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１.調査概要 

 

（１） 調査の目的 

本調査は、塩尻市子ども・子育て支援事業計画の見直しにあたり、本市における教育・保育・子育て

支援の「量の見込み」を算出するとともに、保護者の意見を次世代育成支援対策塩尻市行動計画に反映

させるために、以下の３点を目的として実施した。 

①家庭の状況及び保護者の就労状況を把握 

②教育・保育・子育て支援の「現在の利用状況」「今後の利用希望」を把握 

③教育・保育・子育て支援に関する保護者の意見を把握 

 

 

 

（２） 調査の実施方法 

◆調査対象者：市内在住で、0～6歳の子どもを持つ保護者 

◆対象者数 ：1,844 人 

◆抽出方法 ：住民基本台帳をもとに抽出 

◆調査方法 ：郵送調査 ※一部、保育園配布 

◆実施期間 ：平成30年11月26日～12月28日 

◆調査形式 ：封筒のあて名のお子さんについて回答を依頼 

◆調査項目 : 

① ご回答者とお子さん、ご家族の状況について 

② 幼稚園、保育園などの定期的な利用について 

③ 病気の際の対応について（平日の教育･保育を利用する方のみ） 

④ 不定期の保育サービスの利用について 

⑤ 地域の子ども・子育て支援事業について 

⑥ 小学校就学後の放課後の過ごし方について 

⑦ 母親の就労状況について 

⑧ 母親の育児休業について 

⑨ 父親の就労状況について 

⑩ 父親の育児休業について 

  

（３） アンケート用紙回収結果 

◆実配布数：1,844件  

◆回収数 ：1,391件 （有効回答数1,391件） 

◆回収率 ：75.4％ 

 

 

 

量の見込み（人） 家庭類型別児童数（人） 利用意向率（割合）＝ ×

①より算出 ②より算出

量的なニーズの把握

保護者の意見・困りごと等

③より導出

質的なニーズの把握
計画に反映

「元気っ子育成支援プランⅢ」に反映 
・塩尻市子ども・子育て支援事業計画 

・次世代育成支援対策塩尻市行動計画 
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（４） その他 

◆「★」は､量の見込みの推計上、必要な項目である 

 

◆図表中の割合の合計は､小数点第２位を四捨五入した数値であるため､合計値が 100％にならない場合があ

る。 

 

◆本報告書では、設問ごとに無回答を除いて集計しているため、以下のような場合がある 

 ・アンケートの有効回答数（1,391 件）と、設問ごとの実回答数が一致しないことがある 

 ・単一回答の結果に示す割合は、設問ごとの実回答数に占める割合である 

 ・複数回答は回答のあった件数をベースにした割合と実回答数を示している 
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２.調査結果 

 

 

（１） ご回答者とお子さん、ご家族の状況について 

 

★Ｑ1 調査回答者 

 

 

 

★Ｑ2 調査回答者の配偶者の有無 

 

 

 

Ｑ3 調査回答者の年齢 

 

 

 

Ｑ4 調査回答者の居住年数 

 

 

人数 割合(％)

母親 1,303       93.9

父親 83          6.0

その他 2            0.1

合計 1,388       100.0

人数 割合(％)

いる 1,275       91.7

いない 115         8.3

合計 1,390       100.0

人数 割合(％)

10代 1            0.1

20代 187         13.5

30代 825         59.4

40代 363         26.2

50代 9            0.6

60代以上 3            0.2

合計 1,388       100.0

人数 割合(％)

1年未満 62          4.5

1～3年未満 165         11.9

3～5年未満 176         12.7

5～10年未満 326         23.5

10～30年未満 385         27.8

30年以上 273         19.7

合計 1,387       100.0

母親

93.9％

父親

6.0％

その他

0.1％

N=1,388

いる

91.7％

いない

8.3％

N=1,390

10代

0.1％

20代

13.5％

30代

59.4％

40代

26.2％

50代

0.6％

60代以上

0.2％

N=1,388

1年未満

4.5％

1～3年未満

11.9％

3～5年未満

12.7％

5～10年未満

23.5％

10～30年

未満

27.8％

30年以上

19.7％

N=1,387

・回答者は 90％以上が母親であり、父親による回答は 6%である。 

・配偶者の有無については、92％が配偶者あり、8％が配偶者なしとしている。 

・回答者の年齢は 30 代が最も多く 59％、次いで 40 代が 26％、20 代が 14％となっている。 

・居住年数については、10 年以上の居住者で半数近くを占めている。 



5 

 

★Ｑ5 回答対象のお子さんの年齢と性別 

①年齢 

 

 

②学齢 

 

 

 

③性別 

 

  

人数 割合(％)

0歳 151      10.9

1歳 195      14.1

2歳 215      15.5

3歳 208      15.0

4歳 211      15.2

5歳 239      17.3

6歳 165      11.9

合計 1,384    100.0

人数 割合(％)

0歳児 108         7.8

0-1歳児 191         13.8

1-2歳児 202         14.6

2-3歳児 217         15.7

年少 214         15.5

年中 225         16.3

年長 225         16.3

合計 1,382       100.0

人数 割合(％)

男児 693         50.0

女児 692         50.0

合計 1,385       100.0

※回答対象のお子さんの生年月より算出 

(平成 30 年 12 月 1 日時点として換算） 

 各区分は以下のとおりである。 

・0 歳児 ：平成 30 年 4月～11 月生まれ 

・0-1 歳児：平成 29 年 4月～平成 30 年 3月生まれ 

・1-2 歳児：平成 28 年 4月～平成 29 年 3月生まれ 

・2-3 歳児：平成 27 年 4月～平成 28 年 3月生まれ 

・年少：平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月生まれ 

・年中:平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月生まれ 

・年長:平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月生まれ 

男児

50.0％

女児

50.0％

N=1,385

0歳

10.9％
1歳

14.1％

2歳

15.5％
3歳

15.0％

4歳

15.2％

5歳

17.3％

6歳

11.9％

N=1,384

0歳児

7.8％
0-1歳児

13.8％

1-2歳児

14.6％

2-3歳児

15.7％

年少

15.5％

年中

16.3％

年長

16.3％

N=1,382

・子どもの年齢割合は、各歳とも 15％前後でほぼ同率だが、0 歳が 11％、6 歳が 12％とやや少ない。 

・学齢についても、ほぼ均等な割合となっている。 

・性別は男女半数ずつである。 
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Ｑ6 子どもの人数と末子年齢 

①子どもの人数 

 
 

＜前回との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②末子の年齢 

 
 

 

★Ｑ7 居住地区（小学校区） 

 
  

人数 割合(％)

1人 503      36.2

2人 625      45.0

3人 220      15.8

4人 35       2.5

5人 5        0.4

6人 1        0.1

合計 1,389    100.0

人数 割合(％)

0歳 100      11.5

1歳 98       11.3

2歳 136      15.6

3歳 119      13.7

4歳 138      15.8

5歳 163      18.7

6歳 117      13.4

合計 871      100.0

人数 割合(％)

塩尻東小学校 158         11.5

塩尻西小学校 130         9.4

桔梗小学校 263         19.1

広丘小学校 253         18.4

吉田小学校 225         16.3

片丘小学校 81          5.9

宗賀小学校 93          6.8

洗馬小学校 106         7.7

木曽楢川小学校 37          2.7

両小野小学校 31          2.3

合計 1,377       100.0

32.6 

49.5 

15.1 

2.4 

0.3 

0.1 

0.1 

36.2 

45.0 

15.8 

2.5 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 20.0 40.0 60.0

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

H25年度(N=1,558)

H30年度(N=1,389)

(%)

・子ども人数は 2 人が 45％と最も多く、次いで 1 人が 36％である。 

・末子年齢が 0～3 歳と小さい家庭が 52％で過半数を占めている。 

・居住の小学校区については、桔梗小学校、広丘小学校、吉田小学校の順で多くなっている。 

1人 36.2％

2人

45.0％

3人

15.8％

4人

2.5％

5人

0.4％
6人

0.1％

N=1,389

0歳

11.5％
1歳

11.3％

2歳

15.6％

3歳

13.7％

4歳

15.8％

5歳

18.7％

6歳

13.4％

N=871

11.5 

9.4 

19.1 

18.4 

16.3 

5.9 

6.8 

7.7 

2.7 

2.3 

0.0 10.0 20.0 30.0

塩尻東小学校

塩尻西小学校

桔梗小学校

広丘小学校

吉田小学校

片丘小学校

宗賀小学校

洗馬小学校

木曽楢川小学校

両小野小学校

(%)

N=1,377

� 前回調査より「2 人」の割合が 5 ポイント

近く減少 

� 平均人数もわずかに下がっている 

平均 

H25 年度 1.89 人 

H30 年度 1.86 人 
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Ｑ8 お子さんからみた同居家族（複数回答） 

 

 

★Ｑ9 子育てを主に行っている人 

 

＜前回との比較＞ 

 

  

人数 割合(％)

父親 1,279 91.9

母親 1,382 99.4

祖父 258 18.5

祖母 299 21.5

その他 677 48.7

回答件数（複数回答） 1,391

人数 割合(％)

父母とも 523         37.8

主に母親 831         60.1

主に父親 8            0.6

主に祖父母 11          0.8

その他 9            0.7

合計 1,382       100.0

40.2 

58.1 

0.2 

1.5 

37.8 

60.1 

0.6 

0.8 

0.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

父母とも

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

H25年度(N=1,552)

H30年度(N=1,382)

(%)

1,279 

1,382 

258 

299 

677 

0 500 1,000 1,500

父親

母親

祖父

祖母

その他

(人)

父母とも

37.8％

主に母

親

60.1％

主に父親

0.6％

主に祖父母

0.8％
その他

0.7％

N=1,382

・同居家族（複数回答）は母親が 99％、父親が 92％と圧倒的に多く、次いで祖母、祖父の順に多い。 

・子育てを主に行っているのは、「主に母親」が 60％で「父母とも」の 38％を大きく上回っており、母親へ

の育児負担が大きいと考えられる。 

・日頃あずかってもらえる人については、祖父母等親族・同居人を 95％があげており、そのうち 37％が日常

的にあずかってもらえると回答している。 

� 前回調査との大きな変動はない 
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Ｑ10 日頃､お子さんをあずかってもらえる親族・知人等について（複数回答） 

 

 

 

あずかってもらえる頻度 

 

 

 

 

  

人数 割合(％)

祖父母等親族・同居人 1,170 95.0

友人・知人 84 6.8

近所の人 23 1.9

その他 73 5.9

回答件数（複数回答） 1,232

人数 割合(％)

日常的に 428         37.1

緊急時に 727         62.9

日常的に 1            1.2

緊急時に 83           98.8

日常的に 0 0.0

緊急時に 23           100.0

祖父母等親族、同居人

（N=1,155）

友人・知人

（N=84）

ご近所

（N=23）

1,170 

84 

23 

73 

0 500 1,000 1,500

祖父母等親族・同居人

友人・知人

近所の人

その他

(人)

37.1 

1.2 

0.0 

62.9 

98.8 

100.0 

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

祖父母等親族、同居人

（N=1,155）

友人・知人

（N=84）

ご近所

（N=23）

日常的に 緊急時に
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Ｑ11 子育てを楽しいと感じるか 

 

＜前回との比較＞ 

 

 

Ｑ12 子育てをする上で悩みや不安､負担を感じることはあるか 

 

＜前回との比較＞ 

  

  

人数 割合(％)

そう感じる 700         50.4

ややそう感じる 556         40.1

あまりそう感じない 92          6.6

そう感じない 11          0.8

わからない 29          2.1

合計 1,388       100.0

50.4 

41.4 

4.8 

0.3 

3.2 

50.4 

40.1 

6.6 

0.8 

2.1 

0.0 20.0 40.0 60.0

そう感じる

ややそう感じる

あまりそう感じ

ない

そう感じない

わからない

H25年度(N=1,552)

H30年度(N=1,382)

(%)

人数 割合(％)

ある 341         24.6

ときどきある 664         47.9

あまりない 299         21.6

ない 66          4.8

わからない 15          1.1

合計 1,385       100.0

22.5 

45.2 

27.1 

4.3 

0.9 

24.6 

47.9 

21.6 

4.8 

1.1 

0.0 20.0 40.0 60.0

ある

ときどきある

あまりない

ない

わからない

H25年度(N=1,552)

H30年度(N=1,382)

(%)

そう感じる

50.4％

ややそう

感じる

40.1％

あまりそう感じない

6.6％

そう感じない

0.8％
わからない

2.1％

N=1,388

ある

24.6％

ときどきある

47.9％

あまりない

21.6％

ない

4.8％

わからない

1.1％

N=1,385

・子育てを楽しいと感じる回答者は 90％、楽しいと感じないという人は 7％程度である。 

・70％を超える保護者が子育ての不安や負担があると回答している。 

・95％の保護者が子育てについて気軽に相談できる相手・場所がいる／あると回答、相談相手は配偶者、祖

父母等親族・同居人が多く、次いで友人・知人、保育士となっている。 

� 前回調査に比べ、子育ての不安、負担があ

るという人の比率が増えている。 

� 前回調査との大きな変動はない 
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Ｑ13 子育てについて気軽に相談できる相手・場所の有無 

 

 ＜前回との比較＞ 

 
Ｑ13-1 相談先（複数回答） 

 

＜前回との比較＞ ※複数回答のため参考 

 
 

 

 

 

人数 割合(％)

いる／ある 1,324       95.3

いない／ない 66          4.7

合計 1,390       100.0

94.7 

5.3 

95.3 

4.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

いる／ある

いない／ない
H25年度(N=1,552)

H30年度(N=1,382)

(%)

人数 割合(％)

配偶者 1,060 80.1

祖父母等親族・同居人 1,022 77.2

友人･知人 875 66.1

近所の人 89 6.7

子育て支援施設 154 11.6

保健所･保健センター 43 3.2

保育士 404 30.5

幼稚園教諭 58 4.4

民生委員･児童委員 4 0.3

かかりつけの医師 98 7.4

自治体の子育て関連担当窓口 21 1.6

その他 38 2.9

回答件数（複数回答） 1,324

78.5

82.4

76.3

9.6

10.9

4.6

29.4

5.5

0.1

8.4

1.0

1.7

80.1 

77.2 

66.1 

6.7 

11.6 

3.2 

30.5 

4.4 

0.3 

7.4 

1.6 

2.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配偶者

祖父母等親族・同居人

友人･知人

近所の人

子育て支援施設

保健所･保健センター

保育士

幼稚園教諭

民生委員･児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

H25年度(N=1,445)

H30年度(N=1,324)

(%)

いる／ある

95.3％

いない／ない

4.7％

N=1,390

1,060 

1,022 

875 

89 

154 

43 

404 

58 

4 

98 

21 

38 

0 500 1,000 1,500

配偶者

祖父母等親族・同居人

友人･知人

近所の人

子育て支援施設

保健所･保健センター

保育士

幼稚園教諭

民生委員･児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

(人)

� 前回調査と比べ、祖父母等親

族・同居人や友人知人という

回答の割合が減少している 

� 前回調査との大きな変動はない 
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Ｑ14 お子さんの３歳までの望ましい子育て環境 

 

＜前回との比較＞ 

 
 

Ｑ17 塩尻市は子どもを育てやすいまちか 

 

＜前回との比較＞ 

 
  

人数 割合(％)

家庭で育てたい 381         27.6

家庭での子育て中心、ときどき保

育園等
581         42.1

保育園等に入園 343         24.9

わからない 59          4.3

その他 16          1.2

合計 1,380       100.0

33.7 

45.3 

17.5 

2.8 

0.8 

27.6 

42.1 

24.9 

4.3 

1.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

家庭で育てたい

家庭での子育て中心、

ときどき保育園等

保育園等に入園

わからない

その他

H25年度(N=1,552)

H30年度(N=1,382)

(%)

人数 割合(％)

そう思う 376         27.4

やや思う 602         43.8

あまりそう思わない 183         13.3

そう思わない 59          4.3

わからない 154         11.2

合計 1,374       100.0

26.3 

41.7 

13.9 

3.1 

15.0 

27.4 

43.8 

13.3 

4.3 

11.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

そう思う

やや思う

あまりそう思わない

そう思わない

わからない

H25年度(N=1,490)

H30年度(N=1,374)

(%)

家庭で育てたい

27.6％

家庭での子育て中心、

ときどき保育園等

42.1％

保育園等に入園

24.9％

わからない

4.3％

その他

1.2％

N=1,380

そう思う

27.4％

やや思う

43.8％

あまりそう

思わない

13.3％

そう思わない

4.3％
わからない

11.2％

N=1,374

・望ましい子育て環境については、「家庭での子育てを中心としながら保育園や幼稚園などもときどき利用し

たい」という人が 42％で最も多い。「家庭で育てたい」と「幼稚園・保育園等に入園させながら育てたい」

はほぼ同数。 

・塩尻市の子育てのしやすさについては、「そう思う」が 27％、「ややそう思う」が 44％で、あわせると 71％

の人が子育てしやすいまちと評価している。「あまりそう思わない」「そう思わない」の合計は 20％弱であ

る。 

� 前回調査よりも「家庭で育てたい」

という人が減り、「保育園等に入園」

が 7 ポイント以上増加している 

� 前回調査よりも「そう思う」「やや

そう思う」の割合が微増している 
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（２） 幼稚園、保育園などの定期的な利用について 

１）平日の定期的な利用 

 

★Ｑ18 平日の定期的な教育・保育の事業の利用の有無 

 

＜前回との比較＞ 

 
 

 

◆利用している教育・保育事業（複数回答） 

  
 

＜前回との比較＞ ※複数回答のため参考 

  

人数 割合(％)

利用している 936         67.3

利用していない 454         32.7

合計 1,390       100.0

64.7 

35.3 

67.3 

32.7 

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
H25年度(N=1,500)

H30年度(N=1,390)

(%)

人数 割合(％)

幼稚園 94 10.0

幼稚園の預かり保育 22 2.4

保育園 784 83.8

認定子ども園 33 3.5

認可外保育施設 7 0.7

事業所内保育施設 14 1.5

企業主導型保育施設 1 0.1

ファミリー･サポート事業 5 0.5

回答件数（複数回答） 936

15.5

1.4

82.6

0.4

1.2

0.2

0.1

0.3

1.0

10.0 

2.4 

83.8 

3.5 

0.7 

1.5 

0.1 

0.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育園

認定子ども園

認可外保育施設

事業所内保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

企業主導型保育施設

ファミリー･サポート事業

H25年度(N=987)

H30年度(N=936)

(%)

・現在、平日に定期的に教育･保育事業を利用している人は 67％である。 

・利用している教育・保育事業では｢保育園｣が最も多く 84％にあたる 784 人、次いで「幼稚園」が 10％に

あたる 94 人となっており、保育園利用者が多くを占めている。 

� 前回調査に比べ、「利用している」

がやや増加している 

� 前回調査に比べ、幼稚園の利用率が

5.5 ポイント減少 

� 保育園の利用率はほとんど変らな

い 

利用している

67.3％

利用していない

32.7％

N=1,390

94 

22 

784 

33 

7 

14 

1 

5 

0 250 500 750 1,000

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育園

認定子ども園

認可外保育施設

事業所内保育施設

企業主導型保育施設

ファミリー･サポート事業

(人)
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【複数事業の利用状況】 

 
 

 

＜クロス集計＞ 

 

【学齢別】 

 
 

【地域別】 

 
 

  

　　　　　　　　現在利用

現在利用
幼稚園

幼稚園の預か

り保育
保育園 認定子ども園

事業所内保育

施設

認可外保育施

設

企業主導型保

育施設

ファミリー･

サポート事業
合計

幼稚園          94          19           -           -           -           -           -           1          94

幼稚園の預かり保育          19          22           -           -           -           -           -           1          22

保育園           -           -         784           -           -           -           -           3         784

認定子ども園           -           -           -          33           -           -           -           -          33

事業所内保育施設           -           -           -           -          14           -           -           -          14

認可外保育施設           -           -           -           -           -           7           1           -           7

企業主導型保育施設           -           -           -           -           -           1           1           -           1

ファミリー･サポート事業           1           1           3           -           -           -           -           5           5

合計          94          22         784          33          14           7           1           5         936

幼稚園
幼稚園の預
かり保育

保育園
認定子ども
園

事業所内保
育施設

認可外保育
施設

企業主導型
保育施設

ファミリー･サ
ポート事業

回答者数

0歳児 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 7               

0-1歳児 0.0% 0.0% 87.5% 8.3% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 48             

1-2歳児 0.0% 0.0% 85.1% 7.4% 5.3% 2.1% 1.1% 0.0% 94             

2-3歳児 0.0% 0.0% 91.2% 3.2% 4.8% 0.8% 0.0% 0.0% 125           

年少 12.4% 2.9% 84.3% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 210           

年中 18.4% 3.6% 78.9% 1.8% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9% 223           

年長 11.3% 2.7% 83.8% 3.6% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9% 222           

市全体 9.9% 2.2% 84.0% 3.6% 1.5% 0.8% 0.1% 0.5% 929           

幼稚園
幼稚園の預
かり保育

保育園
認定子ども
園

事業所内保
育施設

認可外保育
施設

企業主導型
保育施設

ファミリー･サ
ポート事業

回答者数

塩尻東小学校 12.1% 1.9% 83.2% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 107           

塩尻西小学校 7.4% 0.0% 78.7% 9.6% 2.1% 1.1% 0.0% 1.1% 94             

桔梗小学校 14.9% 3.1% 77.0% 4.3% 1.9% 1.2% 0.6% 0.0% 161           

広丘小学校 8.8% 1.2% 88.2% 0.6% 1.8% 0.0% 0.0% 1.2% 170           

吉田小学校 14.0% 6.1% 82.3% 1.2% 1.8% 0.0% 0.0% 0.6% 164           

片丘小学校 5.7% 0.0% 84.9% 5.7% 1.9% 1.9% 0.0% 0.0% 53             

宗賀小学校 6.6% 3.3% 85.2% 4.9% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 61             

洗馬小学校 6.6% 1.3% 90.8% 1.3% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 76             

木曽楢川小学校 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27             

両小野小学校 0.0% 0.0% 86.7% 6.7% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 15             

市全体 10.1% 2.4% 83.8% 3.4% 1.5% 0.6% 0.1% 0.5% 928           

・事業の重複利用をみると、幼稚園と幼稚園の預かり保育の重複が 19 人、保育園とファミリー・サポート事

業の併用が 3 人となっている。 

・学齢別にみると０歳児で「事業所内保育施設」と「ファミリー・サポート事業」の利用率が他の学齢より

高くなっている。 

・地域別にみると、洗馬小学校区、木曽楢川小学校区で「保育園」、塩尻西小学校区で「認定こども園」の利

用率が他地区より高くみられる。 
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★Ｑ18-1 現在の利用時間・利用頻度 

 

△開始時間                 ▽終了時間 

 
 

 

◆1 週あたり日数              ◆1日あたり時間 

 
 

 

 

 

 

★Ｑ18-2 希望する利用頻度 

△開始時間                 ▽終了時間 

 
 

 

◆1 週あたり日数               ◆1日あたり時間 

 
 

 

 

 

  

人数 割合(％)

～7時 1        0.1

～8時 297      32.9

～9時 587      65.1

～10時 10       1.1

10時より後 7        0.8

合計 902      100.0

人数 割合(％)

～1日 9        1.0

～2日 1        0.1

～3日 7        0.8

～4日 6        0.7

～5日 857      97.4

合計 880      100.0

人数 割合(％)

～7時 13       7.1

～8時 64       35.2

～9時 98       53.8

～10時 5        2.7

10時より後 2        1.1

合計 182      100.0

人数 割合(％)

～1日 15       1.7

～2日 1        0.1

～3日 7        0.8

～4日 6        0.7

～5日 860      96.7

合計 889      100.0

人数 割合(％)

～2時間 1        0.5

～3時間 2        1.1

～5時間 1        0.5

～6時間 11       6.0

～7時間 14       7.7

～8時間 48       26.4

～9時間 39       21.4

～10時間 25       13.7

～11時間 18       9.9

～12時間 15       8.2

～24時間 8        4.4

合計 182      100.0

人数 割合(％)

～14時 1        0.5

～15時 12       6.5

～16時 34       18.5

～17時 64       34.8

～18時 35       19.0

～19時 26       14.1

19時より後 12       6.5

合計 184      100.0

・現在の利用開始時間は～8 時と～9 時でほとんどを占めている。終了時間は～17 時が最も多く 45％となっ

ている。利用頻度は 1 週当たり 5 日が 97％、1 日当たりの時間は～8 時間が 39％を占めて最も多い。 

・希望の時間帯については、～7 時という早朝保育を望む人が 7％となっており、現状よりも多い。終了時間

についても、～19 時、19 時より後を合わせると 21％となっており、夜間のニーズも現状より多くなって

いる。 

人数 割合(％)

～2時間 4        0.4

～3時間 6        0.7

～5時間 12       1.3

～6時間 63       7.0

～7時間 62       6.9

～8時間 354      39.2

～9時間 165      18.3

～10時間 127      14.1

～11時間 91       10.1

～12時間 18       2.0

合計 902      100.0

人数 割合(％)

～14時 19       2.1

～15時 72       8.0

～16時 146      16.2

～17時 402      44.6

～18時 171      19.0

～19時 85       9.4

19時より後 7        0.8

合計 902      100.0
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◇時間帯別にみる現状の保育時間と希望時間 

 

 

 

 

  

0.1

33.0

98.1 99.2 99.7 99.6 99.2 99.0 97.9

89.9

73.7

29.2

10.2

0.8 0.1

7.1

42.3

96.2
98.9 98.9 98.9 98.4 98.4 99.5

92.9

74.7

40.1

20.9

6.6

0.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

～7時 ～8時 ～9時 ～10時 ～11時 ～12時 ～13時 ～14時 ～15時 ～16時 ～17時 ～18時 ～19時 ～20時 ～21時

（％）

現在

希望

・現在の利用時間帯と希望の時間帯から時間帯別の利用率を比較すると、早朝（～7 時と～8 時）、～15 時以

降で希望が現在を上回っている。特に～8 時と～18 時、～19 時での差が大きい。 
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Ｑ19 今後､平日の教育・保育の事業として､定期的に利用する予定の事業（複数回答） 

 

 

＜前回との比較＞ ※複数回答のため参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用予定事業の重複の状況】 

 

人数 割合(％)

幼稚園 216 16.7

幼稚園の預かり保育 57 4.4

保育園 1,084 83.9

認定子ども園 93 7.2

認可外保育施設 19 1.5

事業所内保育施設 26 2.0

小規模な保育施設 22 1.7

家庭的保育 20 1.5

居宅訪問型保育 9 0.7

企業主導型保育 15 1.2

ファミリー･サポート事業 55 4.3

回答件数（複数回答） 1,292

　　　　　　　　利用予定

利用予定
幼稚園

幼稚園の預か

り保育
保育園 認定子ども園

認可外保育施

設

事業所内保育

施設

小規模な保育

施設
家庭的保育

居宅訪問型保

育

企業主導型保

育

ファミリー･

サポート事業
合計

幼稚園         216          44          60          23           8           9           8           8           7           6          18         216

幼稚園の預かり保育          44          57          19          10           6           8           8           8           7           6          11          57

保育園          60          19       1,084          59          15          22          21          19           9          14          45       1,084

認定子ども園          23          10          59          93          14          12          12          11           8          11          13          93

認可外保育施設           8           6          15          14          19           9          10           7           7          10           8          19

事業所内保育施設           9           8          22          12           9          26          12           9           8          10          10          26

小規模な保育施設           8           8          21          12          10          12          22          11           7           9          10          22

家庭的保育           8           8          19          11           7           9          11          20           8           9           9          20

居宅訪問型保育           7           7           9           8           7           8           7           8           9           7           8           9

企業主導型保育           6           6          14          11          10          10           9           9           7          15           8          15

ファミリー･サポート事業          18          11          45          13           8          10          10           9           8           8          55          55

合計         216          57       1,084          93          19          26          22          20           9          15          55       1,292

・今後、平日に定期的に利用する予定の事業は、「保育園」が 1,000 人を越え圧倒的に多く、現状の 1.38 倍

のニーズがある。次いで、｢幼稚園｣「認定こども園」「幼稚園の預かり保育」となっている。 

・利用予定の事業の重複の状況をみると、「保育園」希望者において他に「幼稚園」「認定こども園」「ファミ

リー・サポート事業」「事業所内保育施設」「小規模な保育施設」の順で重複が多くみられる。 

216 

57 

1,084 

93 

19 

26 

22 

20 

9 

15 

55 

0 500 1,000 1,500

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育園

認定子ども園

認可外保育施設

事業所内保育施設

小規模な保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

企業主導型保育

ファミリー･サポート事業

(人)

� 前回調査より幼稚園の利用希望

率が減り、認定こども園が 3 ポイ

ント近く増えている 

� 保育園は微増となっている 

22.9

5.0

82.2

4.4

2.4

4.3

2.0

2.2

1.5

0.0

5.8

16.7 

4.4 

83.9 

7.2 

1.5 

2.0 

1.7 

1.5 

0.7 

1.2 

4.3 
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幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育園

認定子ども園

認可外保育施設

事業所内保育施設

小規模な保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

企業主導型保育

ファミリー･サポート事業

H25年度(N=1,487)

H30年度(N=1,292)

(%)
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＜クロス集計＞ 

【学齢別】 

 

【地域別】 

 

 

◆利用開始希望年齢 

 

①幼稚園                 ②幼稚園の預かり保育 

 

③保育園                 ④認定こども園 

  

幼稚園
幼稚園の預
かり保育

保育園
認定子ども
園

小規模な保
育施設

家庭的保育
事業所内保
育施設

認可外保育
施設

居宅訪問型
保育

企業主導型
保育

ファミリー･サ
ポート事業

回答者数

0歳児 17.3% 3.1% 90.8% 13.3% 3.1% 1.0% 5.1% 5.1% 1.0% 4.1% 9.2% 98          

0-1歳児 20.7% 2.3% 88.5% 9.2% 1.1% 0.6% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 174        

1-2歳児 16.4% 5.3% 87.3% 8.5% 1.1% 1.6% 2.1% 1.1% 0.5% 0.5% 3.2% 189        

2-3歳児 18.3% 3.8% 79.8% 8.2% 3.4% 2.9% 1.4% 2.4% 1.0% 1.9% 2.9% 208        

年少 13.5% 6.8% 84.1% 5.3% 2.9% 1.9% 3.4% 1.4% 1.4% 2.4% 5.3% 207        

年中 18.8% 4.8% 79.8% 3.8% 0.5% 1.0% 1.4% 1.0% 1.0% 0.5% 2.4% 208        

年長 12.6% 3.0% 82.4% 5.0% 0.5% 1.5% 0.5% 1.0% 0.0% 0.0% 5.5% 199        

市全体 16.7% 4.3% 84.0% 7.1% 1.7% 1.6% 2.0% 1.5% 0.7% 1.2% 4.3% 1,283      

幼稚園
幼稚園の預
かり保育

保育園
認定子ども
園

小規模な保
育施設

家庭的保育
事業所内保
育施設

認可外保育
施設

居宅訪問型
保育

企業主導型
保育

ファミリー･サ
ポート事業

回答者数

塩尻東小学校 12.6% 4.0% 87.4% 4.0% 2.0% 2.0% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 3.3% 151        

塩尻西小学校 15.6% 4.1% 82.0% 20.5% 1.6% 0.8% 1.6% 2.5% 0.0% 0.0% 3.3% 122        

桔梗小学校 24.5% 4.9% 76.3% 10.6% 2.4% 2.4% 3.3% 2.0% 1.6% 2.0% 4.9% 245        

広丘小学校 15.6% 4.6% 85.2% 3.0% 0.8% 1.3% 2.1% 0.4% 0.8% 1.3% 5.1% 237        

吉田小学校 21.3% 5.4% 81.2% 4.0% 1.5% 1.0% 2.5% 1.0% 0.0% 1.0% 5.4% 202        

片丘小学校 8.1% 2.7% 87.8% 4.1% 1.4% 2.7% 4.1% 2.7% 0.0% 1.4% 4.1% 74          

宗賀小学校 16.7% 3.6% 83.3% 11.9% 2.4% 1.2% 0.0% 3.6% 0.0% 1.2% 3.6% 84          

洗馬小学校 13.9% 5.0% 90.1% 5.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 5.0% 101        

木曽楢川小学校 5.6% 2.8% 94.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36          

両小野小学校 3.2% 0.0% 100.0% 0.0% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31          

市全体 16.8% 4.4% 83.9% 7.0% 1.7% 1.6% 2.0% 1.5% 0.7% 1.2% 4.3% 1,283      

人数 割合(％)

3歳 159      84.1

4歳 25       13.2

5歳 4        2.1

6歳 1        0.5

合計 189      100.0

人数 割合(％)

0歳 60       6.6

1歳 200      22.1

1.5歳 2        0.2

2歳 146      16.2

3歳 371      41.1

4歳 70       7.8

5歳 51       5.6

6歳 3        0.3

合計 903      100.0

人数 割合(％)

3歳 40       80.0

4歳 7        14.0

5歳 3        6.0

合計 50       100.0

人数 割合(％)

0歳 14       17.5

1歳 17       21.3

2歳 6        7.5

3歳 34       42.5

4歳 6        7.5

5歳 2        2.5

6歳 1        1.3

合計 80       100.0

・利用予定を現在の学齢別にみると、０歳児において保育園、認定こども園、ファミリー・サポート事業の

利用意向が高くみられる。 

・地域別には、洗馬小学校、木曽楢川小学校、両小野小学校区で保育園、塩尻西小学校で認定こども園の利

用意向率が高い。 

・利用開始希望年齢は、保育園では 3 歳が 41％で最も多いものの、未満児（0～2 歳）での開始希望も 45％

と多い。認定こども園についても、未満児での利用開始希望が 46％にのぼっている。 

・ファミリー・サポート事業の利用予定者は多くはないが、60％が未満児からの利用希望となっている。 
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⑤認可外保育施設             ⑥事業所内保育施設 

 
 

 

⑦小規模な保育施設      ⑧家庭的保育 

 
⑨居宅訪問型保育       ⑩企業主導型保育 

 
⑪ファミリー・サポート事業 

 
 

 

★他施設より幼稚園・幼稚園預かり保育の利用を強く希望するか 

 
 

 

  

人数 割合(％)

0歳 6        31.6

1歳 3        15.8

2歳 2        10.5

3歳 7        36.8

5歳 1        5.3

合計 19       100.0

人数 割合(％)

0歳 6        28.6

1歳 2        9.5

2歳 6        28.6

3歳 6        28.6

4歳 1        4.8

合計 21       100.0

人数 割合(％)

0歳 5        62.5

1歳 1        12.5

3歳 2        25.0

合計 8        100.0

人数 割合(％)

0歳 16       32.0

1歳 9        18.0

2歳 5        10.0

3歳 7        14.0

4歳 3        6.0

5歳 2        4.0

6歳 6        12.0

7歳 2        4.0

合計 50       100.0

人数 割合(％)

はい 75          51.4

いいえ 21          14.4

わからない 50          34.2

合計 146         100.0
はい

51.4％

いいえ

14.4％

わからない

34.2％

N=146

人数 割合(％)

0歳 5        21.7

1歳 5        21.7

2歳 4        17.4

3歳 6        26.1

4歳 1        4.3

5歳 1        4.3

6歳 1        4.3

合計 23       100.0

人数 割合(％)

0歳 7        43.8

1歳 5        31.3

2歳 1        6.3

3歳 2        12.5

5歳 1        6.3

合計 16       100.0

人数 割合(％)

0歳 8        57.1

1歳 3        21.4

3歳 3        21.4

合計 14       100.0

・幼稚園と他施設の利用を希望する人のうち、幼稚園の利用を強く希望する人は 51％である。 
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Ｑ20 ＜回答対象者：0～2歳で、保育園・認定こども園の利用を希望する人＞ 

保育園・認定こども園が定員超過により利用できない場合、他の保育施設の利用を希望するか 

 

 

 

Ｑ20-1 利用を希望する事業（複数回答） 

  

 

Ｑ20-2 利用を希望しない理由（複数回答） 

   

 

  

人数 割合(％)

利用したい 183         34.2

利用する予定はない 166         31.0

わからない 186         34.8

合計 535         100.0

人数 割合(％)

認可外保育施設 117 65.4

事業所内保育施設 87 48.6

小規模な保育施設 98 54.7

家庭的保育 45 25.1

居宅訪問型保育 10 5.6

企業主導型保育 45 25.1

ファミリー・サポート事業 26 14.5

回答件数（複数回答） 179

人数 割合(％)

３歳未満から保育園等に通わせたい 47 31.3

満３歳になったら保育園等に移さな

ければならないから
17 11.3

保育の内容や特徴・メリットが分か

らないから
28 18.7

その他 24 16.0

回答件数（複数回答） 150

利用したい

34.2％

利用する予定はない

31.0％

わからない

34.8％

N=535

117 

87 

98 

45 

10 

45 

26 

0 50 100 150

認可外保育施設

事業所内保育施設

小規模な保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

企業主導型保育

ファミリー・サポート事業

(人)

・0～2 歳で、保育園・認定こども園の利用を希望する人のうち、定員超過で利用できない場合の希望につ

いては、34％が他の保育施設の利用を希望しているが、31％は利用する予定はないとしている。 

・利用したいと回答した人の利用希望事業は認可外保育施設が最も多く、次いで小規模保育、事業所内保

育の順となっている。 

・他の保育施設の利用予定はないと回答した人の理由は、31％が 3 歳未満から保育園又は認定こども園に

通わせたいからと回答している。 

47 

17 

28 

24 

0 20 40 60

３歳未満から保育園等に通わせたい

満３歳になったら保育園等に移さなけ

ればならないから

保育の内容や特徴・メリットが分から

ないから

その他

(人)
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Ｑ21 ＜回答対象者：定期的な教育・保育の事業を利用している人＞ 

利用している理由（複数回答） 

 

 

Ｑ22 ＜回答対象者：定期的な教育・保育の事業を利用していない人＞ 

利用していない理由（複数回答） 

 

 

 

  

人数 割合(％)

教育･発達のため 487 51.6

就労している 803 85.2

就労予定・求職中 27 2.9

介護中 14 1.5

病気･障害 19 2.0

学生 1 0.1

その他 21 2.2

回答件数（複数回答） 943

人数 割合(％)

必要がない 250 65.4

親戚がみている 47 12.3

近所･友人･知人がみている 1 0.3

教育･保育事業に空きがない 26 6.8

経済的理由で利用できない 22 5.8

時間帯の条件に合わない 5 1.3

納得できる事業がない 5 1.3

子どもが小さい 158 41.4

その他 35 9.2

回答件数（複数回答） 382

487 

803 

27 

14 

19 

1 

21 

0 200 400 600 800 1,000

教育･発達のため

就労している

就労予定・求職中

介護中

病気･障害

学生

その他

(人)

250 

47 

1 

26 

22 

5 

5 

158 

35 

0 100 200 300

必要がない

親戚がみている

近所･友人･知人がみている

教育･保育事業に空きがない

経済的理由で利用できない

時間帯の条件に合わない

納得できる事業がない

子どもが小さい

その他

(人)

・平日の定期的教育・保育事業の利用者における利用理由については、「就労している」が最も多く 85％、

次いで「教育・発達のため」となっている。 

・他方、利用していない人の理由については「必要がない」が 65％で最も多く、次いで「子どもが小さい」

が 41％と続く。 
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２）土曜・日曜・祝日の定期的な利用希望 

★Ｑ23 土曜日と日曜日・祝日の定期的な教育・保育の事業の利用希望状況と希望時間帯 

①土曜日 

 

 

 

＜前回との比較＞ 

 

 

△開始時間                 ▽終了時間              

 
 

◆１日あたり利用時間 

 

人数 割合(％)

利用する必要はない 864         64.0

ほぼ毎週利用したい 99          7.3

月1～2回は利用したい 208         15.4

わからない 179         13.3

合計 1,350       100.0

78.4 

6.3 

15.3 

64.0 

7.3 

15.4 

13.3 

0.0 50.0 100.0

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月1～2回は利用したい

わからない

H25年度(N=1,519)

H30年度(N=1,350)

(%)

人数 割合(％)

～7時 9        3.1

～8時 114      39.0

～9時 157      53.8

～10時 7        2.4

10時より後 5        1.7

合計 292      100.0

人数 割合(％)

～3時間 7        2.4

～4時間 5        1.7

～5時間 11       3.8

～6時間 13       4.5

～7時間 28       9.6

～8時間 68       23.4

～9時間 65       22.3

～10時間 42       14.4

～11時間 37       12.7

～12時間 12       4.1

～24時間 3        1.0

合計 291      100.0

利用する必要はない

64.0％ほぼ毎週利用したい

7.3％

月1～2回は

利用したい

15.4％

わからない

13.3％

N=1,350

・土曜日に定期的な教育･保育事業の利用希望がある人は 23％となっている。 

・時間帯ごとに土曜日の利用希望をみると、開始時間は～8 時（7 時台）が 39％、～9 時（8 時台）が 54％

でほとんどが 9 時までには開始の希望がみられる。終了時間は～17 時（16 時台）をピークに、～18 時（17

時台）までで 90％近くとなっている。 

・1 日あたりの利用時間にすると～8 時間と～9 時間で半数近くを占める。9 時間より長い時間を希望する人

も 30％程度みられる。 

・時間帯ごとに土曜日の利用希望率をみると、9～16 時までは 8 割以上の利用意向がある。また、～8 時や～

18 時でも 4 割前後の利用希望率となっている。 

人数 割合(％)

～14時 21       7.2

～15時 15       5.1

～16時 39       13.4

～17時 105      36.0

～18時 73       25.0

～19時 30       10.3

19時より後 9        3.1

合計 292      100.0

� 前回調査より「利用する必要は

ない」の回答が 10 ポイント以

上減り、「わからない」が 13％

となっている（前回調査では「わ

からない」の選択肢なし） 
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◇時間帯別にみる利用希望率 

 

 

② 日曜日・祝日 

 

 

 

 
 

＜前回との比較＞ 

 

 

△開始時間                   ▽終了時間 

 
 

  

3.1

42.1

95.9 98.3 98.6 99.0 96.6 94.2 92.1
87.3

74.3

38.4

13.4

3.1 0.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

～7時 ～8時 ～9時 ～10時 ～11時 ～12時 ～13時 ～14時 ～15時 ～16時 ～17時 ～18時 ～19時 ～20時 ～21時

（％）

人数 割合(％)

利用する必要はない 1,025       76.3

ほぼ毎週利用したい 22          1.6

月1～2回は利用したい 129         9.6

わからない 167         12.4

合計 1,343       100.0

90.6 

1.0 

8.4 

76.3 

1.6 

9.6 

12.4 

0.0 50.0 100.0

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月1～2回は利用したい

わからない

H25年度(N=1,495)

H30年度(N=1,343)

(%)

人数 割合(％)

～7時 5        3.6

～8時 58       42.3

～9時 63       46.0

～10時 7        5.1

10時より後 4        2.9

合計 137      100.0

利用する必要はない

76.3％

ほぼ毎週

利用したい

1.6％

月1～2回は

利用したい

9.6％
わからない

12.4％

N=1,343

人数 割合(％)

～14時 4        2.9

～15時 7        5.1

～16時 16       11.7

～17時 46       33.6

～18時 37       27.0

～19時 20       14.6

19時より後 7        5.1

合計 137      100.0

・日曜日・祝日に定期的な教育･保育事業の利用希望がある人は 11％となっている。 

・時間帯ごとの利用希望をみると、開始時間は～8 時（7 時台）が 42％、～9 時（8 時台）が 46％でほとん

どが 9 時までには開始の希望がみられる。終了時間は～17 時（16 時台）をピークに、～18 時（17 時台）

までで 80％となっている。 

・1 日あたりの利用時間にすると～8 時間と～9 時間がそれぞれ 20％程度、9 時間より長い時間を希望する人

が 40％を越え、土曜日よりも長時間の希望割合が多い。 

・時間帯ごとに日曜日・祝日の利用希望率をみると、9～16 時までは 9 割以上の利用意向がある。また、～8

時や～18 時でも 5 割近い利用希望があり、土曜日よりも希望する人数は少ないものの、幅広い時間帯での

保育ニーズがみられる。 

� 前回調査より「利用する必要は

ない」の回答が 10 ポイント以

上減り、「わからない」が 12％

となっている（前回調査では「わ

からない」の選択肢なし） 
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◆１日あたり利用時間 

 
 

◇時間帯別にみる利用希望率 

 

 

 

★Ｑ24 ＜回答対象者：幼稚園を利用している人＞ 長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望 

 

 

＜前回との比較＞ 

 
 

人数 割合(％)

～2時間 1        0.7

～3時間 4        2.9

～5時間 6        4.4

～6時間 4        2.9

～7時間 10       7.3

～8時間 27       19.7

～9時間 27       19.7

～10時間 26       19.0

～11時間 23       16.8

～12時間 7        5.1

～24時間 2        1.5

合計 137      100.0

3.6

46.0

92.0
97.1 97.1 96.4 97.1 97.1 95.6

91.2

80.3

46.7

19.7

5.1
1.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

～7時 ～8時 ～9時 ～10時 ～11時 ～12時 ～13時 ～14時 ～15時 ～16時 ～17時 ～18時 ～19時 ～20時 ～21時

（％）

人数 割合(％)

利用する必要はない 73          45.1

休みの期間中、ほぼ毎日利用し

たい
12          7.4

休みの期間中、週に数日利用し

たい
48          29.6

わからない 29          17.9

合計 162         100.0

43.7 

18.4 

37.9 

45.1 

7.4 

29.6 

17.9 

0.0 20.0 40.0 60.0

利用する必要はない

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい

わからない
H25年度(N=348)

H30年度(N=162)

(%)

利用する必要はない

45.1％

休みの期間中、ほぼ

毎日利用したい

7.4％

休みの期間中、週に

数日利用したい

29.6％

わからない

17.9％

N=162

・長期休暇期間中の教育･保育事業の利用希望がある人は 37％、利用する必要はない人が 45％となっている。 

・時間帯ごとの利用希望をみると、開始時間は～9 時（8 時台）が 89％でほとんどを占めている。終了時間

は～15 時（14 時台）が 54％で最も多い。 

・1 日あたりの利用時間にすると～6 時間が 41％で最も多く、8 時間以内で 90％以上を占めている。 

・時間帯ごとに長期休暇期間中の利用希望率をみると、～10 時から～12 時は 100％の利用希望がみられる。

土曜日や日曜日・祝日に比べると、利用希望のある時間帯が比較的短くなる。 

� 前回調査より「利用したい」が

減り、「わからない」が 18％と

なっている（前回調査では「わ

からない」の選択肢なし） 
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△開始時間                   ▽終了時間 

 
 

 

 

◆１日あたり利用時間 

 
 

 

◇時間帯別にみる利用希望率 

 

 

人数 割合(％)

～8時 4        7.1

～9時 50       89.3

～10時 2        3.6

合計 56       100.0

人数 割合(％)

～3時間 4        7.1

～4時間 1        1.8

～5時間 5        8.9

～6時間 23       41.1

～7時間 10       17.9

～8時間 9        16.1

～9時間 2        3.6

～10時間 1        1.8

～11時間 1        1.8

合計 56       100.0

7.1

96.4
100.0 100.0 100.0

92.9
89.3

83.9

30.4

16.1

5.4
1.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

～8時 ～9時 ～10時 ～11時 ～12時 ～13時 ～14時 ～15時 ～16時 ～17時 ～18時 ～19時

（％）

人数 割合(％)

～14時 9        16.1

～15時 30       53.6

～16時 8        14.3

～17時 6        10.7

～18時 2        3.6

～19時 1        1.8

合計 56       100.0
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（３） 病気の際の対応について（平日の教育・保育を利用する方のみ） 

 

★Ｑ25 ＜回答対象者：平日に定期的な教育・保育の事業を利用している人＞ 

この１年間､病気やケガで通常の事業が利用できなかったことの有無 

 
＜前回との比較＞ 

 
 

 

★Ｑ25-1 ＜回答対象者：平日に定期的な教育・保育の事業を利用している人＞のうち、 

＜この１年間に病気やケガで通常の事業が利用できなかったことがある人＞ 

 

通常の事業が利用できなかった場合の対処方法（複数回答） 

 
 

【対処方法別の日数】 

◆平均の年間日数 

  

人数 割合(％)

あった 739         79.2

なかった 194         20.8

合計 933         100.0

81.1 

18.9 

79.2 

20.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

あった

なかった
H25年度(N=998)
H30年度(N=933)

(%)

人数 割合(％)

父親が休んだ 188 25.6

母親が休んだ 630 85.8

親戚･知人にみてもらった 304 41.4

就労していない親がみた 65 8.9

病児･病後児保育を利用 16 2.2

ベビーシッターを利用 5 0.7

ファミリー・サポート事業

を利用
2 0.3

子どもだけで留守番 4 0.5

その他 2 0.3

回答件数（複数回答） 734

年間日数

父親が休んだ 3.7         
母親が休んだ 9.5         
親戚･知人にみてもらった 6.9         
就労していない親がみた 17.2       
病児･病後児保育を利用 5.9         
ベビーシッターを利用 7.2         
ファミリー・サポート事業を利用 3.5         
子どもだけで留守番 2.8         
その他 4.5         

あった

79.2％

なかった

20.8％

N=933

・この１年間で子どもが病気やケガで通常の事業を利用できなかったことがあったという家庭は 79％である。 

・その際の対処方法としては、「母親が休んだ」が最も多く、次いで「親戚･知人に子どもをみてもらった」「父

親が休んだ」の順で多い。 

・対処方法別の年間日数を平均でみると、「就労していない親がみた」が「母親が休んだ」よりも最も多く 17.2

日でやや突出している。 

188 

630 

304 

65 

16 

5 

2 

4 

2 

0 200 400 600 800

父親が休んだ

母親が休んだ

親戚･知人にみてもらった

就労していない親がみた

病児･病後児保育を利用

ベビーシッターを利用

ファミリー・サポート事業を利用

子どもだけで留守番

その他

(人)

3.7 

9.5 

6.9 

17.2 

5.9 

7.2 

3.5 

2.8 

4.5 

0 5 10 15 20

父親が休んだ

母親が休んだ

親戚･知人にみてもらった

就労していない親がみた

病児･病後児保育を利用

ベビーシッターを利用

ファミリー・サポート事業を利用

子どもだけで留守番

その他

(日)

� 前回調査との変化は特にみられない 
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①父親が休んだ日数（年間）         ②母親が休んだ日数（年間） 

                                       

 

③親戚・知人にみてもらった日数（年間）   ④父親・母親のうち就労していない方がみた日数（年間） 

     

⑤病児・病後児保育を利用した日数（年間） ⑥ベビーシッターを利用した日数（年間） 

     

⑦ファミリー・サポート事業を       ⑧仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数（年間） 

利用した日数（年間） 

 

 

 

 

⑨その他の日数（年間） 

 

 

人数 割合(％)

～1日 39       21.8

～2日 44       24.6

～3日 32       17.9

～4日 4        2.2

～5日 36       20.1

～6日 2        1.1

～7日 5        2.8

～10日 14       7.8

10日より多い 3        1.7

合計 179      100.0

人数 割合(％)

～1日 21       7.6

～2日 41       14.8

～3日 42       15.2

～4日 15       5.4

～5日 57       20.6

～6日 5        1.8

～7日 24       8.7

～8日 2        0.7

～10日 38       13.7

10日より多い 32       11.6

合計 277      100.0

人数 割合(％)

～1日 4        26.7

～2日 1        6.7

～3日 2        13.3

～4日 1        6.7

～6日 2        13.3

～10日 4        26.7

10日より多い 1        6.7

合計 15       100.0

人数 割合(％)

～2日 1        50.0

～7日 1        50.0

合計 2        100.0

人数 割合(％)

～1日 1        20.0

～2日 1        20.0

～3日 1        20.0

～10日 1        20.0

10日より多い 1        20.0

合計 5        100.0

人数 割合(％)

～1日 2        3.6

～2日 8        14.5

～3日 6        10.9

～4日 1        1.8

～5日 7        12.7

～6日 1        1.8

～7日 3        5.5

～8日 1        1.8

～10日 9        16.4

10日より多い 17       30.9

合計 55       100.0

人数 割合(％)

～1日 25       4.3

～2日 46       8.0

～3日 73       12.7

～4日 25       4.3

～5日 93       16.1

～6日 16       2.8

～7日 38       6.6

～8日 6        1.0

～9日 1        0.2

～10日 131      22.7

10日より多い 122      21.2

合計 576      100.0

人数 割合(％)

～1日 2        50.0

～2日 1        25.0

～7日 1        25.0

合計 4        100.0

人数 割合(％)

～2日 1        50.0

～5日 1        50.0

合計 2        100.0
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★Ｑ25-2＜回答対象者：定期的に事業を利用し､この１年間に事業の利用ができないことがあり､その際､両親いずれ

かが対応した人＞ 

 

病児のサービスの利用希望 

 
 

＜前回との比較＞ 

 
 

★Ｑ25-3 病児サービスを「利用したいと思った」と回答した人の利用希望日数（年間） 

 平均 年間 8.7 日 

 

Ｑ25-4 Ｑ25-2 で「利用したいと思わなかった」と回答した人の理由（複数回答） 

 
  

人数 割合(％)

利用したいと思った 128         19.1

利用したいとは思わなかった 541         80.9

合計 669         100.0

20.6 

79.4 

19.1 

80.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

利用したいと

思った

利用したいとは

思わなかった

H25年度(N=650)

H30年度(N=669)

(%)

人数 割合(％)

～1日 6        4.9

～2日 4        3.3

～3日 19       15.4

～4日 3        2.4

～5日 29       23.6

～6日 2        1.6

～7日 7        5.7

～10日 32       26.0

10日より多い 21       17.1

合計 123      100.0

人数 割合(％)

病気の時に他人にみてもら

うのは不安
325 61.0

親が仕事を休んで対応 260 48.8

子どもが嫌がる・不安がる 222 41.7

祖父母など身内にみてもら

える
202 37.9

手続きや手配が面倒 198 37.1

利用料がかかる・高い 118 22.1

利便性が良くない 94 17.6

利用方法がわからない 94 17.6

利用料がわからない 65 12.2

事業の質に不安 42 7.9

その他 40 7.5

回答件数（複数回答） 533

利用したいと

思った

19.1％

利用したいとは

思わなかった

80.9％

N=669

・両親のいずれかが対応した人の病児のサービス利用の希望をみると、利用したいと思った人は 19％程度で、

ほとんどが「利用したいとは思わなかった」と回答している。 

・利用希望者の利用したい日数は「9～10 日（以内）」「10 日より多い」を合わせて 40％を越えている。平均年

間日数は 8.7 日で、2 ヶ月に 1 回以上の頻度での利用希望がある。 

・一方、利用したいと思わなかった理由としては、「病気の時に他人にみてもらうのは不安」が 61％で最も多

く、次いで「親が休んで対応」「子どもが嫌がる・不安がる」「身内にみてもらえる」が上位。また、「手続き

や手配が面倒」という理由も多くあげられている。 

325 

260 

222 

202 

198 

118 

94 

94 

65 

42 

40 

0 100 200 300 400

病気の時に他人にみてもらうのは不安

親が仕事を休んで対応

子どもが嫌がる・不安がる

祖父母など身内にみてもらえる

手続きや手配が面倒

利用料がかかる・高い

利便性が良くない

利用方法がわからない

利用料がわからない

事業の質に不安

その他

(人)

� 前回調査との変化は特にみられない 
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（４） 不定期の保育サービスの利用について 

 

★Ｑ26 この一年間に保護者の用事による泊りがけの託児の有無 

  
 

＜前回との比較＞ 

 
 

★Ｑ26-1 ＜回答対象者：保護者の用事による泊りがけの託児があった人＞ 

対処方法（複数回答） 

  
 

 

【対処方法別の泊数】 

◆平均の年間泊数 

 
 

①親戚・知人にみてもらった泊数（年間）  ②ショートステイの泊数（年間）   ③認可外保育施設・ベビー

シッター等を利用した泊数

（年間） ※回答なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人数 割合(％)

あった 144         10.6

なかった 1,217       89.4

合計 1,361       100.0

12.3 

87.7 

10.6 

89.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

あった

なかった

H25年度(N=1,546)

H30年度(N=1,361)

(%)

人数 割合(％)

親戚･知人にみてもらった 136 95.8

ショートステイを利用 1 0.7

子どもを同行 7 4.9

子どもだけで留守番 1 0.7

回答件数（複数回答） 142

年間泊数

親戚･知人にみてもらった 4.2
ショートステイを利用 1.0
認可外保育施設･ベビー

シッター利用
0.0

子どもを同行 7.2
子どもだけで留守番 3.0
その他 0.0

あった

10.6％

なかった

89.4％

N=1,361

136 

1 

7 

1 

0 50 100 150

親戚･知人にみてもらった

ショートステイを利用

子どもを同行

子どもだけで留守番

(人)

・冠婚葬祭、家族の病気など保護者の用事による泊まりがけの託児の必要があった人は 11％で、ほとんどが

なかったと回答している。 

・対処方法は「親戚・知人にみてもらった」という回答が圧倒的に多い。 

・対処方法別に一年間の泊数平均をみると、「子どもを同行」が平均 7.2 泊で最も多い。 

人数 割合(％)

1泊 1        100.0

合計 1        100.0

人数 割合(％)

～1泊 35       28.9

～2泊 20       16.5

～3泊 22       18.2

～4泊 10       8.3

～5泊 12       9.9

～6泊 3        2.5

～7泊 3        2.5

～9泊 1        0.8

～10泊 10       8.3

10泊より多い 5        4.1

合計 121      100.0

4.2 

1.0 

0.0 

7.2 

3.0 

0.0 

0 2 4 6 8

親戚･知人にみてもらった

ショートステイを利用

認可外保育施設･ベビーシッター利用

子どもを同行

子どもだけで留守番

その他

(泊)

� 前回調査との変化は特にみられない 
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③ 仕方なく子どもを同行させた泊数（年間） ⑤仕方なく子どもだけで留守番させた泊数（年間） 

 

⑥その他の泊数（年間） ※回答なし 

 

★Ｑ27 この一年間で私用､家族の病気､不定期の就労等の目的で不定期に利用した事業の有無 

 

 

＜前回との比較＞ 

 
 

★Ｑ27-1 ＜回答対象者：この一年間で､私用､家族の病気､不定期の就労等の目的で不定期に利用した事業のある人

＞ 

利用している事業（複数回答） 

  

 

【事業別の利用日数】 

◆平均の年間日数 

  

 

人数 割合(％)

～1泊 2        33.3

～3泊 2        33.3

～5泊 1        16.7

10泊より多い 1        16.7

合計 6        100.0

人数 割合(％)

利用している 125         9.4

利用していない 1,208       90.6

合計 1,333       100.0

9.8 

90.2 

9.4 

90.6 

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

H25年度(N=1,527)
H30年度(N=1,333)

(%)

人数 割合(％)

一時的保育（デイ保育） 84 67.2

幼稚園預かり保育 22 17.6

ファミリー･サポート事業 23 18.4

ベビーシッター 1 0.8

その他 15 12.0

回答件数（複数回答） 125

年間日数

一時的保育（デイ保育） 13.4
幼稚園預かり保育 13.1
ファミリー･サポート事業 4.4
トワイライトステイ 0.0
ベビーシッター 30.0
その他 9.5

利用している

9.4％

利用していない

90.6％

N=1,333

人数 割合(％)

3泊 1        100.0

合計 1        100.0

・この一年で、私用､家族の病気､不定期の就労等の目的による保育サービスを利用している人は 9％である。 

・利用している事業は「一時的保育」が 67％で最も多い。トワイライトステイの利用者はいなかった。 

・利用事業一年間の日数平均をみると、「ベビーシッター」が平均 30 泊で最も多い。 

・利用していない人の理由としては「特に利用する必要がない」という回答が圧倒的に多くなっている。 

84 

22 

23 

1 

15 

0 50 100

一時的保育（デイ保育）

幼稚園預かり保育

ファミリー･サポート事業

ベビーシッター

その他

(人)

13.4 

13.1 

4.4 

0.0 

30.0 

9.5 

0 10 20 30 40

一時的保育（デイ保育）

幼稚園預かり保育

ファミリー･サポート事業

トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

(日)

� 前回調査との変化は特にみられない 
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①一時的保育（デイ保育）の利用日数（年間）   ②幼稚園預かり保育の利用日数（年間） 

          

③ファミリー・サポート事業の利用日数（年間 ④夜間看護等事業（トワイライトステイ）の利用日数（年間） 

※回答なし 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ベビーシッターの利用日数（年間）       ⑥その他の利用日数（年間） 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ27-2 ＜回答対象者：この一年間で､私用､家族の病気､不定期の就労等の目的で不定期に利用した事業のない人＞ 

利用していない理由（複数回答） 

 

  

人数 割合(％)

～1日 10       14.1

～2日 9        12.7

～3日 7        9.9

～4日 1        1.4

～5日 7        9.9

～6日 1        1.4

～7日 3        4.2

～8日 1        1.4

～10日 6        8.5

10日より多い 26       36.6

合計 71       100.0

人数 割合(％)

利用する必要がない 791 84.1

利用したい事業がない 22 2.3

質に不安がある 13 1.4

利便性が良くない 27 2.9

利用料が高い 104 11.1

利用料がわからない 55 5.9

知らないところに預けるのは不安 162 17.2

手続きや手配が面倒 130 13.8

子どもがいやがる・不安がる 117 12.4

事業の利用方法がわからない 117 12.4

その他 32 3.4

回答件数（複数回答） 940

人数 割合(％)

30日 1        100.0

合計 1        100.0

人数 割合(％)

～2日 3        20.0

～3日 1        6.7

～4日 1        6.7

～5日 1        6.7

～9日 1        6.7

～10日 4        26.7

10日より多い 4        26.7

合計 15       100.0

人数 割合(％)

～1日 6        28.6

～2日 5        23.8

～3日 2        9.5

～4日 2        9.5

～5日 2        9.5

～10日 2        9.5

10日より多い 2        9.5

合計 21       100.0

人数 割合(％)

～2日 2        13.3

～3日 1        6.7

～4日 2        13.3

～5日 3        20.0

～7日 1        6.7

～10日 2        13.3

10日より多い 4        26.7

合計 15       100.0

791 

22 

13 

27 

104 

55 

162 

130 

117 

117 

32 

0 500 1,000

利用する必要がない

利用したい事業がない

質に不安がある

利便性が良くない

利用料が高い

利用料がわからない

知らないところに預けるのは不安

手続きや手配が面倒

子どもがいやがる・不安がる

事業の利用方法がわからない

その他

(人)
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★Ｑ28 今後､私用､家族の病気､不定期の就労等の目的での不定期の事業の利用希望 

  

＜前回との比較＞ 

 
 

★Ｑ28-1 ＜回答対象者：私用､家族の病気､不定期の就労等の目的で不定期の事業を利用する予定のある人＞  

不定期事業の利用目的（複数回答） 

  

 

【目的別の利用希望日数】 

◆平均の年間日数 

 

 

  

人数 割合(％)

利用する予定がある 335         24.7

利用する必要はない 1,020       75.3

合計 1,355       100.0

34.6 

65.4 

24.7 

75.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

利用する予定

がある

利用する必要

はない

H25年度(N=1,520)

H30年度(N=1,355)

(%)

人数 割合(％)

私用、リフレッシュのため 119 36.2

冠婚葬祭･行事等 205 62.3

不定期の就労 93 28.3

その他 43 13.1

回答件数（複数回答） 329

年間日数

私用、リフレッシュのため 9.2         
冠婚葬祭･行事等 7.4         
不定期の就労 29.8       
その他 26.7       

119 

205 

93 

43 

0 100 200 300

私用、リフレッシュのため

冠婚葬祭･行事等

不定期の就労

その他

(人)

・今後、私用、家族の病気、不定期の就労等のために、一時的保育等の事業を不定期に利用する予定がある人

は 25％であり、利用する必要はない人の方が多い。 

・利用予定者の利用目的は、多い順に「冠婚葬祭、行事等」「私用、リフレッシュ」「不定期の就労」となって

いる。 

・利用希望の年間日数の平均は、不定期の就労が 29.8 日で最も多いほか、その他（自分や家族が病気の時、

仕事で保育園送迎に間に合わない時、2 人目の出産時など）が 26.7 日で次に多くなっている。 

・今後利用を予定している事業は、一時的保育（デイ保育）が最も多く、次いでファミリー・サポート事業と

なっている。 

利用する

予定が

ある

24.7％利用する

必要は

ない

75.3％

N=1,355

9.2 

7.4 

29.8 

26.7 

0 10 20 30 40

私用、リフレッシュのため

冠婚葬祭･行事等

不定期の就労

その他

(日)

� 前回調査と比べ、「利用する必要はない」

が 10 ポイント増えている 
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① 私用やリフレッシュ目的の利用希望日数（年間） ②冠婚葬祭等の目的の利用希望日数（年間） 

   

③不定期の就労目的の利用希望日数（年間）    ④その他の利用希望日数（年間） 

          

 

 

Ｑ28-2 ＜回答対象者：今後､私用､家族の病気､不定期の就労等の目的で不定期の事業を利用する予定のある人＞ 

今後利用を予定している事業（複数回答） 

 

 

 

  

人数 割合(％)

～1日 5        5.0

～2日 19       18.8

～3日 12       11.9

～4日 1        1.0

～5日 16       15.8

～6日 5        5.0

～7日 3        3.0

～8日 1        1.0

～10日 16       15.8

10日より多い 23       22.8

合計 101      100.0

人数 割合(％)

～1日 1        1.5

～2日 2        3.1

～3日 4        6.2

～5日 10       15.4

～6日 1        1.5

～10日 14       21.5

10日より多い 33       50.8

合計 65       100.0

人数 割合(％)

一時的保育（デイ保育） 189 70.8

幼稚園預かり保育 57 21.3

ファミリー・サポート事業 77 28.8

トワイライトステイ 14 5.2

ベビーシッター 10 3.7

回答件数（複数回答） 267

人数 割合(％)

～1日 18       12.1

～2日 23       15.4

～3日 22       14.8

～4日 5        3.4

～5日 23       15.4

～6日 1        0.7

～7日 8        5.4

～10日 28       18.8

10日より多い 21       14.1

合計 149      100.0

人数 割合(％)

～2日 4        21.1

～3日 1        5.3

～5日 4        21.1

～7日 1        5.3

～10日 1        5.3

10日より多い 8        42.1

合計 19       100.0

189 

57 

77 

14 

10 

0 100 200

一時的保育（デイ保育）

幼稚園預かり保育

ファミリー・サポート事業

トワイライトステイ

ベビーシッター

(人)
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（５） 地域の子ども・子育て支援事業について 

 

★Ｑ29 地域の子育て支援施設や事業について 

◆事業別の現在の利用状況／今後利用予定 

 

  

地域支援事業名

利用している・したことがある              16.3 利用する予定 15.9             

知っているが利用していない              78.6 利用予定なし 57.3             

知らない               5.1 わからない 26.8             

利用している・したことがある 12.9             利用する予定 10.9             

知っているが利用していない 67.7             利用予定なし 63.8             

知らない 19.4             わからない 25.3             

利用している・したことがある 36.8             利用する予定 34.5             

知っているが利用していない 54.3             利用予定なし 32.0             

知らない 8.9              わからない 33.6             

利用している・したことがある 14.1             利用する予定 14.5             

知っているが利用していない 60.4             利用予定なし 53.6             

知らない 25.5             わからない 31.9             

利用している・したことがある 25.0             利用する予定 3.2              

知っているが利用していない 33.0             利用予定なし 69.8             

知らない 42.0             わからない 27.0             

利用している・したことがある 8.0              利用する予定 2.9              

知っているが利用していない 28.4             利用予定なし 71.3             

知らない 63.6             わからない 25.8             

利用している・したことがある 13.0             利用する予定 10.3             

知っているが利用していない 49.1             利用予定なし 29.4             

知らない 37.9             わからない 60.3             

利用している・したことがある 12.7             利用する予定 7.2              

知っているが利用していない 34.6             利用予定なし 44.7             

知らない 52.8             わからない 48.1             

利用している・したことがある 21.4             利用する予定 14.4             

知っているが利用していない 27.4             利用予定なし 47.9             

知らない 51.2             わからない 37.7             

利用している・したことがある 56.8             利用する予定 28.7             

知っているが利用していない 31.4             利用予定なし 30.2             

知らない 11.8             わからない 41.1             

利用している・したことがある 10.1             利用する予定 18.2             

知っているが利用していない 15.1             利用予定なし 21.7             

知らない 74.8             わからない 60.0             

N=1,244

N=1,289

N=1,219

N=1,249

N=1,278

N=1,282

N=1,248

⑩子育て応援BOOK

⑪しおじりまぁるい子育て

ネット

N=1,313

N=1,350

N=1,348

N=1,361

N=1,359

N=1,354

N=1,360

N=1,367

⑤マタニティママ応援教室

⑥不妊治療（天使のゆりか

ご）支援事業

⑦子育て相談（家庭支援

課）

⑧子育てサロン

⑨妊娠から子育てあんしん

サポートルーム

②北部子育て支援センター

（吉田地区）
N=1,306 N=1,160

③こども広場「あ・そ・ぼ」

（ウイングロード内）

④幼稚園・保育園・認定子

ども園・児童館の施設開放

N=1,356 N=1,219

N=1,224

①子育て支援センター（え

んぱーく内）
N=1,341

今後の利用予定（％）

 N=1,189

現在の利用状況（％）

月間平均日数

現在 3.1                
予定 3.7                
現在 3.0                
予定 3.7                
現在 2.1                
予定 2.4                
現在 4.5                
予定 4.5                

子育て支援センター（えんぱーく内）

北部子育て支援センター（吉田地区）

こども広場「あ・そ・ぼ」（ウイングロード内）

幼稚園・保育園・認定子ども園・児童館の施設開放

・地域子育て支援事業の現在の利用状況では、子育て応援 BOOK の利用者が 57％で最も多い。子育て支援

センターやこども広場は「知っているが利用していない」という人が多いため、利用促進の取り組みが求

められる。マタニティママ応援教室や不妊治療支援事業、子育てサロン、あんしんサポートルーム、しお

じりまぁるい子育てネットについては、「知らない」人が最も多くなっており、周知が必要である。 

・一方、今後の利用予定をみると、「利用する予定」はこども広場が最も高い。その他の事業は「利用予定な

し」や「わからない」の回答が多くみられる。 

・月間平均日数は現在の利用、今後の利用予定ともに幼稚園・保育園等の施設開放が最も多い。 
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①子育て支援センター（えんぱーく内）（月あたり） 

◆現在の利用頻度          ◆今後利用したい場合の利用頻度 

     

②北部子育て支援センター（吉田地区）（月あたり） 

◆現在の利用頻度        ◆今後利用したい場合の利用頻度 

     

③こども広場「あ・そ・ぼ」（ウイングロード内）（月あたり） 

◆現在の利用頻度       ◆今後利用したい場合の利用頻度 

 

④幼稚園・保育園・認定こども園・（月あたり） 

◆現在の利用頻度        ◆今後利用したい場合の利用頻度 

 
  

人数 割合(％)

～1日 85       42.9

～2日 40       20.2

～3日 22       11.1

～4日 15       7.6

～5日 11       5.6

～10日 16       8.1

～15日 8        4.0

～20日 1        0.5

合計 198      100.0

人数 割合(％)

～1日 79       51.0

～2日 22       14.2

～3日 17       11.0

～4日 9        5.8

～5日 8        5.2

～10日 14       9.0

～15日 3        1.9

～20日 3        1.9

合計 155      100.0

人数 割合(％)

～1日 270      60.9

～2日 69       15.6

～3日 38       8.6

～4日 24       5.4

～5日 18       4.1

～10日 19       4.3

～15日 4        0.9

～20日 1        0.2

合計 443      100.0

人数 割合(％)

～1日 95       56.9

～2日 14       8.4

～3日 7        4.2

～4日 14       8.4

～5日 12       7.2

～10日 1        0.6

～15日 1        0.6

～20日 22       13.2

20日より多い 1        0.6

合計 167      100.0

人数 割合(％)

～1日 51       30.2

～2日 35       20.7

～3日 15       8.9

～4日 30       17.8

～5日 12       7.1

～10日 19       11.2

～15日 4        2.4

～20日 3        1.8

合計 169      100.0

人数 割合(％)

～1日 43       38.4

～2日 15       13.4

～3日 16       14.3

～4日 8        7.1

～5日 11       9.8

～10日 13       11.6

～15日 4        3.6

～20日 2        1.8

合計 112      100.0

人数 割合(％)

～1日 196      51.9

～2日 73       19.3

～3日 34       9.0

～4日 28       7.4

～5日 22       5.8

～10日 20       5.3

～15日 3        0.8

～20日 2        0.5

合計 378      100.0

人数 割合(％)

～1日 86       57.0

～2日 16       10.6

～3日 7        4.6

～4日 11       7.3

～5日 7        4.6

～10日 1        0.7

～15日 1        0.7

～20日 20       13.2

20日より多い 2        1.3

合計 151      100.0
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（６） 小学校就学後の放課後の過ごし方について 

 

★Ｑ30 小学校就学後に希望する平日の放課後の過ごし方（複数回答） 

◆小学校低学年（１～３年生）時の平日放課後の過ごさせたい場所 

  

＜前回との比較＞ ※複数回答のため参考 

 
 

 

【低学年で過ごさせたい場所別の希望日数】（週あたり） 

◆平均の週あたり日数 

 

 

人数 割合(％)

自宅 768 55.9

祖父母宅･友人知人宅 285 20.8

習い事 586 42.7

児童館 421 30.7

放課後児童クラブ 454 33.1

ファミリー･サポート事業 3 0.2

えんぱーくや公民館など 31 2.3

公園など 203 14.8

回答件数（複数回答） 1,373

60.9

22.3

47.0

21.7

27.1

0.5

4.2

15.8

55.9 

20.8 

42.7 

30.7 

33.1 

0.2 

2.3 

14.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自宅

祖父母宅･友人知人宅

習い事

児童館

放課後児童クラブ

ファミリー･サポート事業

えんぱーくや公民館など

公園など

H25年度(N=1,478)

H30年度(N=1,373)

(%)

週あたり日数

自宅 3.3             
祖父母宅･友人知人宅 2.2             
習い事 1.5             
児童館 3.7             
放課後児童クラブ 4.2             
ファミリー･サポート事業 3.5             
えんぱーくや公民館など 1.4             
公園など 1.9             

・小学校低学年での放課後の過ごさせ方としては、「自宅」と回答した人が 56％で最も多く、次いで｢習い事｣

｢放課後児童クラブ｣「児童館」の順で 400 人以上の回答がみられた。 

・週あたりの希望平均日数は、「放課後児童クラブ」が 4.2 日で最も多く、次いで「児童館」、「ファミリー・

サポート事業」、「自宅」の順となっている。 

・「児童館」の利用希望時間は下校時から「17 時まで」および「18 時まで」がともに 5 割程度、｢放課後児

童クラブ｣については「19 時まで」の利用希望も 20％以上ある。 

768 

285 

586 

421 

454 

3 

31 

203 

0 500 1,000

自宅

祖父母宅･友人知人宅

習い事

児童館

放課後児童クラブ

ファミリー･サポート事業

えんぱーくや公民館など

公園など

(人)

3.3 

2.2 

1.5 

3.7 

4.2 

3.5 

1.4 

1.9 

0 2 4 6

自宅

祖父母宅･友人知人宅

習い事

児童館

放課後児童クラブ

ファミリー･サポート事業

えんぱーくや公民館など

公園など

(日)

� 前回調査より児童館、放課後児童ク

ラブの希望が増えている 
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①自宅                    ②祖父母宅・友人知人宅 

        

③習い事                    

 

④児童館                  ◆児童館利用希望時間 

 

⑤放課後児童クラブ             ◆放課後児童クラブ利用希望時間 

        

⑥ファミリー・サポート事業         ⑦えんぱーくや公民館など 

  

 

⑧公園など 

 

  

人数 割合(％)

1日 85       12.3

2日 145      20.9

3日 175      25.3

4日 83       12.0

5日 205      29.6

合計 693      100.0

人数 割合(％)

1日 111      45.9

2日 53       21.9

3日 28       11.6

4日 14       5.8

5日 36       14.9

合計 242      100.0

人数 割合(％)

1日 313      57.0

2日 198      36.1

3日 32       5.8

4日 4        0.7

5日 2        0.4

合計 549      100.0

人数 割合(％)

1日 45       11.7

2日 52       13.5

3日 51       13.3

4日 44       11.5

5日 192      50.0

合計 384      100.0

人数 割合(％)

1日 18       4.1

2日 34       7.8

3日 63       14.5

4日 65       14.9

5日 255      58.6

合計 435      100.0

人数 割合(％)

2日 1        50.0

5日 1        50.0

合計 2        100.0

人数 割合(％)

1日 75       41.9

2日 62       34.6

3日 29       16.2

4日 5        2.8

5日 8        4.5

合計 179      100.0

人数 割合(％)

1日 22       78.6

2日 4        14.3

3日 1        3.6

5日 1        3.6

合計 28       100.0

人数 割合(％)

17時まで 171         49.1

18時まで 177         50.9

合計 348         100.0

人数 割合(％)

17時まで 158         38.3

18時まで 168         40.7

19時まで 87          21.1

合計 413         100.0
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＜クロス集計＞ 

【学齢別】 

 

【地域別】 

 

  

自宅
祖父母宅･友
人知人宅

習い事 児童館
放課後児童
クラブ

ファミリー･サ
ポート事業

えんパークや
公民館など

公園など 回答者数

0歳児 64.5% 28.0% 53.3% 32.7% 25.2% 0.0% 3.7% 30.8% 107           

0-1歳児 61.2% 29.8% 47.9% 28.2% 30.9% 0.5% 3.7% 17.6% 188           

1-2歳児 56.2% 19.4% 42.8% 30.8% 34.8% 0.0% 3.0% 14.4% 201           

2-3歳児 56.8% 18.3% 42.3% 32.9% 35.2% 0.0% 0.5% 18.3% 213           

年少 53.6% 19.4% 37.4% 34.1% 32.2% 0.5% 2.8% 12.3% 211           

年中 56.1% 20.2% 41.3% 30.5% 30.9% 0.4% 2.2% 9.0% 223           

年長 48.4% 14.9% 39.8% 26.7% 38.0% 0.0% 0.9% 10.0% 221           

市全体 55.9% 20.7% 42.7% 30.7% 33.1% 0.2% 2.3% 14.8% 1,364         

自宅
祖父母宅･友
人知人宅

習い事 児童館
放課後児童
クラブ

ファミリー･サ
ポート事業

えんパークや
公民館など

公園など 回答者数

塩尻東小学校 56.3% 22.8% 41.8% 31.6% 29.7% 0.0% 0.6% 15.8% 158           

塩尻西小学校 57.7% 21.5% 39.2% 33.1% 33.1% 0.0% 5.4% 15.4% 130           

桔梗小学校 62.4% 20.2% 48.1% 27.9% 28.3% 0.4% 3.1% 17.4% 258           

広丘小学校 53.4% 22.7% 41.8% 31.1% 33.5% 0.4% 2.8% 16.3% 251           

吉田小学校 51.1% 17.2% 40.7% 35.3% 38.5% 0.5% 1.4% 14.5% 221           

片丘小学校 55.0% 17.5% 40.0% 36.3% 38.8% 0.0% 1.3% 12.5% 80             

宗賀小学校 53.8% 22.0% 37.4% 31.9% 34.1% 0.0% 1.1% 9.9% 91             

洗馬小学校 57.7% 17.3% 48.1% 27.9% 28.8% 0.0% 1.9% 10.6% 104           

木曽楢川小学校 61.1% 16.7% 38.9% 16.7% 38.9% 0.0% 0.0% 11.1% 36             

両小野小学校 38.7% 41.9% 38.7% 12.9% 38.7% 0.0% 0.0% 12.9% 31             

市全体 55.8% 20.7% 42.5% 30.7% 33.1% 0.2% 2.2% 14.8% 1,360         

・学齢別にみると、小学校低学年のうちは「祖父母・友人知人宅」で過ごさせたいと考える人の割合がは０

歳児、０～１歳児で高くなっている。 

・地域別には、「自宅」という回答が桔梗小学校、木曽楢川小学校、「祖父母・友人知人宅」が両小野小学校、

「児童館」が片丘小学校でそれぞれ高い傾向がみられる。 



38 

 

◆小学校高学年（４～６年生）時の平日放課後の過ごさせたい場所 

  

＜前回との比較＞ ※複数回答のため参考 

 
 

 

【高学年で過ごさせたい場所別の希望日数】（週あたり） 

◆平均の週あたり日数 

 

 

  

人数 割合(％)

自宅 958 70.2

祖父母宅･友人知人宅 300 22.0

習い事 719 52.7

児童館 323 23.7

放課後児童クラブ 347 25.4

ファミリー･サポート事業 3 0.2

えんぱーくや公民館など 33 2.4

公園など 245 18.0

回答件数（複数回答） 1,364

61.6

20.8

53.2

16.1

19.3

0.1

4.4

0.1

70.2 

22.0 

52.7 

23.7 

25.4 

0.2 

2.4 

18.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自宅

祖父母宅･友人知人宅

習い事

児童館

放課後児童クラブ

ファミリー･サポート事業

えんぱーくや公民館など

公園など

H25年度(N=1,339)

H30年度(N=1,364)

(%)

週あたり日数

自宅 3.3             
祖父母宅･友人知人宅 2.1             
習い事 1.7             
児童館 3.3             
放課後児童クラブ 3.7             
ファミリー･サポート事業 3.7             
えんぱーくや公民館など 1.8             
公園など 2.0             

・小学校高学年での放課後の過ごさせ方は、「自宅」と回答した人が 70％で低学年時よりも増えている。次

いで｢習い事｣も 53％で低学年時よりも増えている。 

・週あたりの希望平均日数は、「放課後児童クラブ」が 3.7 日で最も多く、次いで「ファミリー・サポート事

業」、「児童館」、「自宅」の順となっている。 

・「児童館」の利用希望時間は下校時から「18 時まで」がともに 54％で過半数となっている。｢放課後児童

クラブ｣については「18 時まで」が 47％で多いが、「19 時まで」の利用希望も 20％程度ある。 

958 

300 

719 

323 

347 

3 

33 

245 

0 500 1,000 1,500

自宅

祖父母宅･友人知人宅

習い事

児童館

放課後児童クラブ

ファミリー･サポート事業

えんぱーくや公民館など

公園など

(人)

3.3 

2.1 

1.7 

3.3 

3.7 

3.7 

1.8 

2.0 

0 1 2 3 4

自宅

祖父母宅･友人知人宅

習い事

児童館

放課後児童クラブ

ファミリー･サポート事業

えんぱーくや公民館など

公園など

(日)

� 低学年同様、前回調査より児童館、放

課後児童クラブの希望が増えている 
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①自宅                    ②祖父母宅・友人知人宅 

 

③習い事                    

 

④児童館                 ◆児童館利用希望時間 

 

⑤放課後児童クラブ            ◆放課後児童クラブ利用希望時間 

 

⑥ファミリー・サポート事業        ⑦えんぱーくや公民館など 

 

       

 

⑧公園など 

 

人数 割合(％)

1日 117      13.7

2日 189      22.2

3日 170      19.9

4日 90       10.6

5日 287      33.6

合計 853      100.0

人数 割合(％)

1日 288      43.2

2日 294      44.1

3日 73       10.9

4日 9        1.3

5日 3        0.4

合計 667      100.0

人数 割合(％)

1日 42       14.9

2日 61       21.7

3日 46       16.4

4日 24       8.5

5日 108      38.4

合計 281      100.0

人数 割合(％)

1日 26       8.1

2日 47       14.7

3日 59       18.4

4日 42       13.1

5日 146      45.6

合計 320      100.0

人数 割合(％)

3日 2        66.7

5日 1        33.3

合計 3        100.0

人数 割合(％)

1日 84       39.4

2日 75       35.2

3日 37       17.4

4日 8        3.8

5日 9        4.2

合計 213      100.0

人数 割合(％)

1日 15       60.0

2日 4        16.0

3日 4        16.0

4日 1        4.0

5日 1        4.0

合計 25       100.0

人数 割合(％)

17時まで 99          46.3

18時まで 115         53.7

合計 214         100.0

人数 割合(％)

17時まで 91          32.2

18時まで 133         47.0

19時まで 59          20.8

合計 283         100.0

人数 割合(％)

1日 120      46.7

2日 67       26.1

3日 31       12.1

4日 10       3.9

5日 29       11.3

合計 257      100.0
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＜クロス集計＞ 

【学齢別】 

 

【地域別】 

 

自宅
祖父母宅･友
人知人宅

習い事 児童館
放課後児童
クラブ

ファミリー･サ
ポート事業

えんパークや
公民館など

公園など 回答者数

0歳児 64.2% 29.2% 64.2% 32.1% 26.4% 0.0% 5.7% 31.1% 106           

0-1歳児 73.8% 30.5% 58.8% 25.7% 24.1% 0.0% 2.7% 18.7% 187           

1-2歳児 66.2% 24.4% 54.2% 23.9% 27.9% 0.0% 1.5% 19.9% 201           

2-3歳児 70.5% 18.1% 53.8% 21.4% 31.0% 0.5% 2.4% 20.5% 210           

年少 67.6% 20.0% 47.6% 29.0% 22.4% 0.5% 3.3% 16.7% 210           

年中 71.3% 21.1% 48.9% 22.0% 24.7% 0.4% 1.8% 13.0% 223           

年長 74.8% 15.6% 47.7% 16.5% 22.0% 0.0% 1.4% 13.3% 218           

市全体 70.2% 22.0% 52.6% 23.7% 25.4% 0.2% 2.4% 18.0% 1,355         

自宅
祖父母宅･友
人知人宅

習い事 児童館
放課後児童
クラブ

ファミリー･サ
ポート事業

えんパークや
公民館など

公園など 回答者数

塩尻東小学校 73.4% 25.9% 50.6% 25.3% 23.4% 0.6% 1.3% 14.6% 158           

塩尻西小学校 70.3% 22.7% 48.4% 26.6% 23.4% 0.0% 7.0% 20.3% 128           

桔梗小学校 73.6% 22.8% 57.9% 19.7% 23.6% 0.0% 3.1% 22.4% 254           

広丘小学校 64.5% 20.3% 51.4% 22.7% 26.7% 0.4% 2.4% 20.7% 251           

吉田小学校 70.9% 20.0% 55.0% 23.6% 25.9% 0.5% 0.9% 21.4% 220           

片丘小学校 68.8% 18.8% 52.5% 31.3% 36.3% 0.0% 2.5% 13.8% 80             

宗賀小学校 66.7% 21.1% 43.3% 23.3% 28.9% 0.0% 2.2% 8.9% 90             

洗馬小学校 75.7% 17.5% 56.3% 29.1% 17.5% 0.0% 1.0% 9.7% 103           

木曽楢川小学校 69.4% 19.4% 38.9% 22.2% 30.6% 0.0% 0.0% 11.1% 36             

両小野小学校 61.3% 45.2% 54.8% 12.9% 25.8% 0.0% 3.2% 16.1% 31             

市全体 70.2% 21.9% 52.5% 23.8% 25.4% 0.2% 2.4% 18.0% 1,351         

・学齢別にみると、小学校低学年のうちは「祖父母・友人知人宅」で過ごさせたいと考える人の割合が 0 歳

児、0-1 歳児で高くなっている。 

・地域別には、「祖父母・友人知人宅」が両小野小学校、「習い事」が桔梗小学校、「児童館」「放課後児童ク

ラブ」が片丘小学校でそれぞれ高くなっている。 
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Ｑ31 平日以外の放課後児童クラブの利用について 

①土曜日 

 
 

 

△開始時間             ▽終了時間             ◆1 日あたり利用時間 

 
 

 

 

 

 

 

②日曜日・祝日 

 
 

 

△開始時間             ▽終了時間             ◆1 日あたり利用時間 

  
 

 

 

  

人数 割合(％)

必要なし 1,082       81.0

低学年の間 125         9.4

４年生まで 19          1.4

５年生まで 7            0.5

６年生まで 102         7.6

合計 1,335       100.0

人数 割合(％)

～7時 4        1.8

～8時 103      47.2

～9時 82       37.6

～10時 7        3.2

10時より後 22       10.1

合計 218      100.0

人数 割合(％)

必要なし 1,228       92.0

低学年の間 46          3.4

４年生まで 8            0.6

５年生まで 4            0.3

６年生まで 49          3.7

合計 1,335       100.0

人数 割合(％)

～7時 2        2.2

～8時 49       55.1

～9時 26       29.2

～10時 7        7.9

10時より後 5        5.6

合計 89       100.0

必要なし

81.0％

低学年の間

9.4％

４年生まで

1.4％

５年生まで

0.5％

６年生まで

7.6％

N=1,335

・平日以外の「放課後児童クラブ」の利用については、土曜日、日曜日・祝日とも「利用する必要はない」

が 80％以上で多くを占めている。長期休業時は「低学年の間は利用したい」が 28％、6 年生までの利用希

望も 27％となっている。 

・利用希望の時間帯は土曜日、日曜日・祝日、長期休業時とも 8 時までの開始希望が最も多く、終了時間に

ついても、18 時までの希望が多くみられる。1 日あたりの時間にすると 9～10 時間が多い。 

・時間帯別に利用希望率をみると、土曜日、日曜日・祝日、長期休業時とも～9 時から～17 時の間、8～9 割

の高いニーズがみられる。 

必要なし

92.0％

低学年

の間

3.4％

４年生まで

0.6％

５年生まで

0.3％
６年生まで

3.7％

N=1,335

人数 割合(％)

～12時 2        2.1

～14時 1        1.1

～15時 5        5.3

～16時 5        5.3

～17時 28       29.8

～18時 35       37.2

～19時 16       17.0

19時より後 2        2.1

合計 94       100.0

人数 割合(％)

～3時間 26       11.9

～4時間 5        2.3

～5時間 4        1.8

～6時間 11       5.0

～7時間 14       6.4

～8時間 27       12.4

～9時間 50       22.9

～10時間 50       22.9

～11時間 27       12.4

～12時間 4        1.8

合計 218      100.0

人数 割合(％)

～3時間 4        4.5

～4時間 2        2.2

～5時間 1        1.1

～6時間 5        5.6

～7時間 6        6.7

～8時間 11       12.4

～9時間 19       21.3

～10時間 22       24.7

～11時間 15       16.9

～12時間 4        4.5

合計 89       100.0

人数 割合(％)

～12時 9        4.0

～13時 5        2.2

～14時 3        1.3

～15時 11       4.8

～16時 16       7.0

～17時 73       32.2

～18時 79       34.8

～19時 29       12.8

19時より後 2        0.9

合計 227      100.0
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③長期休業時（夏休み・冬休み等） 

 
 

 

△開始時間             ▽終了時間             ◆1 日あたり利用時間 

  
 

 

 

 

 

◇時間帯別にみる利用希望率 

＜土曜日＞ 

 

＜日曜日・祝日＞ 

 

＜長期休業時＞ 

 

人数 割合(％)

必要なし 484         36.6

低学年の間 374         28.2

４年生まで 89          6.7

５年生まで 25          1.9

６年生まで 352         26.6

合計 1,324       100.0

人数 割合(％)

～7時 6        0.8

～8時 400      51.8

～9時 332      43.0

～10時 21       2.7

10時より後 13       1.7

合計 772      100.0

0.5 0.9 1.4

48.6

86.2
89.4 89.4 89.0 87.2 85.3

88.5 87.2

79.8

47.2

13.3

0.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

～5時 ～6時 ～7時 ～8時 ～9時 ～10時 ～11時 ～12時 ～13時 ～14時 ～15時 ～16時 ～17時 ～18時 ～19時 ～20時

（％）

0.0 1.1 2.2

57.3

86.5

94.4 94.4 94.4 95.5 95.5 94.4
91.0

85.4

55.1

19.1

2.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

～5時 ～6時 ～7時 ～8時 ～9時 ～10時 ～11時 ～12時 ～13時 ～14時 ～15時 ～16時 ～17時 ～18時 ～19時 ～20時

（％）

0.0 0.1 0.8

52.6

95.6
98.3 98.3 98.2 97.8 97.4 96.9

91.8

79.7

44.0

10.8

0.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

～5時 ～6時 ～7時 ～8時 ～9時 ～10時 ～11時 ～12時 ～13時 ～14時 ～15時 ～16時 ～17時 ～18時 ～19時 ～20時

（％）

必要なし

36.6％

低学年の間

28.2％

４年生まで

6.7％

５年生まで

1.9％

６年生まで

26.6％

N=1,324

人数 割合(％)

～3時間 16       2.1

～4時間 8        1.0

～5時間 8        1.0

～6時間 29       3.8

～7時間 61       7.9

～8時間 136      17.6

～9時間 208      27.0

～10時間 212      27.5

～11時間 83       10.8

～12時間 9        1.2

12時間より

長い
1        0.1

合計 771      100.0

人数 割合(％)

～12時 9        1.2

～13時 4        0.5

～14時 5        0.6

～15時 44       5.6

～16時 95       12.2

～17時 277      35.5

～18時 262      33.6

～19時 80       10.3

19時より後 4        0.5

合計 780      100.0
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（７） 母親の就労状況について 

 

★Ｑ32 現在の就労状況 

 

＜前回との比較＞ 

 
 

 

Ｑ32-1 ＜回答対象者：フルタイムで就労中の人＞ 

母親の就労日数、就労時間の最も多いパターン 

①１週あたり就労日数            ②１日あたり就労時間 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人数 割合(％)

フルタイム 426         31.3

パート・アルバイト 586         43.0

就労していない 350         25.7

合計 1,362       100.0

27.3 

39.3 

33.4 

31.3 

43.0 

25.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

フルタイム

パート・アルバイト

就労していない

H25年度(N=1,533)
H30年度(N=1,362)

(%)

人数 割合(％)

～1日 1        0.2

～4日 5        1.2

～5日 354      83.7

～6日 56       13.2

～7日 7        1.7

合計 423      100.0

フルタイム

31.3％

パート・アルバイト

43.0％

就労していない

25.7％

N=1,362

・就労状況はパート・アルバイトが 43％で最も多く、フルタイムは 31％、就労していない人は 26％である。 

・フルタイム就労の場合の 1 週あたりの就労日数は 84％が 5 日と回答している。1 日あたりの就労時間は 8

時間が 57％で最も多い。 

人数 割合(％)

～3時間 1        0.2

～4時間 2        0.5

～5時間 7        1.6

～6時間 39       9.1

～7時間 62       14.5

～8時間 243      56.9

～9時間 44       10.3

～10時間 20       4.7

～11時間 5        1.2

～12時間 2        0.5

12時間より長い 2        0.5

合計 427      100.0

� 前回調査より「フルタイム」「パート・

アルバイト」ともに増えている 
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Ｑ32-2 ＜回答対象者：パート・アルバイトで就労中の人＞ 

母親の就労日数､就労時間の最も多いパターン 

①１週あたり就労日数           ②１日あたり就労時間 

                                     

 

Ｑ32-3 ＜回答対象者：パート・アルバイトで就労中の人＞ 

フルタイムへの転換希望 

 

＜前回との比較＞ 

 

 

  

人数 割合(％)

～1日 8        1.4

～2日 9        1.6

～3日 28       4.8

～4日 171      29.5

～5日 334      57.6

～6日 28       4.8

～7日 2        0.3

合計 580      100.0

人数 割合(％)

フルタイムへの転換希望があり、

実現できそう
56          10.4

フルタイムへの転換希望はある

が、実現できそうにない
133         24.8

パート・アルバイトのままでよい 339         63.1

パート・アルバイトをやめて、子

育てや家事に専念したい
9            1.7

合計 537         100.0

9.2 

23.9 

64.7 

2.2 

10.4 

24.8 

63.1 

1.7 

0.0 50.0 100.0

フルタイムへの転換希望があり、

実現できそう

フルタイムへの転換希望はある

が、実現できそうにない

パート・アルバイトのままでよい

パート・アルバイトをやめて、子

育てや家事に専念したい

H25年度(N=578)

H30年度(N=537)

(%)

・パート・アルバイト就労の場合の 1 週あたりの就労日数は 5 日が 58％、次いで 30％が 4 日と回答してい

る。1 日あたりの就労時間は 5～6 時間で 60％程度を占めている。 

・フルタイムへの転換希望は、10％が「希望があり実現できそう」としているが、25％が「希望はあるが実

現できそうにない」と回答しており、何らかの支援が必要と言える。 

フルタイムへの転換希望

があり、実現できそう

10.4％

フルタイムへの転換希望は

あるが、実現できそうにない

24.8％
パート・アルバイト

のままでよい

63.1％

パート・アルバイトをやめ

て、子育てや家事に専念し

たい 1.7％

N=537

人数 割合(％)

～3時間 24       4.2

～4時間 71       12.3

～5時間 149      25.8

～6時間 195      33.7

～7時間 95       16.4

～8時間 40       6.9

～9時間 4        0.7

合計 578      100.0

� 前回調査との変化は特にみられない 
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Ｑ32-4 ＜回答対象者：就労していない人＞ 

母親の就労経験について 

 

＜前回との比較＞ 

 

★Ｑ32-5 ＜回答対象者：就労していない人＞ 

母親の就労希望について               

 

＜前回との比較＞ 

 

 

◆就労希望時の子どもの年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人数 割合(％)

以前就労していた 328         95.9

就労経験なし 14          4.1

合計 342         100.0

92.4 

7.6 

95.9 

4.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

以前就労していた

就労経験なし
H25年度(N=513)

H30年度(N=342)

(%)

人数 割合(％)

家事育児に専念 57          16.7

子どもが成長したら、就労したい 206         60.4

すぐにでも就労したい 78          22.9

合計 341         100.0

12.9 

66.0 

21.1 

16.7 

60.4 

22.9 

0.0 50.0 100.0

家事育児に専念

子どもが成長したら、就労したい

すぐにでも就労したい H25年度(N=488)
H30年度(N=341)

(%)

以前就労していた

95.9％

就労経験なし

4.1％

N=342

家事育児に専念

16.7％

子どもが成長したら、

就労したい 60.4％

すぐにでも

就労したい

22.9％

N=341

・現在就労していない人のうち 96％が以前就労していた人たちである。 

・就労希望については、「子どもが成長したら就労したい」が 60％で最も多く、すぐにでも就労したい 23％

を含め、現在就労していない母親の 80％以上が就労意欲を持っている。就労時の子どもの年齢は 3 歳が約

半数で最も多く、入園時が一番の就労希望のタイミングとなっているとみられる。 

・希望の就労形態はパート・アルバイトが 87％、1 週あたりの就労日数は 4～5 日程度、1 日あたりの就労時

間は 5～6 時間が最も多くなっている。 

人数 割合(％)

1歳 11       5.6

2歳 10       5.1

3歳 97       49.0

4歳 29       14.6

5歳 6        3.0

6歳 16       8.1

7歳 17       8.6

8歳 2        1.0

9歳 4        2.0

10歳 3        1.5

12歳 1        0.5

13歳 2        1.0

合計 198      100.0

� 前回調査との変化は特にみられない 

� 前回調査より「家事育児に専念」が微増 
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★Ｑ32-6 ＜回答対象者：現在就労していない人＞ 

①希望する就労形態 

 

＜前回との比較＞ 

 

 

 

②希望する 1週あたり就労日数        ③希望する１日あたり就労時間 

 

  

人数 割合(％)

フルタイム 38          12.6

パート・アルバイト 263         87.4

合計 301         100.0

11.5 

88.5 

12.6 

87.4 

0.0 50.0 100.0

フルタイム

パート・アルバイト

H25年度(N=410)
H30年度(N=301)

(%)

人数 割合(％)

～2日 2        0.7

～3日 57       19.9

～4日 87       30.4

～5日 137      47.9

～6日 2        0.7

～7日 1        0.3

合計 286      100.0

フルタイム

12.6％

パート・アルバイト

87.4％

N=301

人数 割合(％)

～3時間 5        1.8

～4時間 50       17.6

～5時間 93       32.7

～6時間 82       28.9

～7時間 12       4.2

～8時間 40       14.1

～10時間 2        0.7

合計 284      100.0

� 前回調査との変化は特にみられない 
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（８） 母親の育児休業について 

 

Ｑ33 妊娠・出産時の母親の就労状況 

  

 

 

Ｑ33-1 ＜回答対象者：妊娠・出産時に就労していた人＞ 

母親の育児休業取得の有無 

  
＜前回との比較＞ 

 
       ※H25 年度調査は「就労していない」の選択肢をのぞいて割合を算出しなおしている 

 

Ｑ33-2 ＜回答対象者：育児休業を取得した人＞ 

①職場復帰した時期（お子さんの年齢）     ②希望していた復帰時期（お子さんの年齢） 

 

 

  

人数 割合(％)

就労していた 792         58.1

就労していない 572         41.9

合計 1,364       100.0

人数 割合(％)

取得した 355         45.3

取得中 97          12.4

取得していない 331         42.3

合計 783         100.0

32.4 

9.2 

58.4 

45.3 

12.4 

42.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

取得した

取得中

取得していない

H25年度(N=921)

H30年度(N=783)

(%)

人数 割合(％)

0歳 45       13.3

～1歳 215      63.4

～2歳 58       17.1

～3歳 19       5.6

～4歳 1        0.3

～5歳 1        0.3

合計 339      100.0

就労していた

58.1％

就労していない

41.9％

N=1,364

取得した

45.3％

取得中

12.4％

取得して

いない

42.3％

N=783

・妊娠・出産時の母親の就労状況は、58％が就労していた。そのうち、育児休業を取得した人は 45％、取得

中が 12％、取得していないは 42％であった。 

・育児休業を取得した人の職場復帰時期は、子どもが 1 歳のタイミングが 63％で最も多い。 

・希望していた復帰時期も 1 歳が最も多いが、56％と実際の復帰時期よりも 7％程度少なくなっている。 

人数 割合(％)

0歳 16       4.9

～1歳 182      56.2

～2歳 55       17.0

～3歳 67       20.7

～4歳 3        0.9

～5歳 1        0.3

合計 324      100.0

� 前回調査より「取得した」「取得中」の

割合が大きく増加している 
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Ｑ33-3 ＜回答対象者：育児休業を取得した人で、希望よりも職場復帰が早かった人＞ 

希望より職場復帰が早かった理由（複数回答） 

 

 

Ｑ33-4 ＜回答対象者：育児休業を取得した人で､希望よりも職場復帰が遅れた人＞ 

希望より職場復帰が遅れた理由（複数回答） 

 

 

 

Ｑ33-5 ＜回答対象者：育児休業を取得している人で、子どもの年齢が１歳未満の人＞ 

子どもが１歳になったときに必ず利用できる保育サービスがあるとした場合の復帰意向 

  

 

 

 

  

人数 割合(％)

希望の保育園等に入るため 35 33.3

家族の希望 9 8.6

経済的理由 34 32.4

業務のタイミング 40 38.1

その他 29 27.6

回答件数（複数回答） 105

人数 割合(％)

希望の保育園等に入れなかった 13 41.9

体調が思わしくなかった 5 16.1

職場の受入体制が整わなかった 5 16.1

子どもをみる人がいない 4 12.9

その他 10 32.3

回答件数（複数回答） 31

人数 割合(％)

１歳になるまで育児休業を取得し

たい
29          47.5

サービスに関わらず、１歳になる

前に復帰したい
2            3.3

サービスに関わらず、１年以上の

育休を取得する
30          49.2

合計 61          100.0

１歳になるまで育児

休業を取得したい

47.5％

サービスに関わらず、１歳

になる前に復帰したい

3.3％

サービスに関わらず、

１年以上の育休を取

得する 49.2％

N=61

・希望より実際の職場復帰が早かった理由は、業務の節目が最も多く、次いで、希望の保育園に入るため、経

済的理由と続く。 

・一方、希望より復帰が遅れた人の理由としては、希望の保育園等に入れなかった人が最も多かった。 

・現在育児休業を取得中の人のうち、お子さんが 1 歳未満の方で、1 歳になったときに必ず利用できる保育サ

ービスがあった場合の考え方について聞いたところ、サービスに関わらず一年以上の育児休業を取得する人

が 49％で最も多かった。 

35 

9 

34 

40 

29 

0 20 40 60

希望の保育園等に入るため

家族の希望

経済的理由

業務のタイミング

その他

(人)

13 

5 

5 

4 

10 

0 5 10 15

希望の保育園等に入れなかった

体調が思わしくなかった

職場の受入体制が整わなかった

子どもをみる人がいない

その他

(人)
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Ｑ33-6  ＜回答対象者：育児休業を取得していない人＞ 

育児休業を取得していない理由（複数回答） 

 

＜前回との比較＞ ※複数回答のため参考 

 

人数 割合(％)

退職した 141 43.9

有期雇用で取得要件を満た

さなかった
83 25.9

職場に制度がなかった 61 19.0

取得しにくい雰囲気 39 12.1

自営・農業のため 35 10.9

仕事が多忙 29 9.0

家族に見てもらえた 20 6.2

経済苦になる 17 5.3

保育所に預けられた 16 5.0

仕事に戻るのが難しそう

だった
10 3.1

産前産後休暇を知らず退職

した
9 2.8

早く復帰したかった 8 2.5

育児休業取得できることを

知らなかった
6 1.9

昇給･昇格が遅れそう 1 0.3

その他 45 14.0

回答件数（複数回答） 321

11.3

0.2

8.1

63.6

17.4

10.7

3.5

4.8

0.4

3.9

0.0

27.5

7.4

3.1

2.8

11.8

5.0 

6.2 

43.9 

12.1 

9.0 

2.5 

3.1 

0.3 

5.3 

10.9 

19.0 

25.9 

1.9 

2.8 

14.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

保育所に預けられた

父親が育児休業制度を利用した

家族に見てもらえた

退職した

取得しにくい雰囲気

仕事が多忙

早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給･昇格が遅れそう

経済苦になる

自営・農業のため

職場に制度がなかった

有期雇用で取得要件を満たさなかった

育児休業取得できることを知らなかった

産前産後休暇を知らず退職した

その他

H25年度(N=541)

H30年度(N=321)

(%)

・育児休業を取得していない人の理由では、「退職した」が 44％で最も多く、次いで「有期雇用で取得要件を

満たさなかった」、「職場に制度がなかった」の順で多い。 

141 

83 

61 

39 

35 

29 

20 

17 

16 

10 

9 

8 

6 

1 

45 

0 50 100 150

退職した

有期雇用で取得要件を満たさなかった

職場に制度がなかった

取得しにくい雰囲気

自営・農業のため

仕事が多忙

家族に見てもらえた

経済苦になる

保育所に預けられた

仕事に戻るのが難しそうだった

産前産後休暇を知らず退職した

早く復帰したかった

育児休業取得できることを知らなかった

昇給･昇格が遅れそう

その他

(人)

� 前回調査と比較すると「退職した」

「職場に制度がなかった」という人

の割合が大きく減少している 

� 「有期雇用で取得要件を満たさな

かった」という回答が大きく増えて

いる 
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（９） 父親の就労状況について 

 

 

★Ｑ34 現在の就労状況 

  

 

 

 

Ｑ34-1 ＜回答対象者：フルタイムで就労中の人＞ 

父親の就労日数、就労時間の最も多いパターン 

①１週あたり就労日数           ②１日あたり就労時間 

 

 

  

人数 割合(％)

フルタイム 1,280       99.2

パート・アルバイト 5            0.4

就労していない 5            0.4

合計 1,290       100.0

人数 割合(％)

～1日 1        0.1

～2日 2        0.2

～3日 6        0.5

～4日 11       0.9

～5日 831      65.6

～6日 378      29.9

～7日 37       2.9

合計 1,266    100.0

フルタイム

99.2％

パート・アルバイト

0.4％

就労していない

0.4％

N=1,290

・父親の就労状況はフルタイムが 99％であり、父親がメインで就労している家庭がほとんどとなっている。 

・フルタイム就労の場合の 1 週あたりの就労日数は 5 日が 66％、6 日が 30％となっている。1 日あたりの就

労時間は 8 時間が 46％で最も多く、次いで 10 時間が 20％となっている。 

人数 割合(％)

～5時間 1        0.1

～6時間 4        0.3

～7時間 7        0.6

～8時間 577      46.0

～9時間 176      14.0

～10時間 246      19.6

～11時間 67       5.3

～12時間 101      8.0

12時間より長い 76       6.1

合計 1,255    100.0
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※パート・アルバイト就労、現在就労していないケースは回答が少ないため、表のみの記載としている 

 

Ｑ34-2 ＜回答対象者：パート・アルバイトで就労中の人＞ 

父親の就労日数､就労時間の最も多いパターン 

①１週あたり就労日数           ②１日あたり就労時間 

 

 

Ｑ34-3 ＜回答対象者：パート・アルバイトで就労中の人＞ 

フルタイムへの転換希望 

  

 

Ｑ34-4 ＜回答対象者：現在就労していない人＞ 

父親の就労経験について 

  

 

Ｑ34-5 ＜回答対象者：現在就労していない人＞ 

父親の就労希望について 

  

 

Ｑ34-6 ＜回答対象者：現在就労していない人＞ 

①希望する就労形態 

  

 

②希望する 1週あたり就労日数        ③希望する１日あたり就労時間 

 

  

人数 割合(％)

～2日 1        25.0

～4日 1        25.0

～5日 2        50.0

合計 4        100.0

人数 割合(％)

フルタイムへの転換希望はある

が、実現できそうにない
1            50.0

パート・アルバイトのままでよい 1            50.0

合計 2            100.0

人数 割合(％)

以前就労していた 5            100.0

合計 5            100.0

人数 割合(％)

すぐにでも就労したい 4            100.0

合計 4            100.0

人数 割合(％)

フルタイム 4            100.0

合計 4            100.0

人数 割合(％)

5日 3        100.0

合計 3        100.0

人数 割合(％)

～4時間 1        25.0

～5時間 1        25.0

～8時間 1        25.0

～10時間 1        25.0

合計 4        100.0

人数 割合(％)

8時間 3        100.0

合計 3        100.0
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（１０） 父親の育児休業について 

 

Ｑ35 子どもが生まれたときの父親の就労状況 

  

 

Ｑ35-1 ＜回答対象者：子どもが生まれたときに就労していた人＞ 

父親の育児休業取得の有無 

  

＜前回との比較＞ 

 
 

Ｑ35-2 ＜回答対象者：育児休業を取得した人＞ 

①職場復帰した時期（お子さんの年齢）     ②希望していた復帰時期（お子さんの年齢） 

       

 

Ｑ35-3 希望より職場復帰が早かった理由（複数回答） Ｑ35-4 希望より職場復帰が遅れた理由（複数回答） 

   
 

  

人数 割合(％)

就労していた 1,260       98.2

就労していない 23          1.8

合計 1,283       100.0

人数 割合(％)

取得した 31          2.5

取得していない 1,212       97.5

合計 1,243       100.0

1.8 

0.4 

97.8 

2.5 

97.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

取得した

取得中

取得していない

H25年度(N=1,387)

H30年度(N=1,243)

(%)

人数 割合(％)

0歳 19       86.4

～1歳 2        9.1

～2歳 1        4.5

合計 22       100.0

人数 割合(％)

希望の保育園等に入るため 2 18.2

家族の希望 3 27.3

経済的理由 3 27.3

業務のタイミング 3 27.3

その他 4 36.4

回答件数（複数回答） 11

就労していた

98.2％

就労していない

1.8％

N=1,283

取得した

2.5％

取得していない

97.5％

N=1,243

・子どもが生まれた時の父親の就労状況は、98％が就労していた。そのうち、育児休業を取得した人はわずか

2.5％であり、ほとんどが取得していない。 

・育児休業を取得した人の職場復帰時期は、子どもが 0 歳のタイミングが 86％となっており、短い期間の取

得と考えられる。希望についても 0 歳という回答が 89％とほとんどを占める。 

人数 割合(％)

希望の保育園等に入れなかった 1 20.0

体調が思わしくなかった 2 40.0

家族の希望 4 80.0

子どもをみる人がいない 1 20.0

その他 1 20.0

回答件数（複数回答） 5

人数 割合(％)

0歳 16       88.9

～1歳 2        11.1

合計 18       100.0

� 前回調査との変化は特にみられない 
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Ｑ35-5 ＜回答対象者：育児休業を取得している人で、子どもの年齢が１歳未満の人＞ 

子どもが１歳になったときに必ず利用できる保育サービスがあるとした場合、父親の復帰意向 

 ※回答対象者なし 

 

Ｑ35-6  ＜回答対象者：育児休業を取得していない人＞ 

育児休業を取得していない理由（複数回答） 

 

 
 

＜前回との比較＞ 

 

人数 割合(％)

家族に見てもらえた 710 60.8

仕事が多忙 454 38.9

配偶者が育児休業を利用 370 31.7

取得しにくい雰囲気 350 30.0

経済苦になる・収入が減少してしまう 320 27.4

職場に制度がなかった 179 15.3

仕事に戻るのが難しそうだった 108 9.3

自営・農業のため 93 8.0

昇給･昇格が遅れそう 89 7.6

保育所に預けられた 53 4.5

育児休業取得できることを知らなかった 37 3.2

退職した 15 1.3

有期雇用で取得要件を満たさなかった 9 0.8

その他 52 4.5

回答件数（複数回答） 1,167

5.9

22.9

67.3

0.5

28.0

34.5

1.3

10.2

9.3

26.0

0.0

21.2

0.8

2.9

4.9

4.5 

31.7 

60.8 

1.3 

30.0 

38.9 

9.3 

7.6 

27.4 

8.0 

15.3 

0.8 

3.2 

4.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

保育所に預けられた

配偶者が育児休業を利用

家族に見てもらえた

退職した

取得しにくい雰囲気

仕事が多忙

仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給･昇格が遅れそう

経済苦になる・収入が減少してしまう

自営・農業のため

職場に制度がなかった

有期雇用で取得要件を満たさなかった

育児休業取得できることを知らなかった

その他

H25年度(N=1,338)

H30年度(N=1,167)

(%)

・父親が育児休業を取得していない理由の第 1 位は「家族に見てもらえた」で 61％にあたる 710 人が回答し

ている。次いで「仕事が多忙」、「母親が育児休業を利用」、「取得しにくい雰囲気がある」、「収入が減少して

しまう」の順で多い。父親の育児休業はまだ取得しにくい現状がうかがえる。 

710 

454 

370 

350 

320 

179 

108 

93 

89 

53 

37 

15 

9 

52 

0 500 1,000

家族に見てもらえた

仕事が多忙

配偶者が育児休業を利用

取得しにくい雰囲気

経済苦になる・収入が減少してしまう

職場に制度がなかった

仕事に戻るのが難しそうだった

自営・農業のため

昇給･昇格が遅れそう

保育所に預けられた

育児休業取得できることを知らなかった

退職した

有期雇用で取得要件を満たさなかった

その他

(人)

� 前回調査と比較すると「配偶者が育

児休業を利用」が増えている 

� 「職場に制度がなかった」は減少し

ているが、「取得しにくい雰囲気」

は前回と変らず、3 割程度の父親が

理由としてあげている 


