さらにお子さんを持ちたいと思わない理由について、「現在の子どもの人数でよいと思うから」

「子育ては経済的負担が大きいから」が 58.8％で最も多く、次いで「子育てをサポートしてくれる

人が周りにいないから」「勤め先の育児休業制度や子育てを支援する体制が整っていないから」が

29.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-11 さらにお子さんを持ちたいと思わない理由 

現在の子どもの人数でよいと思うから

子育ては大変だから

子どもが苦手だから

自分の生活を楽しみたいから

仕事を優先したいから

子育ては経済的負担が大きいから

子育てをサポートしてくれる人が
周りにいないから

配偶者（パートナーなど）が
子育てを望まないから

家族の協力が得られないから

地域の中で、保育園など子どもを
預けられる環境が整っていないから

地域の中で、子どもが安心して
遊べる環境が整っていないから

地域の中で、子育てについて
相談しやすい体制が整っていないから

勤め先の育児休業制度や子育てを
支援する体制が整っていないから

その他

特に理由はない

無回答

58.8 

17.6 

11.8 

11.8 

5.9 

58.8 

29.4 

11.8 

5.9 

11.8 

0.0 

5.9 

29.4 

5.9 

5.9 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=17
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 現在の子どもの人数について、「現在の子ど

もの人数でよいと思うから」と回答した方に

たずねたところ、「２人」が 60.0％で最も多

く、次いで「１人」が 10.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、高校生相当では「その他」「特に理由はない」、23歳～29歳では「子育ては経

済的負担が大きいから」が最も多く、次いで 23歳～29歳では「現在の子どもの人数でよいと思う

から」となっています。 

 

 

 

 

  

図５-12 現在の子どもの人数 

１人

10.0%

２人

60.0%
３人

0.0%

４人

0.0%

５人以上

0.0%

無回答

30.0%

n=10

図５-13 さらにお子さんを持ちたいと思わない理由（年齢別） 

現在の子どもの人数でよいと思うから

子育ては大変だから

子どもが苦手だから

自分の生活を楽しみたいから

仕事を優先したいから

子育ては経済的負担が大きいから

子育てをサポートしてくれる人が
周りにいないから

配偶者（パートナーなど）が
子育てを望まないから

家族の協力が得られないから

地域の中で、保育園など子どもを
預けられる環境が整っていないから

地域の中で、子どもが安心して
遊べる環境が整っていないから

地域の中で、子育てについて
相談しやすい体制が整っていないから

勤め先の育児休業制度や子育てを
支援する体制が整っていないから

その他

特に理由はない

無回答

58.8 

17.6 

11.8 

11.8 

5.9 

58.8 

29.4 

11.8 

5.9 

11.8 

0.0 

5.9 

29.4 

5.9 

5.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

30.0 

10.0 

10.0 

10.0 

80.0 

40.0 

10.0 

10.0 

20.0 

0.0 

10.0 

30.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体（n=17）

高校生相当（n=2）

大学生相当（n=0）

23歳～29歳（n=10）
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（７）子どもを持つことを希望する人を支援する施策 

問 22 子どもを持つことを希望する人を支援する施策としてどのようなことが重要だと思いま

すか。（複数選択） 

 

 子どもを持つことを希望する人を支援する施策について、「補助・手当等により安定した家計を

営めるよう支援すること」が 64.1％で最も多く、次いで「保育所など子どもの預け先を充実させる

こと」が 49.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-14 子どもを持つことを希望する人を支援する施策 

安定した雇用機会を提供すること

補助・手当等により安定した家計を
営めるよう支援すること

多子の場合に補助・手当等を充実させること

住宅に対する資金投与や補助を行うこと

保育所など子どもの預け先を充実させること

育児休業に関する制度を充実させること

特に男性の家事育児分担を
促す政策を充実させること

ワーク・ライフ・バランスを
促進する政策を充実させること

不妊治療に関する補助・支援を充実させること

その他

無回答

29.6 

64.1 

20.3 

24.1 

49.4 

30.9 

10.5 

30.1 

7.2 

3.9 

1.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=878
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 年齢別でみると、全ての年齢で「補助・手当等により安定した家計を営めるよう支援するこ

と」が最も多く、次いで「保育所など子どもの預け先を充実させること」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５-15 子どもを持つことを希望する人を支援する施策（年齢別） 

安定した雇用機会を提供すること

補助・手当等により安定した家計を
営めるよう支援すること

多子の場合に補助・手当等を充実させること

住宅に対する資金投与や補助を行うこと

保育所など子どもの預け先を充実させること

育児休業に関する制度を充実させること

特に男性の家事育児分担を
促す政策を充実させること

ワーク・ライフ・バランスを
促進する政策を充実させること

不妊治療に関する補助・支援を充実させること

その他

無回答

29.6 

64.1 

20.3 

24.1 

49.4 

30.9 

10.5 

30.1 

7.2 

3.9 

1.0 

33.3 

61.9 

20.5 

21.2 

48.7 

34.3 

11.9 

27.2 

4.5 

2.6 

1.3 

33.1 

61.4 

21.1 

21.5 

48.6 

33.1 

10.8 

35.5 

7.2 

5.2 

0.4 

21.8 

69.4 

20.1 

30.3 

52.0 

25.2 

8.5 

29.9 

9.9 

4.4 

1.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）
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６ スマートフォン・タブレットの利用について 

（１）平日のスマートフォンやタブレットの平均使用時間 

問 23 あなたは、学校や仕事以外で、スマートフォンやタブレットなどをどのくらい使用します

か。平日１日あたりの平均使用時間に近いものを選んでください。 

 

 平日のスマートフォンやタブレットの平均使用時間について、「５時間以上」が 28.1％で最も多

く、次いで「３時間ぐらい」が 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、高校生相当と大学生相当ではともに「５時間以上」、23歳～29歳では「３時

間ぐらい」が最も多く、次いで高校生相当では「３時間ぐらい」、大学生相当では「４時間ぐら

い」、23歳～29歳では「２時間ぐらい」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-１ 平日のスマートフォンやタブレットの平均使用時間 

30分以内

１時間ぐらい

２時間ぐらい

３時間ぐらい

４時間ぐらい

５時間ぐらい

５時間以上

スマートフォンやタブレットを持っていない

無回答

0.6 

4.9 

16.2 

21.6 

17.3 

10.9 

28.1 

0.2 

0.1 

0.6 

3.5 

14.4 

24.0 

16.7 

9.6 

30.8 

0.0 

0.3 

0.0 

3.2 

10.0 

15.9 

16.3 

15.9 

38.6 

0.0 

0.0 

0.7 

6.8 

22.8 

24.1 

19.0 

8.5 

17.7 

0.3 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

図６-２ 平日のスマートフォンやタブレットの平均使用時間（年齢別） 

30分以内

１時間ぐらい

２時間ぐらい

３時間ぐらい

４時間ぐらい

５時間ぐらい

５時間以上

スマートフォンやタブレットを持っていない

無回答

0.6 

4.9 

16.2 

21.6 

17.3 

10.9 

28.1 

0.2 

0.1 

0.0% 20.0% 40.0%

n=878
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（２）スマートフォンやタブレットの使用目的 

【問 23で「１．」～「７．」のいずれかを選択した方にうかがいます。】 

問 23-１ スマートフォンやタブレットなどをどのような目的で使うことが多いですか。 

（複数選択） 

 

 スマートフォンやタブレットの使用目的について、「動画やウェブサイトを見る」が 88.3％で最

も多く、次いで「ＳＮＳを使う」が 75.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-３ スマートフォンやタブレットの使用目的 

家族と連絡をとる

友だちと連絡をとる

ゲームをする

音楽を聴く

動画やウェブサイトを見る

ＳＮＳを使う

写真を撮る

スケジュール管理やメモ

買い物やチケットの予約

その他

無回答

56.8 

68.9 

53.5 

74.7 

88.3 

75.4 

45.3 

45.3 

34.7 

3.8 

0.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=875
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 年齢別でみると、全ての年齢で「動画やウェブサイトを見る」が最も多く、次いで高校生相当で

は「音楽を聴く」、大学生相当と 23 歳～29歳ではともに「ＳＮＳを使う」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-４ スマートフォンやタブレットの使用目的（年齢別） 

家族と連絡をとる

友だちと連絡をとる

ゲームをする

音楽を聴く

動画やウェブサイトを見る

ＳＮＳを使う

写真を撮る

スケジュール管理やメモ

買い物やチケットの予約

その他

無回答

56.8 

68.9 

53.5 

74.7 

88.3 

75.4 

45.3 

45.3 

34.7 

3.8 

0.1 

57.2 

75.9 

57.2 

81.7 

90.7 

73.0 

46.9 

35.4 

26.4 

4.2 

0.3 

53.0 

70.9 

59.0 

76.5 

90.4 

78.9 

45.4 

51.4 

35.1 

4.0 

0.0 

59.0 

59.4 

45.7 

66.6 

85.0 

75.4 

43.3 

50.5 

43.0 

3.1 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体（n=875）

高校生相当（n=311）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=293）
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（３）インターネットトラブルの経験 

【問 23で「１．」～「７．」のいずれかを選択した方にうかがいます。】 

問 23-２ スマートフォンやタブレットなどでインターネットを利用して、次のようなトラブル

にあったことがありますか。（複数選択） 

 

 インターネットトラブルの経験について、「被害にあったことはない」が 61.9％で最も多く、次

いで「迷惑メール（チェーンメールなど）が頻繁に送られてきた」が 28.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-５ インターネットトラブルの経験 

身におぼえのない料金を請求された

知らないうちに会員登録や契約をしてしまった

インターネットショッピングなどで詐欺にあった
（商品が届かない、不良品が届く等）

オンラインゲームで被害にあった
（アイテムがなくなった、ゲームができない等）

ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）、フェイスブック、
メールなどで、中傷やいやがらせを受けた

名前や住所、メールアドレスなど個人情報や
写真を勝手に使用された

迷惑メール（チェーンメールなど）が
頻繁に送られてきた

コンピュータウイルスに感染した

つきまとい、いやがらせなど、現実の犯罪や
トラブルに巻き込まれた

その他

被害にあったことはない

無回答

7.5 

2.7 

3.5 

0.7 

4.8 

1.3 

28.1 

2.4 

0.6 

1.0 

61.9 

1.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=875
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 年齢別でみると、全ての年齢で「被害にあったことはない」が最も多く、次いで「迷惑メール（チ

ェーンメールなど）が頻繁に送られてきた」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-６ インターネットトラブルの経験（年齢別） 

身におぼえのない料金を請求された

知らないうちに会員登録や契約をしてしまった

インターネットショッピングなどで詐欺にあった
（商品が届かない、不良品が届く等）

オンラインゲームで被害にあった
（アイテムがなくなった、ゲームができない等）

ＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）、フェイスブック、
メールなどで、中傷やいやがらせを受けた

名前や住所、メールアドレスなど個人情報や
写真を勝手に使用された

迷惑メール（チェーンメールなど）が
頻繁に送られてきた

コンピュータウイルスに感染した

つきまとい、いやがらせなど、現実の犯罪や
トラブルに巻き込まれた

その他

被害にあったことはない

無回答

7.5 

2.7 

3.5 

0.7 

4.8 

1.3 

28.1 

2.4 

0.6 

1.0 

61.9 

1.6 

4.2 

1.6 

1.9 

0.6 

3.9 

0.3 

17.4 

1.9 

0.3 

1.3 

75.2 

1.6 

4.0 

4.4 

4.0 

1.2 

5.2 

1.6 

27.1 

2.8 

0.8 

0.8 

62.2 

1.2 

13.7 

2.7 

4.4 

0.3 

5.8 

1.7 

40.3 

2.7 

0.7 

1.0 

47.4 

2.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=875）

高校生相当（n=311）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=293）
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（４）インターネットトラブルにあった時の相談先 

【問 23-２で「１．」～「10．」のいずれかを選択した方にうかがいます。】 

問 23-３ あなたは、トラブルにあった時、誰かに相談しましたか。（複数選択） 

 

 インターネットトラブルにあった時の相談先について、「誰にも相談していない」が 47.2％で最

も多く、次いで「家族」が 40.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、高校生相当では「家族」、大学生相当と 23歳～29歳ではともに「誰にも相談

していない」が最も多く、次いで高校生相当では「誰にも相談していない」、大学生相当と 23歳

～29歳ではともに「家族」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６-７ インターネットトラブルにあった時の相談先 

図６-８ インターネットトラブルにあった時の相談先（年齢別） 

家族

先生や職場の上司

友だちや先輩・後輩

公的な相談窓口

警察

ネットの掲示板など

その他

誰にも相談していない

無回答

40.3 

3.1 

22.8 

3.1 

1.9 

3.4 

0.9 

47.2 

0.0 

52.8 

4.2 

31.9 

1.4 

0.0 

4.2 

0.0 

33.3 

0.0 

42.4 

3.3 

22.8 

2.2 

1.1 

2.2 

0.0 

46.7 

0.0 

33.1 

2.7 

17.6 

4.7 

3.4 

4.1 

2.0 

54.7 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

全体（n=320）

高校生相当（n=72）

大学生相当（n=92）

23歳～29歳（n=148）

家族

先生や職場の上司

友だちや先輩・後輩

公的な相談窓口

警察

ネットの掲示板など

その他

誰にも相談していない

無回答

40.3 

3.1 

22.8 

3.1 

1.9 

3.4 

0.9 

47.2 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

n=320
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７ 地域との関わりについて 

（１）地域活動への参加 

問 24 あなたは、現在、地域活動（自分が住んでいる地域のためのボランティア活動）に参加し

ていますか。 

 

 地域活動への参加について、「参加していない」が 94.6％、「参加している」が 5.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「参加していない」が最も多くなっています。大学生相当で

は、他の年齢に比べて「参加している」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７-１ 地域活動への参加 

参加している

5.0%

参加していない

94.6%

無回答

0.3%

n=878

図７-２ 地域活動への参加（年齢別） 

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

5.0 

4.2 

7.2 

3.4 

94.6 

95.2 

92.8 

96.3 

0.3 

0.6 

0.0 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

参加している 参加していない 無回答
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（２）参加している地域活動 

【問 24で「１．」を選択した方にうかがいます。】 

問 24-１ その地域活動は何ですか。（複数選択） 

 

 参加している地域活動について、「町会・自治会・コミュニティなどの地域活動」が 38.6％で最

も多く、次いで「祭りや地域に伝わる伝統的・文化的な活動」が 27.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、高校生相当と大学生相当ではともに「町会・自治会・コミュニティなどの地

域活動」、23歳～29歳では「町会・自治会・コミュニティなどの地域活動」「祭りや地域に伝わる

伝統的・文化的な活動」が最も多く、次いで高校生相当では「祭りや地域に伝わる伝統的・文化

的な活動」「子どもや高齢者、障がい者のための活動」「その他」、大学生相当と 23歳～29歳では

ともに「子どもや高齢者、障がい者のための活動」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７-３ 参加している地域活動 

町会・自治会・コミュニティなどの地域活動

防犯・防災や交通安全などの活動

地域・公民館等で行っているサークル活動

スポーツ活動（野球・サッカーなど）

祭りや地域に伝わる伝統的・文化的な活動

公園・道路の清掃、花や緑を植える活動

資源回収などのリサイクル活動

子どもや高齢者、障がい者のための活動

まちづくりに関する活動

募金などの支援活動

その他

無回答

38.6 

4.5 

4.5 

13.6 

27.3 

13.6 

9.1 

22.7 

6.8 

11.4 

13.6 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=44

図７-４ 参加している地域活動（年齢別） 

町会・自治会・コミュニティなどの地域活動

防犯・防災や交通安全などの活動

地域・公民館等で行っているサークル活動

スポーツ活動（野球・サッカーなど）

祭りや地域に伝わる伝統的・文化的な活動

公園・道路の清掃、花や緑を植える活動

資源回収などのリサイクル活動

子どもや高齢者、障がい者のための活動

まちづくりに関する活動

募金などの支援活動

その他

無回答

38.6 

4.5 

4.5 

13.6 

27.3 

13.6 

9.1 

22.7 

6.8 

11.4 

13.6 

0.0 

30.8 

15.4 

0.0 

7.7 

23.1 

15.4 

15.4 

23.1 

0.0 

15.4 

23.1 

0.0 

44.4 

0.0 

5.6 

22.2 

22.2 

16.7 

11.1 

27.8 

11.1 

16.7 

5.6 

0.0 

40.0 

0.0 

10.0 

10.0 

40.0 

10.0 

0.0 

20.0 

10.0 

0.0 

10.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

全体（n=44）

高校生相当（n=13）

大学生相当（n=18）

23歳～29歳（n=10）
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（３）地域活動に参加していない理由 

【問 24で「２．」を選択した方にうかがいます。】 

問 24-２ 地域活動に参加していない理由は何ですか。（複数選択） 

 

 地域活動に参加していない理由について、「地域でどのような活動が行われているか知らない」

が 60.9％で最も多く、次いで「参加する時間的余裕がない」が 35.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７-５ 地域活動に参加していない理由 

地域でどのような活動が行われているか知らない

一緒に参加する友だち・知人がいない

参加方法がわからない

時間や日程が合わない

参加する時間的余裕がない

地域の活動に興味がない

地域の活動が盛んではない

以前（コロナ前）は参加していたが活動が
わからなくなった（なくなった）

その他

特に理由はない

無回答

60.9 

25.3 

25.6 

20.5 

35.7 

18.5 

5.4 

1.8 

3.2 

15.2 

0.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=831
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 年齢別でみると、全ての年齢で「地域でどのような活動が行われているか知らない」が最も多

く、次いで「参加する時間的余裕がない」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７-６ 地域活動に参加していない理由（年齢別） 

地域でどのような活動が行われているか知らない

一緒に参加する友だち・知人がいない

参加方法がわからない

時間や日程が合わない

参加する時間的余裕がない

地域の活動に興味がない

地域の活動が盛んではない

以前（コロナ前）は参加していたが活動が
わからなくなった（なくなった）

その他

特に理由はない

無回答

60.9 

25.3 

25.6 

20.5 

35.7 

18.5 

5.4 

1.8 

3.2 

15.2 

0.4 

57.9 

23.6 

25.9 

24.9 

37.0 

15.2 

6.7 

2.4 

3.4 

14.1 

0.0 

59.2 

25.3 

25.3 

13.7 

30.5 

19.7 

4.7 

2.6 

2.6 

19.3 

0.0 

67.5 

28.3 

26.1 

22.3 

38.5 

20.5 

4.2 

0.0 

3.5 

12.4 

1.1 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=831）

高校生相当（n=297）

大学生相当（n=233）

23歳～29歳（n=283）
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（４）地域活動に多くの人が参加するために必要なこと 

問 25 地域活動に多くの人が参加するために必要なことはどのようなことだと思いますか。 

（複数選択） 

 

 地域活動に多くの人が参加するために必要なことについて、「活動に気軽に参加できるようにす

ること」が 57.6％で最も多く、次いで「活動内容を魅力的なものにすること」が 46.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７-７ 地域活動に多くの人が参加するために必要なこと 

活動内容を市内外に積極的にＰＲすること

活動団体（町会、ＮＰＯ、自主活動など）の情報を
公開すること

活動団体が信頼できる組織であること

活動報告（活動内容・決算報告など）が
行われていること

活動内容を魅力的なものにすること

活動に気軽に参加できるようにすること

地域のニーズ・課題に合っていること

活動の目的が明確で共感できること

活動している団体（町会、ＮＰＯ、自主活動など）と
気軽に交流ができること

自分の業務・特技・余暇の範囲で
負担が少なくできること

その他

特にない

無回答

43.7 

27.1 

40.9 

20.7 

46.2 

57.6 

26.3 

29.7 

14.4 

35.0 

2.2 

6.8 

0.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=878
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 年齢別でみると、全ての年齢で「活動に気軽に参加できるようにすること」が最も多く、次い

で高校生相当と 23歳～29歳ではともに「活動内容を魅力的なものにすること」、大学生相当では

「活動内容を市内外に積極的にＰＲすること」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７-８ 地域活動に多くの人が参加するために必要なこと（年齢別） 

活動内容を市内外に積極的にＰＲすること

活動団体（町会、ＮＰＯ、自主活動など）の情報を
公開すること

活動団体が信頼できる組織であること

活動報告（活動内容・決算報告など）が
行われていること

活動内容を魅力的なものにすること

活動に気軽に参加できるようにすること

地域のニーズ・課題に合っていること

活動の目的が明確で共感できること

活動している団体（町会、ＮＰＯ、自主活動など）と
気軽に交流ができること

自分の業務・特技・余暇の範囲で負担が
少なくできること

その他

特にない

無回答

43.7 

27.1 

40.9 

20.7 

46.2 

57.6 

26.3 

29.7 

14.4 

35.0 

2.2 

6.8 

0.5 

46.8 

25.6 

40.7 

16.0 

50.6 

61.2 

24.0 

29.8 

15.7 

31.1 

0.6 

8.3 

0.3 

45.4 

32.7 

41.4 

24.3 

45.0 

60.2 

25.5 

30.3 

16.7 

37.5 

2.8 

4.4 

0.4 

39.5 

24.5 

41.2 

23.1 

43.9 

54.1 

28.9 

30.3 

11.2 

37.8 

3.4 

6.5 

0.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）
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８ ヤングケアラーについて 

（１）「ヤングケアラー」の認知度 

問 26 あなたは「ヤングケアラー」という言葉を知っていますか。 

 

 「ヤングケアラー」の認知度について、「言葉も内容も知っている」が 65.0％で最も多く、次い

で「知らない」が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「言葉も内容も知っている」が最も多く、次いで高校生相当で

は「言葉は聞いたことがある」、大学生相当と 23歳～29歳ではともに「知らない」となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-１ 「ヤングケアラー」の認知度 

図８-２ 「ヤングケアラー」の認知度（年齢別） 

言葉も内容も

知っている

65.0%

言葉は聞いたこと

がある

17.0%

知らない

17.8%

無回答

0.2%

n=878

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

65.0 

65.7 

67.7 

61.9 

17.0 

18.6 

15.5 

16.3 

17.8 

15.4 

16.7 

21.4 

0.2 

0.3 

0.0 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

言葉も内容も知っている 言葉は聞いたことがある 知らない 無回答
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（２）お世話している家族の有無 

問 27 家族の中にあなたがお世話している人はいますか。 

 

 お世話している家族の有無について、「いない」が 96.5％、「いる」が 3.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「いない」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-３ お世話している家族の有無 

いる

3.3%

いない

96.5%

無回答

0.2%

n=878

図８-４ お世話している人の有無（年齢別） 

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

3.3 

3.2 

2.4 

4.1 

96.5 

96.5 

97.6 

95.6 

0.2 

0.3 

0.0 

0.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

いる いない 無回答
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（３）お世話している家族 

【問 27で「１．」を選択した方にうかがいます。】 

問 27-１ あなたがお世話している人はだれですか。（複数選択） 

 

 お世話している家族について、「母親」が 31.0％で最も多く、次いで「父親」「兄弟・姉妹」「そ

の他」が 24.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、高校生相当では「母親」、大学生相当では「父親」「兄弟・姉妹」、23歳～29

歳では「その他」が最も多く、次いで高校生相当では「祖父・祖母」「兄弟・姉妹」、大学生相当

と 23歳～29歳ではともに「母親」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８-５ お世話している家族 

母親

31.0%

父親

24.1%

祖父・祖母

13.8%

兄弟・姉妹

24.1%

その他

24.1%

無回答

0.0%

n=29

図８-６ お世話している人（年齢別） 

母親

父親

祖父・祖母

兄弟・姉妹

その他

無回答

31.0 

24.1 

13.8 

24.1 

24.1 

0.0 

40.0 

10.0 

20.0 

20.0 

10.0 

0.0 

33.3 

66.7 

0.0 

66.7 

0.0 

0.0 

25.0 

16.7 

8.3 

8.3 

50.0 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=29）

高校生相当（n=10）

大学生相当（n=6）

23歳～29歳（n=12）
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（４）お世話をしていることで、やりたいけど、できていないこと 

【問 27で「１．」を選択した方にうかがいます。】 

問 27-２ お世話をしていることで、やりたいけど、できていないことはありますか。 

（複数選択） 

 

 お世話をしていることで、やりたいけど、できていないことについて、「特にない」が 55.2％で

最も多く、次いで「自分の時間が取れない」が 17.2％となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 年齢別でみると、全ての年齢で「特にない」が最も多く、次いで高校生相当では「遅刻・早退

をしてしまう」「宿題や勉強をする時間が取れない」「自分の時間が取れない」「その他」、大学生

相当では「宿題や勉強をする時間が取れない」「睡眠時間が十分に取れない」「友人と遊ぶことが

できない」「自分の時間が取れない」「その他」、23歳～29歳では「睡眠時間が十分に取れない」

「自分の時間が取れない」となっています。 

 

 

 

 

 

  

図８-７ お世話をしていることで、やりたいけど、できていないこと 

学校に行きたくても行けない

遅刻・早退をしてしまう

宿題や勉強をする時間が取れない

睡眠時間が十分に取れない

友人と遊ぶことができない

自分の時間が取れない

習い事ができない

その他

特にない

無回答

3.4 

3.4 

13.8 

13.8 

10.3 

17.2 

0.0 

10.3 

55.2 

10.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=29

学校に行きたくても行けない

遅刻・早退をしてしまう

宿題や勉強をする時間が取れない

睡眠時間が十分に取れない

友人と遊ぶことができない

自分の時間が取れない

習い事ができない

その他

特にない

無回答
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3.4 

13.8 

13.8 

10.3 
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10.3 
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0.0 
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50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.3 

16.7 

8.3 

16.7 

0.0 

0.0 

50.0 

16.7 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=29）

高校生相当（n=10）

大学生相当（n=6）

23歳～29歳（n=12）

図８-８ お世話をしていることで、やりたいけど、できていないこと（年齢別） 
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９ 今後の習志野市について 

（１）習志野市の施策に望むこと 

問 28 あなたは、市が取り組む青少年や若者の施策にどんなことを望みますか。（複数選択） 

 

 習志野市の施策に望むことについて、「お金の心配をせずに学べる（通学・塾にいくこと）ように

支援する」が 73.8％で最も多く、次いで「放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供する」が

39.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図９-１ 習志野市の施策に望むこと 

お金の心配をせずに学べる
（進学・塾にいくこと）ように支援する

就職に向けた相談やサポート体制を充実させる

若者向けのイベントやボランティアなどの
自主的な活動を支援する

自分の意見を発表できる機会を増やす

悩みを相談できる場や機会を増やす

参加したり過ごしたりできる場や
イベントなどの情報を提供する

放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供する

婚活イベントなどの出会いの場を提供する

ヤングケアラーの支援

ニートやひこもりに関する相談や支援を充実させる

その他

特にない

無回答

73.8 

35.1 

18.0 

12.8 

38.0 

18.2 

39.4 

9.3 

35.9 

23.8 

2.7 

5.9 

0.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

n=878



62 

 年齢別でみると、全ての年齢で「お金の心配をせずに学べる（進学・塾にいくこと）ように支

援する」が最も多く、次いで高校生相当では「放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供す

る」、大学生相当では「悩みを相談できる場や機会を増やす」「放課後などに気軽に行ける安全な

居場所を提供する」「ヤングケアラーの支援」、23歳～29歳では「悩みを相談できる場や機会を増

やす」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お金の心配をせずに学べる
（進学・塾にいくこと）ように支援する

就職に向けた相談やサポート体制を充実させる

若者向けのイベントやボランティアなどの
自主的な活動を支援する

自分の意見を発表できる機会を増やす

悩みを相談できる場や機会を増やす

参加したり過ごしたりできる場や
イベントなどの情報を提供する

放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供する

婚活イベントなどの出会いの場を提供する

ヤングケアラーの支援

ニートやひこもりに関する相談や支援を充実させる

その他

特にない

無回答
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全体（n=878）

高校生相当（n=312）

大学生相当（n=251）

23歳～29歳（n=294）

図９-２ 習志野市の施策に望むこと（年齢別） 
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（２）習志野市に住み続けたいと思うか 

問 29 あなたは、これからも習志野市に住み続けたいと思いますか。 

 

 習志野市に住み続けたいと思うかについて、「どちらかというと住み続けたいと思う」が 46.0％

で最も多く、次いで「住み続けたいと思う」が 31.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、全ての年齢で「どちらかというと住み続けたいと思う」が最も多く、次いで

「住み続けたいと思う」となっています。 

 

図９-３ 習志野市に住み続けたいと思うか 

住み続けたいと思う

31.3%

どちらかというと住み

続けたいと思う

46.0%

どちらかというと住み

続けたいと思わない

3.9%

住み続けたいと思わない

4.6%
わからない

13.7%

無回答

0.6%

n=878

図９-４ 習志野市に住み続けたいと思うか（年齢別） 

全体（n=774）

高校生相当（n=310）

大学生相当（n=247）

23歳～29歳（n=206）
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住み続けたいと思う どちらかというと住み続けたいと思う

どちらかというと住み続けたいと思わない 住み続けたいと思わない

わからない 無回答


