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Ⅰ 調査の概要 
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１．調査の目的 
 

本市における子育て支援の充実を図るための具体的な計画である「第２期 橋本市子育て支援事業

計画（令和２年度～６年度）」の見直しにあたって、子育て世帯や子どもの生活実態や子ども・子育

て支援事業に関するニーズ等を把握することを目的に実施しました。 

 

２．調査概要 
 

調査地域：橋本市全域 

●調査対象者：橋本市内在住の就学前児童の保護者（就学前児童用調査） 

橋本市内在住の小学生児童の保護者（小学生児童用調査） 

●抽出方法：住民基本台帳をもとに、対象児層を持つ全世帯を対象に実施 

就学前児童（０歳～５歳）★人 

小学生児童（６歳～12歳）★人 

※年齢が下のお子さんについて回答。世帯に就学前児童と小学生児童がいる場合は 

就学前児童について回答いただく 

●調査方法：学校・園を通じての直接配付・直接回収 

（未就園児、広域入所、市外小学校通学者は郵送配布・郵送回収） 

●調査期間：202★年★月★日（★）～202★年★月★日（★） 

 

３．配布・回収結果 

 

 
配付数 

（件） 

回収数 

（件） 

回収率 

（％） 

有効回収数

（件） 

有効回収率 

（％） 

就学前児童用調査 ★ 994 ★ 993 ★ 

小学生児童用調査 ★ 1011 ★ 1,011 ★ 

 

４．報告書の見方 

 

●「n」は「number」の略で、比率算出の母数です。 

●単数回答の場合、本文および図表の数字に関しては、すべて小数点第２位以下を四捨五入し、小数

点第１位までを表記しています。このため、百分率の合計が 100.0％とならない場合があります。 

●複数回答の場合、図中に MA（Multiple Answer）と記載しています。選択肢ごとの有効回答数に

対する割合を表記しているため、選択肢の合計が 100.0％を超える場合があります。 

●図表中の「不明・無回答」とは、回答が示されていない、または、回答の判別が困難なものです。 
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Ⅱ 子ども・子育てに関する調査結果 

（就学前児童用調査・小学生児童用調査） 
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１．お子さんとご家族の状況について 

〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問1〕 

（１）居住学区 

○ 居住学区について、就学前児童では「紀見小学校」が 12.3％で最も多く、次いで「あやの台小学

校」が 10.7％、「高野口小学校」が 10.2％となっています。 

○ 小学生児童では、「紀見小学校」が 12.9％で最も多く、次いで「あやの台小学校」が 11.8％、「城

山小学校」が 11.2％となっています。 

 

  

8.4

12.3

7.3

3.4

7.0

1.7

2.2

0.8

7.7

10.7

8.3

9.8

10.2

8.9

0.0

1.5

7.9

12.9

3.8

5.0

6.2

2.5

2.6

2.6

6.0

11.8

11.2

9.8

7.4

7.2

0.0

3.2

0 20 40 60 80 100

橋本小学校

紀見小学校

境原小学校

柱本小学校

西部小学校

学文路小学校

清水小滑降

恋野小学校

隅田小学校

あやの台小学校

城山小学校

三石小学校

高野口小学校

応其小学校

信太小学校

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)
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〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問2〕 

（２）対象の子どもの年齢と学年 

○ 対象の子どもの年齢と学年について、就学前児童では「５歳児」が 29.8％で最も多く、次いで「３

歳児」が 16.9％、「２歳児」が 15.2％となっています。 

○ 小学生児童では「５年生」が 18.3％で最も多く、次いで「６年生」が 16.9％、「４年生」が 16.0％

となっています。 

      【子どもの年齢】              【子どもの学年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問2〕 

（３）きょうだいの人数 

○ きょうだいの人数について、就学前児童では「２人」が 43.8％で最も多く、次いで「１人」が

32.1％、「３人」が 19.8％となっています。 

○ 小学生児童では「２人」が 45.7％で最も多く、次いで「１人」が 26.4％、「３人」が 21.4％となっ

ています。 

 

  

32.1

43.8

19.8

4.0

0.2

26.4

45.7

21.4

5.2

1.3

0 20 40 60 80 100

１人

２人

３人

４人以上

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

15.4

14.4

15.3

16.0

18.3

16.9

3.6

0 20 40 60 80 100

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

小学生児童

(n=1,011)

(%)

8.8

15.1

15.2

16.9

13.1

29.8

1.1

0 20 40 60 80 100

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

無回答

就学前児童

(n=993)

(%)
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〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問3〕 

（４）調査票の回答者 

○ 調査票の回答者について、就学前児童では「お子さんの母親」が 89.9％、「お子さんの父親」が

8.4％となっています。 

○ 小学生児童では「お子さんの母親」が 88.2％、「お子さんの父親」が 8.9％となっています。 

 

 

〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問3〕 

（５）回答者の年齢 

○ 回答者の年齢について、就学前児童では「35～39 歳」が 31.8％で最も多く、次いで「30～34 歳」

が 24.5％、「40～44歳」が 16.9％となっています。 

○ 小学生児童では「40～44 歳」が 33.1％で最も多く、次いで「45～49 歳」が 27.0％、「35～39 歳」

が 17.3％となっています。 

 

  

89.9

8.4

0.7

1.0

88.2

8.9

1.2

1.7

0 20 40 60 80 100

お子さんの母親

お子さんの父親

その他

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

0.0

1.8

12.9

24.5

31.8

16.9

5.7

1.0

5.3

0.0

0.1

0.9

6.3

17.3

33.1

27.0

9.2

6.0

0 20 40 60 80 100

20歳未満

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50歳以上

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)
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〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問4〕 

（６）回答者の配偶関係 

○ 回答者の配偶関係について、就学前児童では「配偶者（夫や妻）がいる」が 92.4％、「配偶者はい

ない」が 6.8％となっています。 

○ 小学生児童では「配偶者（夫や妻）がいる」が 82.0％、「配偶者はいない」が 16.8％となっていま

す。 

 

 

〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問5〕 

（７）世帯構成 

○ 世帯構成について、就学前児童では「二世代（親、子）」が 85.9％、「三世代（祖父母、親、子）」

が 9.5％となっています。 

○ 小学生児童では「二世代（親、子）」が 85.0％、「三世代（祖父母、親、子）」が 10.7％となってい

ます。 

 

  

92.4

6.8

0.7

82.0

16.8

1.2

0 20 40 60 80 100

配偶者（夫や妻）がいる

配偶者はいない

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

85.9

9.5

2.8

1.8

85.0

10.7

2.3

2.1

0 20 40 60 80 100

二世代（親、子）

三世代（祖父母、親、子）

その他

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)
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〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問5〕 

（８）同居している家族の人数 

○ 同居している家族の人数について、就学前児童では「４人」が 37.0％で最も多く、次いで「３人」

が 23.2％、「５人」が 17.9％となっています。 

○ 小学生児童では「４人」が 39.8％で最も多く、次いで「３人」が 18.3％、「５人」が 17.1％となっ

ています。 

 

 

〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問6〕 

（９）子育て（教育）を主に行っている方 

○ 子育て（教育）を主に行っている方について、就学前児童では「父母ともに」が 57.6％で最も多

く、次いで「主に母親」が 40.0％、「主に祖父母」が 0.7％となっています。 

○ 小学生児童では「父母ともに」が 52.4％で最も多く、次いで「主に母親」が 43.0％、「主に父親」

が 2.0％となっています。 

 

  

1.7

2.8

23.2

37.0

17.9

5.0

2.8

9.6

2.2

4.7

18.3

39.8

17.1

5.4

1.8

10.7

0 20 40 60 80 100

１人

２人

３人

４人

５人

６人

７人以上

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

57.6

40.0

0.5

0.7

1.1

0.1

52.4

43.0

2.0

0.9

1.1

0.6

0 20 40 60 80 100

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)
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２．保護者の仕事の状況について 

〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問7〕 

（１）保護者の就労状況 

①現在の状況 

○ 保護者の就労状況について、就学前児童の母親では、「パートタイムなどで働いている（働きた

い）」が 32.3％で最も多く、次いで「フルタイムで働いている（働きたい）」が 30.7％、「専業主婦

（夫）」が 17.7％となっています。父親では、「フルタイムで働いている（働きたい）」が 88.0％で

最も多く、次いで「フルタイムで働いているが産休・育休・介護休暇中である」が 0.6％、「パート

タイムなどで働いている（働きたい）」「その他（学生等）」が 0.5％となっています。 

○ 小学生児童の母親では、「パートタイムなどで働いている（働きたい）」が 40.8％で最も多く、次い

で「フルタイムで働いている（働きたい）」が 38.1％、「専業主婦（夫）」が 12.4％となっていま

す。父親では、「フルタイムで働いている（働きたい）」が 78.2％で最も多く、次いで「パートタイ

ムなどで働いている（働きたい）」が 0.8％、「専業主婦（夫）」が 0.4％となっています。 

 

         【母親】              【父親】 

  

30.7

10.1

32.3

3.9

17.7

0.4

4.8

38.1

0.5

40.8

0.1

12.4

0.5

7.7

0 20 40 60 80 100

フルタイムで働いている（働きたい）

フルタイムで働いているが

産休・育休・介護休暇中である

パートタイムなどで

働いている（働きたい）

パートタイムなどで働いているが

産休・育休・介護休暇中である

専業主婦（夫）

その他（学生等）

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

88.0

0.6

0.5

0.0

0.2

0.5

10.2

78.2

0.1

0.8

0.0

0.4

0.3

20.2

0 20 40 60 80 100

フルタイムで働いている（働きたい）

フルタイムで働いているが

産休・育休・介護休暇中である

パートタイムなどで

働いている（働きたい）

パートタイムなどで働いているが

産休・育休・介護休暇中である

専業主婦（夫）

その他（学生等）

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)
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②１年以内の予定・希望 

○ １年以内の予定・希望について、就学前児童の母親では、「パートタイムなどで働いている（働き

たい）」が 34.9％で最も多く、次いで「フルタイムで働いている（働きたい）」が 34.6％、「専業主

婦（夫）」が 10.8％となっています。父親では、「フルタイムで働いている（働きたい）」が 82.4％

で最も多く、次いで「フルタイムで働いているが産休・育休・介護休暇中である」「パートタイム

などで働いている（働きたい）」が 0.5％、「その他（学生等）」が 0.2％となっています。 

○ 小学生児童の母親では、「パートタイムなどで働いている（働きたい）」が 35.8％で最も多く、次い

で「フルタイムで働いている（働きたい）」が 34.4％、「専業主婦（夫）」が 6.8％となっていま

す。父親では、「フルタイムで働いている（働きたい）」が 67.6％で最も多く、次いで「パートタイ

ムなどで働いている（働きたい）」が 0.8％、「専業主婦（夫）」「その他（学生等）」が 0.3％となっ

ています。 

         【母親】             【父親】 

 

  34.6

4.5

34.9

1.6

10.8

0.4

13.1

34.4

0.4

35.8

0.4

6.8

0.5

21.7

0 20 40 60 80 100

フルタイムで働いている（働きたい）

フルタイムで働いているが

産休・育休・介護休暇中である

パートタイムなどで

働いている（働きたい）

パートタイムなどで働いているが

産休・育休・介護休暇中である

専業主婦（夫）

その他（学生等）

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

82.4

0.5

0.5

0.0

0.0

0.2

16.4

67.6

0.0

0.8

0.0

0.3

0.3

31.1

0 20 40 60 80 100

フルタイムで働いている（働きたい）

フルタイムで働いているが

産休・育休・介護休暇中である

パートタイムなどで

働いている（働きたい）

パートタイムなどで働いているが

産休・育休・介護休暇中である

専業主婦（夫）

その他（学生等）

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)
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〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問7-1〕 

（１）―１ １日の就労時間や週当たり就労日数などの勤務状況 

①現在の勤務状況 

○ １日の就労時間について、就学前児童、小学生児童の母親、父親ともに「8 時間」の割合が最も高

くなっています。また、週当たりの就労日数では、就学前児童、小学生児童の母親、父親ともに

「5 日」の割合が最も高くなっています。出発時間、帰宅時間では、就学前児童、小学生児童の母

親、父親ともに「8時台」「18時台」の割合が最も高く、就学前児童の母親は出発時間を「9時台」

とする割合も最も高くなっています。 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1時間 0 0.0 0 0.0 1時間 0 0.0 0 0.0
2時間 6 0.8 3 0.4 2時間 0 0.0 0 0.0
3時間 22 2.9 24 3.0 3時間 0 0.0 0 0.0
4時間 67 8.8 78 9.7 4時間 0 0.0 1 0.1
5時間 70 9.2 99 12.3 5時間 0 0.0 2 0.3
6時間 104 13.6 120 14.9 6時間 2 0.2 4 0.5
7時間 110 14.4 93 11.6 7時間 9 1.0 16 2.0
8時間 217 28.4 289 36.0 8時間 426 48.1 421 52.6
9時間 28 3.7 33 4.1 9時間 144 16.3 100 12.5
10時間 10 1.3 26 3.2 10時間 110 12.4 97 12.1
11時間 3 0.4 3 0.4 11時間 33 3.7 26 3.3
12時間以上 3 0.4 6 0.7 12時間以上 90 10.2 80 10.0
不明・無回答 125 16.3 29 3.6 不明・無回答 71 8.0 53 6.6

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1日 6 0.8 3 0.4 1日 0 0.0 1 0.1
2日 11 1.4 19 2.4 2日 4 0.5 5 0.6
3日 21 2.7 60 7.5 3日 24 2.7 15 1.9
4日 134 17.5 141 17.6 4日 10 1.1 8 1.0
5日 413 54.0 463 57.7 5日 542 61.2 502 62.8
6日 46 6.0 67 8.3 6日 230 26.0 186 23.3
7日 1 0.1 3 0.4 7日 17 1.9 16 2.0
不明・無回答 133 17.4 47 5.9 不明・無回答 58 6.6 67 8.4

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

6時前 3 0.4 1 0.1 6時前 29 3.3 23 2.9
6時台 6 0.8 7 0.9 6時台 94 10.6 82 10.3
7時台 36 4.7 61 7.6 7時台 174 19.7 178 22.3
8時台 258 33.7 373 46.5 8時台 365 41.2 297 37.1
9時台 258 33.7 248 30.9 9時台 110 12.4 105 13.1
10時以降 64 8.4 60 7.5 10時以降 35 4.0 30 3.8
不明・無回答 140 18.3 53 6.6 不明・無回答 78 8.8 85 10.6

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

13時前 18 2.4 30 3.7 13時前 39 4.4 31 3.9
13時台 38 5.0 41 5.1 13時台 5 0.6 2 0.3
14時台 29 3.8 55 6.8 14時台 5 0.6 3 0.4
15時台 56 7.3 71 8.8 15時台 7 0.8 3 0.4
16時台 104 13.6 88 11.0 16時台 12 1.4 9 1.1
17時台 145 19.0 153 19.1 17時台 111 12.5 88 11.0
18時台 165 21.6 202 25.2 18時台 214 24.2 205 25.6
19時台 54 7.1 85 10.6 19時台 195 22.0 153 19.1
20時台 7 0.9 17 2.1 20時台 109 12.3 106 13.3
21時台 4 0.5 4 0.5 21時台 59 6.7 72 9.0
22時以降 2 0.3 2 0.2 22時以降 46 5.2 43 5.4
不明・無回答 143 18.7 55 6.8 不明・無回答 83 9.4 85 10.6

小学生児童
（n=800）

【母親】
出発時間

就学前児童
（n=765）

小学生児童
（n=803）

【父親】
出発時間

就学前児童
（n=885）

小学生児童
（n=800）

【母親】
帰宅時間

就学前児童
（n=765）

小学生児童
（n=803）

【父親】
帰宅時間

就学前児童
（n=885）

【父親】
就労時間

就学前児童
（n=885）

小学生児童
（n=800）

【父親】
就労日数

就学前児童
（n=885）

小学生児童
（n=800）

就学前児童
（n=765）

小学生児童
（n=803）

【母親】
就労時間

【母親】
就労日数

就学前児童
（n=765）

小学生児童
（n=803）
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②予定・希望の勤務状況 

○ 予定・希望の勤務状況について、就学前児童、小学生児童の母親、父親ともに、現在の勤務状況と

ほぼ同じとなっています。出発時間では、現在の勤務状況において、就学前児童の母親で「8 時

台」「9時台」、小学生児童の母親で「8時台」であったのに対し、希望は「9時台」が最も高くなっ

ています。また、帰宅時間では、現在の勤務状況について就学前児童、小学生児童の母親で「18時

台」であったのに対し、希望は「17時台」が最も高くなっています。 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1時間 0 0.0 0 0.0 1時間 0 0.0 0 0.0
2時間 2 0.3 2 0.3 2時間 0 0.0 0 0.0
3時間 26 3.5 17 2.4 3時間 0 0.0 0 0.0
4時間 68 9.0 62 8.6 4時間 0 0.0 0 0.0
5時間 76 10.1 87 12.1 5時間 0 0.0 1 0.1
6時間 121 16.1 93 13.0 6時間 0 0.0 3 0.4
7時間 76 10.1 65 9.1 7時間 11 1.3 19 2.7
8時間 175 23.3 179 24.9 8時間 370 44.7 310 44.9
9時間 19 2.5 15 2.1 9時間 81 9.8 59 8.5
10時間 4 0.5 9 1.3 10時間 52 6.3 40 5.8
11時間 1 0.1 1 0.1 11時間 15 1.8 7 1.0
12時間以上 3 0.4 0 0.0 12時間以上 36 4.3 36 5.2
不明・無回答 181 24.1 188 26.2 不明・無回答 263 31.8 216 31.3

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1日 1 0.1 2 0.3 1日 0 0.0 0 0.0
2日 5 0.7 14 1.9 2日 2 0.2 3 0.4
3日 59 7.8 72 10.0 3日 17 2.1 11 1.6
4日 143 19.0 99 13.8 4日 10 1.2 12 1.7
5日 335 44.5 312 43.5 5日 427 51.6 357 51.7
6日 15 2.0 19 2.6 6日 95 11.5 73 10.6
7日 4 0.5 1 0.1 7日 10 1.2 8 1.2
不明・無回答 190 25.3 199 27.7 不明・無回答 267 32.2 227 32.9

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

6時前 4 0.5 2 0.3 6時前 17 2.1 5 0.7
6時台 3 0.4 2 0.3 6時台 48 5.8 32 4.6
7時台 17 2.3 27 3.8 7時台 95 11.5 104 15.1
8時台 211 28.1 207 28.8 8時台 276 33.3 212 30.7
9時台 273 36.3 222 30.9 9時台 98 11.8 75 10.9
10時以降 42 5.6 48 6.7 10時以降 18 2.2 20 2.9
不明・無回答 202 26.9 210 29.2 不明・無回答 276 33.3 243 35.2

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

13時前 14 1.9 21 2.9 13時前 22 2.7 11 1.6
13時台 47 6.3 32 4.5 13時台 3 0.4 1 0.1
14時台 44 5.9 44 6.1 14時台 2 0.2 2 0.3
15時台 72 9.6 66 9.2 15時台 6 0.7 3 0.4
16時台 94 12.5 75 10.4 16時台 12 1.4 6 0.9
17時台 143 19.0 119 16.6 17時台 114 13.8 85 12.3
18時台 113 15.0 115 16.0 18時台 196 23.7 151 21.9
19時台 19 2.5 34 4.7 19時台 109 13.2 86 12.4
20時台 2 0.3 4 0.6 20時台 53 6.4 64 9.3
21時台 0 0.0 1 0.1 21時台 20 2.4 24 3.5
22時以降 1 0.1 0 0.0 22時以降 16 1.9 16 2.3
不明・無回答 203 27.0 207 28.8 不明・無回答 275 33.2 242 35.0

小学生児童
（n=691）

【母親】
出発時間

就学前児童
（n=752）

小学生児童
（n=718）

【父親】
出発時間

就学前児童
（n=828）

小学生児童
（n=691）

【母親】
帰宅時間

就学前児童
（n=752）

小学生児童
（n=718）

【父親】
帰宅時間

就学前児童
（n=828）

小学生児童
（n=691）

【母親】
就労時間

就学前児童
（n=752）

小学生児童
（n=718）

【父親】
就労時間

就学前児童
（n=828）

小学生児童
（n=691）

【母親】
就労日数

就学前児童
（n=752）

小学生児童
（n=718）

【父親】
就労日数

就学前児童
（n=828）
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〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問8〕 

（２）世帯の年間総収入（税金等を天引きされる前の金額） 

○ 世帯の年間総収入（税金等を天引きされる前の金額）について、就学前児童では「400～500万円未

満」が20.1％で最も多く、次いで「500～600万円未満」が16.5％、「300～400万円未満」が14.7％

となっています。 

○ 小学生児童では「500～600 万円未満」が 17.3％で最も多く、次いで「400～500 万円未満」が

16.0％、「600～700万円未満」が 10.1％となっています。 

 

  

1.2

0.8

4.6

6.1

14.7

20.1

16.5

12.0

6.7

4.6

1.6

0.9

0.9

0.2

0.2

0.2

0.6

7.9

1.3

1.6

6.3

5.8

9.2

16.0

17.3

10.1

8.3

5.8

4.1

1.6

0.9

0.4

0.5

0.2

0.7

9.9

0 20 40 60 80 100

50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800～900万円未満

900～1,000万円未満

1,000～1,100万円未満

1,100～1,200万円未満

1,200～1,300万円未満

1,300～1,400万円未満

1,400～1,500万円未満

1,500万円以上

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)
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３．平日の定期的な教育・保育事業の利用事業について 

〔就学前児童用調査／問9〕 

（１）現在の定期的な教育・保育事業の利用の有無 

○ 現在の定期的な教育・保育事業の利用の有無について、「利用している」が 79.7％、「利用していな

い」が 19.8％となっています。 

 

 

〔就学前児童用調査／問9〕 

（１）―１ 平日に利用している教育・保育事業 

○ 平日に利用している教育・保育事業について、「認定こども園、幼稚園と保育施設の機能を併せ持

つ施設」が 69.8％で最も多く、次いで「認可保育所、国が定める最低基準に適合した施設で、都道

府県等の認可を受けた定員 20 人以上のもの」が 21.4％、「幼稚園、通常の就園時間の利用」が

13.0％となっています。 

 

  

79.7

19.8

0.5

0 20 40 60 80 100

利用している

利用していない

無回答

就学前児童

(n=993)

(%)

13.0

4.8

21.4

69.8

0.6

0.3

1.8

0.5

0.1

0.0

0.8

1.9

0.8

1.0

1.5

0 20 40 60 80 100

幼稚園、通常の就園時間の利用

幼稚園の預かり保育、通常の就園時間を延長して

預かるサービスのうち定期的な利用のみ

認可保育所、国が定める最低基準に適合した施設で、

都道府県等の認可を受けた定員20人以上のもの

認定こども園、幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設

小規模な保育施設、国が定める最低基準に適合した施設で

市町村の認可を受けた定員概ね６～19人のもの

家庭的保育、保育者の家庭等で５人以下の

子どもを保育するサービス

事業所内保育施設、企業が主に

従業員用に運営する施設

自治体の認証・認定保育施設、認可保育所

ではないが、自治体が認証・認定した施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育、ベビーシッターのような

保育者が子どもの家庭で保育する事業

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

児童発達支援、たんぽぽ園、つくしんぼ園など

その他

現在利用している施設から変更したい

無回答

就学前児童

(n=791)

(MA%)
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〔就学前児童用調査／問9-1〕 

（１）―２ 平日に利用している教育・保育事業の現在の状況と今後の利用希望 

○ 平日に利用している教育・保育事業の現在の状況と今後の利用希望について、１週当たりの利用日

数では、現在、希望ともに「週 5日」が最も高く、それぞれ 91.8%、41.7%となっています。また、

１日当たりの利用時間では、現在、希望ともに「8 時間」が最も高く、それぞれ 16.9%、4.7%とな

っています。利用開始時間では、現在、希望ともに「8 時から」が最も高く、それぞれ 42.9%、

21.1%となっています。また、終了時間では、現在、希望ともに「17 時まで」が最も高く、それぞ

れ 25.4%、13.0%となっています。 

 

■１週当たりの利用日数          ■１週当たりの利用時間 

 

 

■利用開始時間              ■１週当たりの利用終了時間 

 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
週1日 2 0.3 0 0.0 1時間 0 0.0 0 0.0
週2日 0 0.0 1 0.1 2時間 2 0.3 1 0.1
週3日 4 0.5 1 0.1 3時間 0 0.0 0 0.0
週4日 6 0.8 6 0.8 4時間 0 0.0 0 0.0
週5日 726 91.8 330 41.7 5時間 50 6.3 3 0.4
不明・無回答 53 6.7 453 57.3 6時間 25 3.2 8 1.0

7時間 78 9.9 32 4.0
8時間 134 16.9 37 4.7

9時間 69 8.7 32 4.0

10時間以上 105 13.3 32 4.0
不明・無回答 328 41.5 646 81.7

【就学前児童】
利用日数

①現在
（n=791）

②希望
（n=791）

【就学前児童】
利用時間

①現在
（n=791）

②希望
（n=791）

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
7時以前から 85 10.7 41 5.2 12時以前まで 2 0.3 1 0.1
8時から 339 42.9 167 21.1 13時まで 2 0.3 1 0.1
9時から 312 39.4 121 15.3 14時まで 91 11.5 14 1.8
10時から 1 0.1 1 0.1 15時まで 27 3.4 20 2.5
11時から 0 0.0 0 0.0 16時まで 197 24.9 89 11.3
12時以降から 1 0.1 1 0.1 17時まで 201 25.4 103 13.0
不明・無回答 53 6.7 460 58.2 18時まで 174 22.0 87 11.0

19時以降まで 22 2.8 18 2.3
不明・無回答 75 9.5 458 57.9

【就学前児童】
利用終了時間

①現在
（n=791）

②希望
（n=791）

【就学前児童】
利用開始時間

①現在
（n=791）

②希望
（n=791）
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〔就学前児童用調査／問9-2〕 

（１）―３ 平日に定期的に教育・保育事業を利用されている理由 

○ 平日に定期的に教育・保育事業を利用されている理由について、「（子育て・教育をしている方が）

現在就労している」が 76.9％で最も多く、次いで「子どもの教育や発達のため」が 44.4％、「（子

育て・教育をしている方が）就労予定がある／求職中である」が 4.0％となっています。 

 

 

〔就学前児童用調査／問9-3〕 

（１）―４ 現在、利用している教育・保育事業の実施場所 

○ 現在、利用している教育・保育事業の実施場所について、「橋本市内」が 93.2％、「他の市区町村」

が 2.4％となっています。 

 

  

44.4

76.9

4.0

0.5

1.9

0.1

0.6

4.9

0 20 40 60 80 100

子どもの教育や発達のため

（子育て・教育をしている方が）

現在就労している

（子育て・教育をしている方が）

就労予定がある／求職中である

（子育て・教育をしている方が）

家族・親族などを介護している

（子育て・教育をしている方が）

病気や障がいがある

（子育て・教育をしている方が）

学生である

その他

無回答

就学前児童

(n=791)

(MA%)

93.2

2.4

4.4

0 20 40 60 80 100

橋本市内

他の市区町村

無回答

就学前児童

(n=791)

(%)
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〔就学前児童用調査／問9-4〕 

（１）―５ 利用していない理由 

○ 利用していない理由について、「（保護者による教育・保育が可能であるため）利用する必要がな

い」が 55.8％で最も多く、次いで「子どもがまだ小さいため」が 38.1％、「子どもの祖父母や親戚

の人がみている」「利用したいが、教育・保育の事業に空きがない」が 6.6％となっています。ま

た、平日に教育・保育事業を利用していない、利用を開始したい子どもの年齢について、「３歳」

が 10.2％で最も多く、次いで「１歳」が 8.6％、「２歳」が 3.0％となっています。 

 

 

■平日に教育・保育事業を利用していない、利用を開始したい子どもの年齢 

 

  

55.8

6.6

0.0

6.6

6.1

2.5

1.5

38.1

5.1

10.2

0 20 40 60 80 100

（保護者による教育・保育が可能であるため）

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、

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、就労時間と

教育・保育事業の実施時間が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、

納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

その他

無回答

就学前児童

(n=197)
(MA%)

8.6

3.0

10.2

0.5

77.7

0 20 40 60 80 100

１歳

２歳

３歳

４歳

無回答

就学前児童

(n=197)

(%)
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〔就学前児童用調査／問9〕 

（２）定期的な保育・教育事業を利用していない人が今後定期的に利用したい事業 

①今後の利用希望 

○ 定期的な保育・教育事業を利用していない人が今後定期的に利用したい事業について、「認定こど

も園、幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設」が 55.3％で最も多く、次いで「幼稚園、通常の就

園時間の利用」が 14.7％、「認可保育所、国が定める最低基準に適合した施設で、都道府県等の認

可を受けた定員 20人以上のもの」が 12.7％となっています。 

○ 利用を開始したい年齢について、事業によりばらつきがありますが、「1歳」が多くの項目で最も高

くなっています。また、利用終了年齢でも事業によりばらつきがありますが、「5歳以上」が多くの

項目で最も高くなっています。 

 

  

14.7

4.1

12.7

55.3

2.5

1.5

3.0

1.0

0.5

0.5

4.1

3.0

1.0

26.9

0 20 40 60 80 100

幼稚園、通常の就園時間の利用

幼稚園の預かり保育、通常の就園時間を延長して

預かるサービスのうち定期的な利用のみ

認可保育所、国が定める最低基準に適合した施設で、

都道府県等の認可を受けた定員20人以上のもの

認定こども園、幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設

小規模な保育施設、国が定める最低基準に適合した施設で

市町村の認可を受けた定員概ね６～19人のもの

家庭的保育、保育者の家庭等で５人以下の

子どもを保育するサービス

事業所内保育施設、企業が主に

従業員用に運営する施設

自治体の認証・認定保育施設、認可保育所

ではないが、自治体が認証・認定した施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育、ベビーシッターのような

保育者が子どもの家庭で保育する事業

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

児童発達支援、たんぽぽ園、つくしんぼ園など

その他

無回答

就学前児童

(n=197)

(MA%)
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②利用を開始したい年齢 

  

 

〔就学前児童用調査／問9-5〕 

（３）特に幼稚園の利用を強く希望するか 

○ 特に幼稚園の利用を強く希望するかについて、「はい」が 9.9％、「いいえ」が 23.3％となっていま

す。 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

0歳 1 3.4 1 12.5 3 12.0 8 7.3 0 0.0 0 0.0 2 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0
1歳 4 13.8 2 25.0 13 52.0 38 34.9 2 40.0 2 66.7 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0
2歳 3 10.3 1 12.5 3 12.0 24 22.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 37.5 3 50.0 0 0.0
3歳 16 55.2 1 12.5 2 8.0 31 28.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5 2 33.3 0 0.0
4歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 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
5歳以上 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 1 50.0
不明・無回答 5 17.2 3 37.5 4 16.0 7 6.4 3 60.0 1 33.3 2 33.3 2 100.0 1 100.0 1 100.0 1 12.5 1 16.7 1 50.0

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

0歳 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
1歳 0 0.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3歳 1 3.4 0 0.0 0 0.0 1 0.9 0 0.0 1 33.3 2 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 37.5 0 0.0 0 0.0
4歳 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 1 16.7 0 0.0
5歳以上 19 65.5 3 37.5 20 80.0 94 86.2 2 40.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 50.0 2 33.3 1 50.0
不明・無回答 9 31.0 4 50.0 5 20.0 13 11.9 3 60.0 1 33.3 2 33.3 2 100.0 1 100.0 1 100.0 1 12.5 3 50.0 1 50.0
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援
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9.9

23.3

66.9
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はい

いいえ

無回答

就学前児童

(n=993)

(%)
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４．病気の際の対応について 

〔就学前児童用調査／問10・小学生児童用調査／問12〕 

（１）この１年間にお子さんが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 

○ この１年間にお子さんが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について、就学前

児童では「あった」が 78.0％、「なかった」が 16.7％となっています。 

○ 小学生児童では「あった」が 81.3％、「なかった」が 17.9％となっています。 

  

 

〔就学前児童用調査／問10-1・小学生児童用調査／問12-1〕 

（１）―１ 病気やケガで普段利用している施設や事業が利用できなかった場合の対処方法 

○ 病気やケガで普段利用している施設や事業が利用できなかった場合の対処方法について、就学前児

童では「母親が休んだ」が 76.8％で最も多く、次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみ

てもらった」が 32.7％、「父親が休んだ」が 29.7％となっています。 

○ 小学生児童では「母親が休んだ」が 72.1％で最も多く、次いで「（同居者を含む）親族・知人に子

どもをみてもらった」が 23.4％、「父親が休んだ」が 18.9％となっています。 

○ 病気やケガで普段利用している施設や事業が利用できなかった場合の対処日数について、就学前児

童では「母親が休んだ」「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」「父親又は母親の

うち就労していない方が子どもをみた」が「10日以上」で最も高く、小学生児童では「母親が休ん

だ」「父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた」が「10 日以上」で最も高くなってい

ます。 

 

  

78.0

16.7

5.3

81.3

17.9

0.8

0 20 40 60 80 100

あった

なかった

無回答

就学前児童（n=791）

小学生児童（n=1,011）

(%)

76.8

29.7

32.7

10.9

1.0

0.0

0.3

3.4

10.0

72.1

18.9

23.4

14.8

0.0

0.0

0.0

6.0

6.3

0 20 40 60 80 100

母親が休んだ

父親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に

子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労

していない方が子どもをみた

病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・

センターを利用した

その他

無回答

就学前児童（n=617）

小学生児童（n=822）

(MA%)

小学生児童用調査では「病後児の保育を利用した」

の項目はありません 
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■病気やケガの際の各対処日数 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 1 0.2 12 6.6 10 5.0 2 3.0 2 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2日 13 2.7 28 15.3 28 13.9 3 4.5 0 0.0 0 0.0 1 50.0 1 4.8
3日 30 6.3 35 19.1 23 11.4 3 4.5 0 0.0 0 0.0 1 50.0 1 4.8
4日 12 2.5 7 3.8 4 2.0 2 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5日 64 13.5 39 21.3 34 16.8 10 14.9 1 16.7 0 0.0 0 0.0 6 28.6
6日 5 1.1 4 2.2 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7日 20 4.2 5 2.7 6 3.0 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.8
8日 11 2.3 1 0.5 0 0.0 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 235 49.6 31 16.9 64 31.7 38 56.7 1 16.7 0 0.0 0 0.0 3 14.3
不明・無回答 83 17.5 21 11.5 31 15.3 7 10.4 2 33.3 0 0.0 0 0.0 9 42.9

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 42 7.1 42 27.1 33 17.2 10 8.2 0 0.0 0 0.0 1 2.0
2日 84 14.2 36 23.2 41 21.4 13 10.7 0 0.0 0 0.0 5 10.2
3日 88 14.8 28 18.1 38 19.8 16 13.1 0 0.0 0 0.0 6 12.2
4日 26 4.4 3 1.9 5 2.6 6 4.9 0 0.0 0 0.0 1 2.0
5日 113 19.1 20 12.9 30 15.6 21 17.2 0 0.0 0 0.0 7 14.3
6日 12 2.0 1 0.6 3 1.6 2 1.6 0 0.0 0 0.0 1 2.0
7日 39 6.6 3 1.9 9 4.7 7 5.7 0 0.0 0 0.0 2 4.1
8日 5 0.8 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 130 21.9 13 8.4 21 10.9 37 30.3 0 0.0 0 0.0 6 12.2
不明・無回答 54 9.1 8 5.2 12 6.3 10 8.2 0 0.0 0 0.0 20 40.8
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【就学前児童】
対応日数

n=0 n=2n=474 n=183
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〔就学前児童用調査／問10-2〕 

（１）―２ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったか 

○ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったかについて、「利用し

たいとは思わない」が 62.5％で最も多く、次いで「できれば病児保育施設等を利用したい」が

27.1％、「できれば病後児保育施設等を利用したい」が 23.0％となっています。 

○ 病児・病後児のための保育施設等を利用したい日数について、病児保育施設等、病後児保育施設等

ともに「10日以上」が最も高くなっています。 

 
 

■病児・病後児のための保育施設等を利用したい方の日数 

  

 

〔就学前児童用調査／問10-3〕 

（１）―３ そう思われる理由 

○ そう思われる理由について、「病児・病後児を他人にみてもらうのは不安」が 60.6％で最も多く、

次いで「親や親族・知人が仕事を休んで対応する」が 39.7％、「利用料がかかる・高い」が 34.8％

となっています。 

 

  

27.1

23.0

62.5

2.5

0 20 40 60 80 100

できれば病児保育施設等を利用したい

できれば病後児保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

就学前児童

(n=483)

(MA%)

件数 ％ 件数 ％
1日 1 0.8 0 0.0
2日 10 7.6 12 10.8
3日 11 8.4 12 10.8
4日 0 0.0 1 0.9
5日 29 22.1 20 18.0
6日 3 2.3 2 1.8
7日 7 5.3 3 2.7
8日 1 0.8 1 0.9
9日 0 0.0 0 0.0
10日以上 36 27.5 31 27.9
不明・無回答 33 25.2 29 26.1

【就学前児童】
利用希望日数

病児保育施設等
（n=131）

病後児保育施設等
（n=111）

60.6

29.8

34.8

22.2

39.7

12.6

0.7

0 20 40 60 80 100

病児・病後児を他人に

みてもらうのは不安

手続きが大変そう

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親や親族・知人が

仕事を休んで対応する

その他

無回答

就学前児童

(n=302)

(MA%)
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５．地域の子育て支援事業の利用状況について 

〔就学前児童用調査／問12〕 

（１）現在の地域子育て支援拠点事業の利用の有無 

○ 現在、地域子育て支援拠点事業の利用の有無について、「利用したことがある」が 45.8％、「利用し

たことがない」が 52.6％となっています。 

 

 

〔就学前児童用調査／問12-1〕 

（１）―１ 地域子育て支援拠点事業の利用状況 

○ 地域子育て支援拠点事業の利用状況について、「こののほっとルーム（神野々ふれあい会館で実

施）」が 39.8％で最も多く、次いで「さくらんぼルーム（すみだこども園内）」が 36.9％、「カナカ

ナクラブ（橋本こども園内）」が 30.5％となっています。 

○ 地域子育て支援拠点事業の１ヶ月当たりの利用回数について、「子育て広場」「子育て支援センタ

ー」ともに「1日」が最も高くなっています。 

 

  

45.8

52.6

1.6

0 20 40 60 80 100

利用したことがある

利用したことがない

無回答

就学前児童

(n=993)

(%)

10.5
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5.5

5.9
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12.7

25.1
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17.6

30.5
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6.6
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きしかみ子ども館

はらだ子ども館

友愛児童館

名古曽児童館

こののほっとルーム

（神野々ふれあい会館で実施）

キオラクラブ

（高野口こども園内）

ポトフのおなべ

（あやの台保育園内）

さくらんぼルーム

（すみだこども園内）

ひまわりルーム

（応其こども園内）

カナカナクラブ

（橋本こども園内）

ハッピールーム（学文路

さつきこども園内）

たまごくらぶ

（香久の実保育園内）

無回答

就学前児童

(n=455)

(MA%)
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育
て
支
援
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■１ヶ月当たりの利用回数 

 

 

〔就学前児童用調査／問12-2〕 

（１）―２ 施設を利用した際の満足度 

○ 施設を利用した際の満足度について、「４（満足度が高い）」が 52.7％で最も多く、次いで「３」が

38.7％、「２」が 4.4％となっています。 

 

  

件数 ％ 件数 ％
1回 33 44.0 106 25.5
2回 8 10.7 47 11.3
3回 4 5.3 36 8.7
4回 1 1.3 19 4.6
5回 1 1.3 38 9.2
6回 1 1.3 7 1.7
7回 0 0.0 0 0.0
8回 0 0.0 14 3.4
9回 0 0.0 1 0.2
10回以上 2 2.7 69 16.6
不明・無回答 25 33.3 78 18.8

【就学前児童】
１ヶ月の
利用回数

子育て広場
（n=75）

子育て支援センター
（n=415）

0.9

4.4

38.7

52.7

3.3

0 20 40 60 80 100

１（満足度が低い）

2

3

４（満足度が高い）

無回答

就学前児童

(n=455)

(%)
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〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問13〕 

（２）（１）―１のような地域子育て支援拠点事業についての利用希望 

○ （１）―１のような地域子育て支援拠点事業についての利用希望について、「新たに利用したり、

利用日数を増やしたいとは思わない」が 36.6％で最も多く、次いで「利用していないが、今後利用

したい」が 15.8％、「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」が 12.3％となっていま

す。 

○ 地域子育て支援拠点事業の１ヶ月当たりの今後の利用希望回数について、「利用していないが、今

後利用したい」で「1 回」が最も高く、「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」で

「10回以上」が最も高くなっています。 

 

 

 

■１ヶ月当たりの利用希望回数 

 

  

15.8

12.3

36.6

9.9

25.5

0 20 40 60 80 100

利用していないが、

今後利用したい

すでに利用しているが、

今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を

増やしたいとは思わない

その他

無回答

就学前児童

(n=993)

(%)

件数 ％ 件数 ％
1回 37 23.6 8 6.6
2回 19 12.1 10 8.2
3回 7 4.5 14 11.5
4回 12 7.6 17 13.9
5回 6 3.8 16 13.1
6回 1 0.6 1 0.8
7回 0 0.0 0 0.0
8回 1 0.6 12 9.8
9回 0 0.0 0 0.0
10回以上 6 3.8 25 20.5
不明・無回答 68 43.3 19 15.6

【就学前児童】
１ヶ月の
利用回数

利用していないが、
今後利用したい

（n=75）

すでに利用しているが、
今後利用日数を

増やしたい
（n=415）
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〔就学前児童用調査／問11、小学生児童用調査／問9〕 

（３）各事業の認知度、利用度、利用意向 

○ 各事業の認知度について、「保育園・こども園・幼稚園の園庭等の開放」「一時預かり（一般型）」

「子育て世代包括支援センター（ハートブリッジ）」「こども食堂」「図書館の読み聞かせの会」で

７割を超えています。 

○ 利用度について、認知度の高さと比例する傾向にあるものの、「一時預かり（一般型）」「ファミリ

ー・サポート・センター」「こども食堂」では乖離が 50％以上となっています。 

○ 利用意向について、全ての事業が利用度を上回っています。 

 

  

86.6

73.3

46.4

45.8

66.4

15.9

51.4

47.1

75.2

46.4

75.6

58.8

56.5
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65.2

34.0
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保育園・こども園・幼稚園の園庭等の開放

一時預かり（一般型）

病後児保育

のびのび教室

ファミリー・サポート・センター

利用者支援事業

子育てガイド「子育てのびの～び」

（子育て情報誌）

橋本市子育て情報サイトはぴもと

子育て世代包括支援センター

（ハートブリッジ）

乳幼児の交流と専門職による相談の場

こども食堂

家庭教育情報誌「げんきっこfamily」

子育てサークル（自主サークル活動）

図書館の読み聞かせの会

それいけ！わんパーク

（リズムと遊びの会）

和歌山県子ども・女性・

障害者相談センターの相談事業

(%)

53.8

12.3

1.4

16.4

6.4

1.5

24.7

22.2

32.6

26.4

6.8

28.8

24.3

23.0

24.6

3.1

0 20 40 60 80 100

保育園・こども園・幼稚園の園庭等の開放

一時預かり（一般型）

病後児保育

のびのび教室

ファミリー・サポート・センター

利用者支援事業

子育てガイド「子育てのびの～び」

（子育て情報誌）

橋本市子育て情報サイトはぴもと

子育て世代包括支援センター

（ハートブリッジ）

乳幼児の交流と専門職による相談の場

こども食堂

家庭教育情報誌「げんきっこfamily」

子育てサークル（自主サークル活動）

図書館の読み聞かせの会

それいけ！わんパーク

（リズムと遊びの会）

和歌山県子ども・女性・

障害者相談センターの相談事業

(%)(%)

67.3

48.2

38.8

37.1

39.3

32.2

37.9

48.8

52.2

45.7

47.7

45.2

35.6

60.0

52.6

29.3

0 20 40 60 80 100

保育園・こども園・幼稚園の園庭等の開放

一時預かり（一般型）

病後児保育

のびのび教室

ファミリー・サポート・センター

利用者支援事業

子育てガイド「子育てのびの～び」

（子育て情報誌）

橋本市子育て情報サイトはぴもと

子育て世代包括支援センター

（ハートブリッジ）

乳幼児の交流と専門職による相談の場

こども食堂

家庭教育情報誌「げんきっこfamily」

子育てサークル（自主サークル活動）

図書館の読み聞かせの会

それいけ！わんパーク

（リズムと遊びの会）

和歌山県子ども・女性・

障害者相談センターの相談事業

(%)

認知度          利用度          利用意向 

就学前児童(n=993) 
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○ 各事業の認知度について、「公民館・図書館」「放課後児童クラブ（学童保育）」「こども食堂」で９

割を超えています。 

○ 利用度について、認知度の高さと比例する傾向にあるものの、「ファミリー・サポート・センタ

ー」「青少年センター」「スクールカウンセラー（ＳＣ）」「こども食堂」「放課後等デイサービス」

では乖離が 50％以上となっています。 

○ 利用意向について、「公民館・図書館」「放課後児童クラブ（学童保育）」以外の事業で利用度を上

回っています。 

 

  

71.1

87.9

94.9

96.1

84.5

55.3

58.1

87.0

48.4

90.8

57.1

61.0

50.5

37.9

69.0

40.8

0 20 40 60 80 100

ファミリー・サポート・センター

児童館・子ども館

公民館・図書館

放課後児童クラブ（学童保育）

ふれあいルーム（放課後子ども教室）

教育相談センター

青少年センター

スクールカウンセラー（ＳＣ）

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

こども食堂

子育て世代包括支援センター

（ハートブリッジ）

放課後等デイサービス

子育てガイド「子育てのびの～び」

（子育て情報誌）

橋本市子育て情報サイトはぴもと

家庭教育情報誌「げんきっこfamily」

和歌山県子ども・女性・

障害者相談センターの相談事業

(%)

8.8

56.9

85.0

57.8

63.5

6.6

3.3

13.3

2.3

13.7

8.1

5.3

16.9

12.6

32.0

3.7

0 20 40 60 80 100

ファミリー・サポート・センター

児童館・子ども館

公民館・図書館

放課後児童クラブ（学童保育）

ふれあいルーム（放課後子ども教室）

教育相談センター

青少年センター

スクールカウンセラー（ＳＣ）

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

こども食堂

子育て世代包括支援センター

（ハートブリッジ）

放課後等デイサービス

子育てガイド「子育てのびの～び」

（子育て情報誌）

橋本市子育て情報サイトはぴもと

家庭教育情報誌「げんきっこfamily」

和歌山県子ども・女性・

障害者相談センターの相談事業

(%)(%)

29.4

60.8

83.6

46.1

64.3

33.1

24.8

37.8

28.6

44.1

30.1

17.5

34.4

35.4

41.0

26.4

0 20 40 60 80 100

ファミリー・サポート・センター

児童館・子ども館

公民館・図書館

放課後児童クラブ（学童保育）

ふれあいルーム（放課後子ども教室）

教育相談センター

青少年センター

スクールカウンセラー（ＳＣ）

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

こども食堂

子育て世代包括支援センター

（ハートブリッジ）

放課後等デイサービス

子育てガイド「子育てのびの～び」

（子育て情報誌）

橋本市子育て情報サイトはぴもと

家庭教育情報誌「げんきっこfamily」

和歌山県子ども・女性・

障害者相談センターの相談事業

(%)

認知度          利用度          利用意向 

小学生児童(n=1,011) 
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６．土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業の利用希望 

〔就学前児童用調査／問14〕 

（１）土曜日と日曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

○ 土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望について、「利用する必要はない」が 64.0％で最も多

く、次いで「月に１～２回は利用したい」が 22.4％、「ほぼ毎週利用したい」が 10.2％となってい

ます。また、日曜日・祝日について、「利用する必要はない」が 80.5％で最も多く、次いで「月に

１～２回は利用したい」が 13.4％、「ほぼ毎週利用したい」が 1.3％となっています。 

○ 土曜日と日曜日の定期的な教育・保育事業の利用を希望する時間帯について、土曜日は「8時台」、

日曜日は「9 時台」の開始が最も高くなっています。終了時間は土曜日、日曜日ともに「17 時台」

が最も高くなっています。 

         【土曜日】              【日曜日・祝日】 

 

 

 

 

 

■希望する利用時間帯 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
7時前 1 0.3 1 0.7 13時前 6 1.9 3 2.1
7時台 37 11.5 15 10.3 13時台 8 2.5 1 0.7
8時台 138 42.7 52 35.6 14時台 7 2.2 3 2.1
9時台 111 34.4 59 40.4 15時台 28 8.7 12 8.2
10時以降 14 4.3 8 5.5 16時台 64 19.8 28 19.2
不明・無回答 22 6.8 11 7.5 17時台 91 28.2 39 26.7

18時台 82 25.4 38 26.0
19時台 15 4.6 11 7.5
20時以降 0 0.0 0 0.0
不明・無回答 22 6.8 11 7.5

日曜日
（n=146）

【就学前児童】
開始時間

土曜日
（n=323）

日曜日
（n=146）

【就学前児童】
終了時間

土曜日
（n=323）

64.0

10.2

22.4

3.4

0 20 40 60 80 100

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

就学前児童

(n=993)

(%)

80.5

1.3

13.4

4.8

0 20 40 60 80 100

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

就学前児童

(n=993)

(%)
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〔就学前児童用調査／問15〕 

（２）夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用希望 

○ 夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用希望について、「利用する必要はな

い」が 23.3％で最も多く、次いで「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が 20.1％、「休みの期間

中、週に数日利用したい」が 14.5％となっています。 

○ 幼稚園を利用されている方が、長期休暇期間中に教育・保育事業の利用を希望する時間帯について

みると、開始時間は「9時台」が最も高く、終了時間は「17時台」が最も高くなっています。 

 

 

■希望する利用時間帯 

 

 

 

  

23.3

20.1

14.5

42.2

0 20 40 60 80 100

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

無回答

就学前児童

(n=602)

(%)

件数 ％ 件数 ％
7時前 0 0.0 13時前 0 0.0
7時台 23 11.1 13時台 2 1.0
8時台 76 36.5 14時台 34 16.3
9時台 84 40.4 15時台 10 4.8
10時以降 4 1.9 16時台 39 18.8
不明・無回答 21 10.1 17時台 50 24.0

18時台 45 21.6
19時台 7 3.4
20時以降 0 0.0
不明・無回答 21 10.1

【就学前児童】
開始時間

長期休暇
（n=208）

【就学前児童】
終了時間

長期休暇
（n=208）
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７．不定期の教育・保育事業や一時預かり等の利用について 

〔就学前児童用調査／問16・小学生児童用調査／問13〕 

（１）私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業 

○ 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業について、就学前児童では

「利用していない」が 82.5％で最も多く、次いで「幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長し

て預かるサービスのうち不定期に利用する場合のみ）」が 3.9％、「一時預かり（保育所などで一時

的に子どもを保育するサービス）」が 3.2％となっています。 

○ 小学生児童では「利用していない」が 92.9％で最も多く、次いで「ファミリー・サポート・センタ

ー」が 0.4％、「短期入所生活援助（ショートステイ）事業（児童養護施設等で一定期間、宿泊して

子どもを保護するサービス）」「ひとり親家庭アシスト事業（預かり・送迎等の支援事業）」が 0.2％

となっています。 

○ 不定期に利用している事業について、就学前児童では、「夜間用語等事業：トワイライトステイ」

以外の事業で「10 日以上」が最も高くなっています。小学生児童では、「ファミリー・サポート・

センター」「ひとり親家庭アシスト事業」「その他」で「10日以上」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0.2

0.0

0.4

0.2

0.1

0.6

92.9

5.9

0 20 40 60 80 100

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

（児童養護施設等で一定期間、

宿泊して子どもを保護するサービス）

夜間養護等（トワイライトステイ）事業

（児童養護施設等で休日・夜間、

子どもを保護するサービス）

ファミリー・サポート・センター

ひとり親家庭アシスト事業

（預かり・送迎等の支援事業）

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

小学生児童

(n=1,011)
(MA%)

3.2

3.9

1.7

0.2

0.1

0.2

0.1

0.5

82.5

8.8

0 20 40 60 80 100

一時預かり（保育所などで一時的に

子どもを保育するサービス）

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して

預かるサービスのうち不定期に利用する場合のみ）

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サービス）

短期入所制度事業：ショートステイ（児童養護

施設等で宿泊して子どもを保護する事業）

夜間養護等事業：トワイライトステイ（児童養護

施設等で休日・夜間のみ子どもを保護する事業）

ひとり親家庭アシスト事業

（保育・送迎の支援事業）

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

就学前児童

(n=993)
(MA%)
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■１年間の利用日数 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 2 6.3 3 7.7 3 17.6 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2日 4 12.5 8 20.5 2 11.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 20.0
3日 4 12.5 7 17.9 1 5.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4日 1 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5日 8 25.0 4 10.3 3 17.6 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 20.0
6日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8日 0 0.0 0 0.0 1 5.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 10 31.3 16 41.0 7 41.2 1 50.0 0 0.0 1 50.0 1 100.0 2 40.0
不明・無回答 3 9.4 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 1 20.0

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2日 0 0.0 0 0.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7
4日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7
5日 1 50.0 0 0.0 1 25.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0
6日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 0 0.0 0 0.0 2 50.0 2 100.0 0 0.0 1 16.7
不明・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 50.0

n=1
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１年間の
利用日数

n=2 n=0 n=4 n=2

n=32 n=39 n=17 n=2
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〔就学前児童用調査／問16-1・小学生児童用調査／問13-1〕 

（１）―１ 不定期の一時預かりを現在利用していない理由 

○ 不定期の一時預かりを現在利用していない理由について、就学前児童では「特に利用する必要がな
い」が 77.3％で最も多く、次いで「事業の利用方法（手続き等）がわからない」が 15.1％、「利用
料がわからない」が 12.7％となっています。 

○ 小学生児童では「特に利用する必要がない」が 85.7％で最も多く、次いで「事業の利用方法（手続
き等）がわからない」が 8.6％、「利用料がかかる・高い」が 8.5％となっています。 

 

 

〔小学生児童用調査／問14〕 

（２）私用、親の通院、不定期の就労等の目的による事業の利用意向 

○ 私用、親の通院、不定期の就労等の目的による事業の利用意向について、「利用したい」が
12.7％、「利用する必要はない」が 83.5％となっています。 

 

  

77.3

3.4

3.5

3.2

12.3

12.7

12.3

15.1

3.7

1.5

85.7

2.4

4.6

2.0

8.5

7.0

7.9

8.6

2.9

1.0

0 20 40 60 80 100

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用

可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者に

なるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）が

わからない

その他

無回答

就学前児童（n=819）

小学生児童（n=939）

(MA%)
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〔就学前児童用調査／問16-2・小学生児童用調査／問14-1〕 

（２）―１利用する目的と概ねの年間利用日数 

○ 利用する目的と概ねの年間利用日数について、就学前児童では「私用（買物、きょうだいや親の習
い事等）、リフレッシュ目的」が 41.4％で最も多く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟
姉妹を含む）や親の通院等」が 32.2％、「不定期の就労」が 18.4％となっています。 

○ 小学生児童では「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」が 42.2％で最も
多く、次いで「私用（買物、きょうだいや親の習い事等）、リフレッシュ目的」が 40.6％、「不定期
の就労」が 17.2％となっています。 

○ 利用したい年間日数について、就学前児童では「不定期の就労」が「10日以上」で最も高く、小学
生児童では「私用（買物、きょうだいや親の習い事等）、リフレッシュ目的」「不定期の就労」が
「10日以上」で最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用したい年間日数、目的別の内訳の日数 

 

 

  

41.4

32.2

18.4

6.9

32.2

40.6

42.2

17.2

5.5

31.3

0 20 40 60 80 100

私用（買物、きょうだいや親の

習い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども

（兄弟姉妹を含む）や親の通院等

不定期の就労

その他

無回答

就学前児童（n=87）

小学生児童（n=128）

(MA%)

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 3 8.3 4 14.3 1 6.3 2 33.3
2日 5 13.9 8 28.6 0 0.0 1 16.7
3日 4 11.1 3 10.7 0 0.0 1 16.7
4日 0 0.0 1 3.6 1 6.3 0 0.0
5日 12 33.3 7 25.0 5 31.3 0 0.0
6日 1 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8日 0 0.0 2 7.1 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 11 30.6 3 10.7 9 56.3 2 33.3
不明・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 3 5.8 5 9.3 1 4.5 2 28.6
2日 3 5.8 12 22.2 2 9.1 1 14.3
3日 11 21.2 10 18.5 3 13.6 0 0.0
4日 2 3.8 2 3.7 0 0.0 0 0.0
5日 7 13.5 10 18.5 6 27.3 1 14.3
6日 2 3.8 2 3.7 0 0.0 1 14.3
7日 3 5.8 2 3.7 0 0.0 0 0.0
8日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 21 40.4 11 20.4 10 45.5 1 14.3
不明・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3

【小学生児童】
利用したい日数

私
用
（

買
物
、

き
ょ

う
だ
い
や

親
の
習
い
事
等
）
、

リ
フ
レ
ッ

シ
ュ

目
的

冠
婚
葬
祭
、

学
校
行
事
、

子
ど
も
（

兄
弟
姉
妹
を
含
む
）

や

親
の
通
院
等

不
定
期
の
就
労

n=7n=52 n=54 n=22

そ
の
他

そ
の
他

n=36 n=28 n=16

【就学前児童】
利用したい日数

私
用
（

買
物
、

き
ょ

う
だ
い
や

親
の
習
い
事
等
）
、

リ
フ
レ
ッ

シ
ュ

目
的

冠
婚
葬
祭
、

学
校
行
事
、

子
ど
も
（

兄
弟
姉
妹
を
含
む
）

や

親
の
通
院
等

不
定
期
の
就
労

n=6

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 3 8.3 4 14.3 1 6.3 2 33.3
2日 5 13.9 8 28.6 0 0.0 1 16.7
3日 4 11.1 3 10.7 0 0.0 1 16.7
4日 0 0.0 1 3.6 1 6.3 0 0.0
5日 12 33.3 7 25.0 5 31.3 0 0.0
6日 1 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8日 0 0.0 2 7.1 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 11 30.6 3 10.7 9 56.3 2 33.3
不明・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 3 5.8 5 9.3 1 4.5 2 28.6
2日 3 5.8 12 22.2 2 9.1 1 14.3
3日 11 21.2 10 18.5 3 13.6 0 0.0
4日 2 3.8 2 3.7 0 0.0 0 0.0
5日 7 13.5 10 18.5 6 27.3 1 14.3
6日 2 3.8 2 3.7 0 0.0 1 14.3
7日 3 5.8 2 3.7 0 0.0 0 0.0
8日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 21 40.4 11 20.4 10 45.5 1 14.3
不明・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3

【小学生児童】
利用したい日数

私
用
（

買
物
、

き
ょ

う
だ
い
や

親
の
習
い
事
等
）
、

リ
フ
レ
ッ

シ
ュ

目
的

冠
婚
葬
祭
、

学
校
行
事
、

子
ど
も
（

兄
弟
姉
妹
を
含
む
）

や

親
の
通
院
等

不
定
期
の
就
労

n=7n=52 n=54 n=22

そ
の
他

そ
の
他

n=36 n=28 n=16

【就学前児童】
利用したい日数

私
用
（

買
物
、

き
ょ

う
だ
い
や

親
の
習
い
事
等
）
、

リ
フ
レ
ッ

シ
ュ

目
的

冠
婚
葬
祭
、

学
校
行
事
、

子
ど
も
（

兄
弟
姉
妹
を
含
む
）

や

親
の
通
院
等

不
定
期
の
就
労

n=6
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〔就学前児童用調査／問17・小学生児童用調査／問15〕 

（３）この１年間に、保護者の用事により、お子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわ

なければならないことはあったか 

○ この１年間に、保護者の用事により、お子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならな

いことはあったかについて、就学前児童では「なかった」が 78.5％で最も多く、次いで「あった」

が 11.8％、「みてもらうのに困った」が 3.5％となっています。 

○ 小学生児童では「なかった」が 85.7％で最も多く、次いで「あった」が 9.5％、「みてもらうのに

困った」が 2.2％となっています。 

 

 

〔就学前児童用調査／問17・小学生児童用調査／問15〕 

（３）―１ 困ったときに相談できる人の有無 

○ 困ったときに相談できる人の有無について、就学前児童では「いる」が 63.9％、「いない」が

6.7％となっています。 

○ 小学生児童では「いる」が 60.1％、「いない」が 8.7％となっています。 

 

  

11.8

3.5

78.5

6.1

9.5

2.2

85.7

2.7

0 20 40 60 80 100

あった

みてもらうのに困った

なかった

無回答
就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

63.9

6.7

29.3

60.1

8.7

31.2

0 20 40 60 80 100

いる

いない

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)
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〔就学前児童用調査／問17-1・小学生児童用調査／問15-1〕 

（３）―２ １年間の対処方法と概ねの年間利用日数 

○ １年間の対処方法と概ねの年間利用日数について、就学前児童では「（同居者を含む）親族・知人

にみてもらった」が 76.9％で最も多く、次いで「仕方なく子どもを同行させた」が 13.7％となっ

ています。 

○ 小学生児童では「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」が 81.3％で最も多く、次いで「仕

方なく子どもを同行させた」が 6.3％、「短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した」が

2.1％となっています。 

○ 対処方法の日数について、就学前児童では「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」「仕方な

く子どもを同行させた」で「1日」が最も高く、小学生児童では「（同居者を含む）親族・知人にみ

てもらった」「仕方なく子どもを同行させた」で「2 日」が、「短期入所生活援助事業（ショートス

テイ）を利用した」で「5日」、「10日以上」が最も高くなっています。 

 

 

  

※小学生児童用調査では「短期入所生活援助事業以外の保育事業

（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した」 

76.9

0.0

0.0

13.7

2.6

16.2

81.3

2.1
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（同居者を含む）親族・

知人にみてもらった

短期入所生活援助事業

（ショートステイ）を利用した

ベビーシッター等を利用した

仕方なく子どもを同行させた

その他

無回答

就学前児童（n=117）

小学生児童（n=96）

(%)
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■対処方法の日数 

 

 

〔就学前児童用調査・小学生児童用調査／問18〕 

（４）夜間保育事業が実施された場合の利用意向 

○ 夜間保育事業が実施された場合の利用意向について、「利用したくない」が 45.0％で最も多く、次

いで「わからない」が 38.7％、「利用したい」が 13.1％となっています。 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 22 24.4 0 0.0 0 0.0 5 31.3 1 33.3
2日 12 13.3 0 0.0 0 0.0 4 25.0 0 0.0
3日 6 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4日 3 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5日 14 15.6 0 0.0 0 0.0 3 18.8 0 0.0
6日 3 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7日 4 4.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 14 15.6 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 33.3
不明・無回答 12 13.3 0 0.0 0 0.0 3 18.8 1 33.3

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 15 19.2 0 0.0 0 0.0 2 33.3 1 25.0
2日 20 25.6 0 0.0 0 0.0 3 50.0 1 25.0
3日 12 15.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4日 2 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5日 9 11.5 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6日 3 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7日 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9日 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10日以上 11 14.1 1 50.0 0 0.0 0 0.0 1 25.0
不明・無回答 5 6.4 0 0.0 0 0.0 1 16.7 1 25.0

【小学生児童】
１年間の
利用日数
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等
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そ
の
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子
ど
も
を
同
行
さ
せ
た

【就学前児童】
１年間の
利用日数

（

同
居
者
を
含
む
）

親
族
・

知
人
に
み
て
も
ら
っ

た

短
期
入
所
生
活
援
助
事
業

（

シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）

を

利
用
し
た

左
記
以
外
の

保
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保
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ベ
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シ
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等
）
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利
用
し
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そ
の
他

n=90 n=0 n=0 n=3
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方
な
く
子
ど
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を
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行
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せ
た

n=16
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就学前児童
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８．放課後の過ごし方について 

〔就学前児童用調査／問19、小学生児童用調査／問10〕 

（１）就学前児童の小学校で希望する放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方 

○ 就学前児童の小学校で希望する放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方について、就学前児童で

は「放課後児童クラブ（学童保育）」が 50.8％で最も多く、次いで「自宅」が 51.1％、「習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 39.1％となっています。 

 

  

51.1

23.1

39.1

10.3
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自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾など）

児童館・子ども館

ふれあいルーム

（放課後子ども教室）

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

就学前児童

(n=993)

(MA%)
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①低学年 

○ 低学年の放課後の過ごし方別の１週当たりの日数について、「自宅」「放課後児童クラブ」「放課後

デイサービス」「その他」で「5日」が、それぞれ最も高くなっています。 

○ 放課後児童クラブを利用したい終了時間について、「18時台」が最も高くなっています。 

■１週当たりの日数 

 

■「放課後児童クラブ」の利用終了時間（下校から何時まで） 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 24 5.7 77 37.2 164 44.6 40 44.9 68 55.7 11 2.2 2 50.0 1 4.2 0 0.0
2日 54 12.9 57 27.5 149 40.5 19 21.3 21 17.2 27 5.3 0 0.0 3 12.5 1 25.0
3日 74 17.6 23 11.1 43 11.7 12 13.5 10 8.2 50 9.8 1 25.0 3 12.5 0 0.0
4日 30 7.1 1 0.5 7 1.9 2 2.2 1 0.8 53 10.4 0 0.0 3 12.5 0 0.0
5日 228 54.3 47 22.7 5 1.4 15 16.9 22 18.0 352 69.0 1 25.0 14 58.3 3 75.0
6日 4 1.0 1 0.5 0 0.0 1 1.1 0 0.0 11 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7日 6 1.4 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
不明・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

n=4

ふ
れ
あ
い
ル
ー

ム

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

n=122

そ
の
他

n=510

フ
ァ

ミ
リ
ー

・

サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

n=4 n=24

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

【就学前児童】
１週当たりの
利用日数

自
宅

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅

習
い
事

児
童
館
・
子
ど
も
館

n=420 n=207 n=368 n=89

件数 ％
15時前 1 0.2
15時台 7 1.4
16時台 30 5.9
17時台 164 32.2
18時台 242 47.5
19時台 44 8.6
20時以降 1 0.2
不明・無回答 21 4.1

【就学前児童】
利用時間

放課後児童クラブ
[学童保育]
（n=510）
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②高学年 

○ 高学年の放課後の過ごし方別の 1 週当たりの日数について、「自宅」「放課後児童クラブ」「ファミ

リー・サポート・センター」「放課後デイサービス」「その他」で、「5日」が、それぞれ最も高くな

っています。 

○ 放課後児童クラブを利用したい終了時間について、「18時台」が最も高くなっています。 

■１週当たりの日数 

 

■「放課後児童クラブ」の利用終了時間（下校から何時まで） 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 26 5.5 63 33.7 90 24.3 29 35.4 55 50.0 12 3.4 0 0.0 1 5.3 0 0.0
2日 64 13.4 57 30.5 174 47.0 19 23.2 19 17.3 28 7.9 0 0.0 3 15.8 1 25.0
3日 98 20.6 29 15.5 75 20.3 14 17.1 11 10.0 49 13.9 0 0.0 2 10.5 1 25.0
4日 23 4.8 2 1.1 20 5.4 5 6.1 2 1.8 29 8.2 0 0.0 2 10.5 0 0.0
5日 256 53.8 35 18.7 11 3.0 15 18.3 23 20.9 214 60.6 1 100.0 11 57.9 2 50.0
6日 3 0.6 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7日 6 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
不明・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

n=353 n=1 n=19 n=4

放
課
後
児
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ト
・
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そ
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あ
い
ル
ー
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【就学前児童】
１週当たりの

利用日数

自
宅

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知
人
宅

習
い
事

児
童
館
・
子
ど
も
館

n=476 n=187 n=370 n=82 n=110

件数 ％
15時前 1 0.3
15時台 1 0.3
16時台 22 6.2
17時台 99 28.0
18時台 163 46.2
19時台 38 10.8
20時以降 2 0.6
不明・無回答 27 7.6

【就学前児童】
利用時間

放課後児童クラブ
[学童保育]
（n=353）
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〔就学前児童用調査／問19-1〕 

（１）―１ 土曜日・祝日、または夏休みや冬休みなどの長期期間中の放課後児童クラブ

の利用希望 

○ 土曜日・祝日、または夏休みや冬休みなどの長期期間中の放課後児童クラブの利用希望について、

土曜日では「利用する必要はない」が 49.4％で最も多く、次いで「高学年になっても利用したい」

が 24.1％、「低学年の間は利用したい」が 21.7％となっています。また、日曜日・祝日では、「利

用する必要はない」が 78.8％で最も多く、次いで「高学年になっても利用したい」が 9.1％、「低

学年の間は利用したい」が 4.8％となっています。夏休み・冬休みなど長期休暇中では、「高学年に

なっても利用したい」が 49.7％で最も多く、次いで「低学年の間は利用したい」が 40.1％、「利用

する必要はない」が 6.9％となっています。 

○ 土曜日や日曜日・祝日の放課後児童クラブ利用を希望する時間帯について、土曜日や日曜日・祝

日、夏休みや冬休み等の長期休暇中それぞれで、開始時間では「8 時台」、終了時間では「18 時

台」が最も高くなっています。 

【土曜日】 

 

【日曜日・祝日】 

 

【夏休み・冬休みなど長期休暇中】 

 

  

21.7
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4.8
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低学年の間は利用したい

高学年になっても利用したい

利用する必要はない

無回答

就学前児童

(n=539)

(%)
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0 20 40 60 80 100

低学年の間は利用したい
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無回答

就学前児童

(n=539)
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40.1
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6.9

3.3
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低学年の間は利用したい

高学年になっても利用したい

利用する必要はない

無回答

就学前児童

(n=539)

(%)
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■希望する利用時間帯 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
7時前 1 0.4 1 1.3 1 0.2
7時台 31 12.6 12 16.0 57 11.8
8時台 135 54.7 38 50.7 308 63.6
9時台 49 19.8 18 24.0 92 19.0
10時以降 8 3.2 1 1.3 3 0.6
不明・無回答 23 9.3 5 6.7 23 4.8

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
13時前 1 0.4 0 0.0 0 0.0
13時台 1 0.4 0 0.0 2 0.4
14時台 5 2.0 1 1.3 5 1.0
15時台 9 3.6 1 1.3 8 1.7
16時台 18 7.3 3 4.0 43 8.9
17時台 69 27.9 18 24.0 159 32.9
18時台 110 44.5 42 56.0 214 44.2
19時台 15 6.1 5 6.7 30 6.2
20時以降 1 0.4 1 1.3 1 0.2
不明・無回答 18 7.3 4 5.3 22 4.5

夏休み・冬休み
などの

長期休暇中
（n=484）

夏休み・冬休み
などの

長期休暇中
（n=484）

【就学前児童】
開始時間

土曜日
（n=247）

【就学前児童】
終了時間

土曜日
（n=247）

日曜日・祝日
（n=75）

日曜日・祝日
（n=75）
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〔小学生児童用調査／問10〕 

（２）小学生児童の放課後や休日の過ごし方 

○ 小学生児童の放課後や休日の過ごし方について、「自宅で保護者等の家族（大人）と過ごす」が

91.6％で最も多く、次いで「学習塾や習い事に行く」が 57.5％、「自宅できょうだいなどの家族

（子ども）と過ごす」が 55.2％となっています。 

 

 

  



43 

 

小学校児童の１週当たりの利用している日数 

○ 小学生児童の 1 週当たりの利用日数について、「放課後児童クラブ（学童保育）」「小学校にいる

（遊びなど）」「ファミリー・サポート・センター」「放課後等デイサービス」で「5日」がそれぞれ

高くなっています。 

■１週当たりの利用日数 

 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 23 2.5 35 6.3 37 34.9 76 40.9 5 1.6 28 50.0 53 76.8 44 21.2
2日 165 17.8 74 13.3 22 20.8 39 21.0 13 4.2 6 10.7 3 4.3 81 38.9
3日 48 5.2 23 4.1 10 9.4 19 10.2 18 5.8 11 19.6 1 1.4 47 22.6
4日 40 4.3 16 2.9 9 8.5 5 2.7 49 15.9 3 5.4 0 0.0 15 7.2
5日 58 6.3 51 9.1 14 13.2 27 14.5 202 65.6 1 1.8 1 1.4 13 6.3
6日 39 4.2 20 3.6 0 0.0 2 1.1 7 2.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5
7日 505 54.5 310 55.6 5 4.7 3 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.9
不明・無回答 48 5.2 29 5.2 9 8.5 15 8.1 14 4.5 7 12.5 11 15.9 3 1.4

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 150 25.8 218 45.9 24 18.6 49 57.0 1 20.0 0 0.0 1 2.6 2 40.0
2日 185 31.8 123 25.9 18 14.0 0 0.0 1 20.0 1 100.0 4 10.3 1 20.0
3日 133 22.9 56 11.8 11 8.5 1 1.2 1 20.0 0 0.0 8 20.5 0 0.0
4日 61 10.5 30 6.3 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12.8 1 20.0
5日 27 4.6 10 2.1 67 51.9 0 0.0 1 20.0 0 0.0 16 41.0 1 20.0
6日 9 1.5 2 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12.8 0 0.0
7日 4 0.7 20 4.2 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
不明・無回答 12 2.1 16 3.4 7 5.4 36 41.9 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

【小学生児童】
１週当たりの

利用日数

そ
の
他

n=5n=129 n=86 n=5

ひ
と
り
親
家
庭
ア
シ
ス
ト
事
業

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

n=1 n=39

ふ
れ
あ
い
ル
ー

ム

（

放
課
後
子
ど
も
教
室
）

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ
ー

学
習
塾
や
習
い
事
に
行
く

家
、

公
園
な
ど
で

友
達
と
過
ご
す

小
学
校
に
い
る
（

遊
び
な
ど
）

n=581 n=475

児
童
館
・
子
ど
も
館

公
民
館
・
図
書
館

子
ど
も
会
や

ス
ポ
ー

ツ
活
動
な
ど
に

参
加
し
て
い
る

n=926 n=558 n=106 n=186 n=308 n=56

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（

学
童
保
育
）

n=69 n=208

【小学生児童】
１週当たりの

利用日数

保
護
者
や
祖
父
母
な
ど
の
同
居
家

族
（

大
人
）

と
過
ご
す

き
ょ

う
だ
い
な
ど
の
同
居

家
族
（

子
ど
も
）

と
過
ご
す

家
で
ひ
と
り
で
過
ご
す

同
居
し
て
い
な
い

家
族
（

親
族
）

や

知
人
宅
で
過
ご
す
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〔小学生児童用調査／問11〕 

（３）小学生児童の夏休み・冬休みなどの長期の休暇中の過ごし方 

○ 小学生児童の夏休み・冬休みなどの長期の休暇中の過ごし方について、「自宅で保護者等の家族

（大人）と過ごす」が 86.1％で最も多く、次いで「自宅できょうだいなどの家族（子ども）と過ご

す」が 54.7％、「学習塾や習い事に行く」が 46.7％となっています。 
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小学校児童の１週当たりの長期休暇中に利用している日数 

○ 小学生児童の１週当たりの長期休暇中の利用日数について、「放課後児童クラブ（学童保育）」「放

課後等デイサービス」で「5日」がそれぞれ最も高くなっています。 

■１週当たりの利用日数 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 31 3.6 31 5.6 35 28.9 78 29.8 6 1.9 26 51.0 40 70.2 33 19.2
2日 202 23.2 72 13.0 22 18.2 64 24.4 14 4.4 10 19.6 4 7.0 71 41.3
3日 83 9.5 40 7.2 16 13.2 41 15.6 32 10.0 4 7.8 1 1.8 35 20.3
4日 45 5.2 25 4.5 14 11.6 14 5.3 45 14.0 4 7.8 1 1.8 16 9.3
5日 57 6.6 74 13.4 22 18.2 38 14.5 195 60.7 3 5.9 2 3.5 11 6.4
6日 33 3.8 18 3.3 0 0.0 4 1.5 6 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.6
7日 380 43.7 268 48.5 5 4.1 7 2.7 1 0.3 0 0.0 0 0.0 4 2.3
不明・無回答 39 4.5 25 4.5 7 5.8 16 6.1 22 6.9 4 7.8 9 15.8 1 0.6

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1日 105 22.2 132 40.6 12 34.3 9 50.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 2 15.4
2日 148 31.4 97 29.8 4 11.4 0 0.0 1 25.0 1 33.3 3 8.1 6 46.2
3日 113 23.9 40 12.3 6 17.1 0 0.0 1 25.0 1 33.3 5 13.5 3 23.1
4日 52 11.0 12 3.7 2 5.7 0 0.0 0 0.0 1 33.3 7 18.9 0 0.0
5日 24 5.1 7 2.2 7 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 35.1 2 15.4
6日 6 1.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 16.2 0 0.0
7日 4 0.8 16 4.9 1 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
不明・無回答 20 4.2 20 6.2 3 8.6 9 50.0 1 25.0 0 0.0 3 8.1 0 0.0

児
童
館
・
子
ど
も
館

【小学生児童】
１週当たりの

利用日数

n=121

子
ど
も
会
や

ス
ポ
ー

ツ
活
動
な
ど
に

参
加
し
て
い
る

n=321

n=13
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と
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家
庭
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シ
ス
ト
事
業

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

n=51 n=57 n=172

n=472 n=325 n=18 n=4 n=3 n=37

そ
の
他

n=262

公
民
館
・
図
書
館

ふ
れ
あ
い
ル
ー

ム

（

放
課
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子
ど
も
教
室
）

フ
ァ
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リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ
ー

【小学生児童】
１週当たりの

利用日数
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同
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族
（

大
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）

と
過
ご
す

き
ょ

う
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（
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と
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す
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で
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で
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ご
す
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し
て
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な
い

家
族
（

親
族
）

や
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人
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で
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す
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に
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く
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、
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で
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に
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（

遊
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）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（

学
童
保
育
）

n=35

n=870 n=553
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〔小学生児童用調査／問11-1〕 

（４）放課後児童クラブ（学童保育）の現在の利用時間と今後の利用希望時間 

○ 放課後児童クラブ（学童保育）の現在の利用時間について、開始時間は「15 時台」、終了時間は

「18時台」が最も高くなっています。 

○ 放課後児童クラブ（学童保育）の希望利用時間について、開始時間は「15 時台」、終了時間は「18

時台」が最も高くなっています。 

○ 放課後児童クラブ（学童保育）の現在の利用時間について、土曜日、長期休暇中は、開始時間がい

ずれも「8時台」で最も高く、終了時間が「18時台」で最も高くなっています。 

○ 放課後児童クラブ（学童保育）の希望の利用時間について、土曜日、長期休暇中は、開始時間がい

ずれも「8時台」で最も高く、終了時間が「18時台」で最も高くなっています。 

■平日の現在の利用時間 

 

■平日の利用希望時間 

 

  

件数 ％ 件数 ％
13時前 7 2.1 13時前 0 0.0
13時台 0 0.0 13時台 0 0.0
14時台 46 13.5 14時台 0 0.0
15時台 171 50.3 15時台 1 0.3
16時台 74 21.8 16時台 5 1.5
17時以降 1 0.3 17時台 92 27.1
不明・無回答 41 12.1 18時台 167 49.1

19時台 45 13.2
20時以降 0 0.0
不明・無回答 30 8.8

【小学生児童】
終了時間

平日の放課後
（n=340）

【小学生児童】
開始時間

平日の放課後
（n=340）

件数 ％ 件数 ％
13時前 9 2.6 13時前 0 0.0
13時台 1 0.3 13時台 0 0.0
14時台 37 10.9 14時台 0 0.0
15時台 135 39.7 15時台 1 0.3
16時台 54 15.9 16時台 2 0.6
17時以降 2 0.6 17時台 67 19.7
不明・無回答 102 30.0 18時台 118 34.7

19時台 41 12.1
20時以降 12 3.5
不明・無回答 99 29.1

【小学生児童】
開始時間

平日の放課後
（n=340）

【小学生児童】
終了時間

平日の放課後
（n=340）
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■土曜日、長期休暇中の現在の利用時間 

 

■土曜日、長期休暇中の利用希望時間 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
7時前 0 0.0 0 0.0 13時前 0 0.0 1 0.3
7時台 2 0.6 17 5.0 13時台 0 0.0 0 0.0
8時台 25 7.4 227 66.8 14時台 1 0.3 2 0.6
9時台 8 2.4 64 18.8 15時台 1 0.3 3 0.9
10時台 0 0.0 3 0.9 16時台 5 1.5 23 6.8
不明・無回答 305 89.7 29 8.5 17時台 5 1.5 98 28.8

18時台 19 5.6 146 42.9
19時台 4 1.2 42 12.4
20時以降 0 0.0 0 0.0
不明・無回答 305 89.7 25 7.4

【小学生児童】
開始時間

土曜日
（n=340）

夏休み・冬休み
など長期休暇中

（n=340）
【小学生児童】

終了時間

土曜日
（n=340）

夏休み・冬休み
など長期休暇中

（n=340）

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
7時前 1 0.3 0 0.0 13時前 0 0.0 1 0.3
7時台 5 1.5 41 12.1 13時台 0 0.0 0 0.0
8時台 26 7.6 158 46.5 14時台 1 0.3 2 0.6
9時台 4 1.2 47 13.8 15時台 1 0.3 3 0.9
10時台 0 0.0 2 0.6 16時台 4 1.2 16 4.7
不明・無回答 304 89.4 92 27.1 17時台 3 0.9 79 23.2

18時台 20 5.9 106 31.2
19時台 5 1.5 35 10.3

20時以降 2 0.6 9 2.6

不明・無回答 304 89.4 89 26.2

【小学生児童】
開始時間

土曜日
（n=340）

夏休み・冬休み
など長期休暇中

（n=340）
【小学生児童】

終了時間

土曜日
（n=340）

夏休み・冬休み
など長期休暇中

（n=340）
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９．育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

〔就学前児童用調査／問20、小学生児童用調査／問16〕 

（１）子どもが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得したか 

○ 子どもが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得したかについて、就学前児童

の母親では「取得した」が 38.7％で最も多く、次いで「働いていなかった」が 38.5％、「取得して

いない」が 10.9％となっています。父親では「取得していない」が 82.0％で最も多く、次いで

「取得した」が 11.2％、「取得中である」が 0.4％となっています。 

○ 小学生児童の母親では「働いていなかった」が 53.1％で最も多く、次いで「取得した」が

28.0％、「取得していない」が 16.7％となっています。父親では「取得していない」が 87.2％で最

も多く、次いで「取得した」が 2.5％、「働いていなかった」が 0.5％となっています。 

 

【母親】 

 

【父親】 

 

  

38.5

9.8

38.7

10.9

2.2

53.1

0.0

28.0

16.7

2.2

0 20 40 60 80 100

働いていなかった

取得中である

取得した

取得していない

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

0.3

0.4

11.2

82.0

6.1

0.5

0.0

2.5

87.2

9.8

0 20 40 60 80 100

働いていなかった

取得中である

取得した

取得していない

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)



49 

 

〔就学前児童用調査／問20-1〕 

（１）―１ 職場復帰の希望時期に必ず子どもを預けることができれば、職場復帰を希望

される時期はいつか 

○ 職場復帰の希望時期に必ず子どもを預けることができれば、職場復帰を希望される時期はいつかに

ついて、就学前児童の母親の希望時期は「2024 年 4 月」の年度当初が 43.3％、子どもの年齢は「1

歳～1歳 6ヶ月未満」が 30.9％と最も高くなっています。 

○ 父親の希望時期は「2024 年 4 月」の年度当初が 50.0％、子どもの年齢は「1 歳～1 歳 6 ヶ月未満」

が 75.0％と最も高くなっています。 

■職場復帰希望時期 

 

■子どもの年齢 

 

  

件数 ％ 件数 ％
2024年3月以前 8 8.2 2024年3月以前 1 25.0
2024年4月 42 43.3 2024年4月 2 50.0
2024年5月～2025年3月 13 13.4 2024年5月～2025年3月 0 0.0
2025年4月 19 19.6 2025年4月 1 25.0
2025年5月～2026年3月 2 2.1 2025年5月～2026年3月 0 0.0
2026年4月 1 1.0 2026年4月 0 0.0
2026年5月以降 3 3.1 2026年5月以降 0 0.0
不明・無回答 9 9.3 不明・無回答 0 0.0

【父親】
職場復帰の
希望時期

就学前児童
（n=4）

【母親】
職場復帰の
希望時期

就学前児童
（n=97）

件数 ％ 件数 ％
6ヶ月未満 3 3.1 6ヶ月未満 1 25.0
6ヶ月～1歳未満 7 7.2 6ヶ月～1歳未満 0 0.0
1歳～1歳6ヶ月未満 30 30.9 1歳～1歳6ヶ月未満 3 75.0
1歳6ヶ月～2歳未満 25 25.8 1歳6ヶ月～2歳未満 0 0.0
2歳～2歳6ヶ月未満 10 10.3 2歳～2歳6ヶ月未満 0 0.0
2歳6ヶ月～3歳未満 7 7.2 2歳6ヶ月～3歳未満 0 0.0
3歳～3歳6ヶ月未満 4 4.1 3歳～3歳6ヶ月未満 0 0.0
3歳6ヶ月以上 3 3.1 3歳6ヶ月以上 0 0.0
不明・無回答 8 8.2 不明・無回答 0 0.0

【父親】
職場復帰の
希望時期の
子どもの年齢

就学前児童
（n=4）

【母親】
職場復帰の
希望時期の

子どもの年齢

就学前児童
（n=97）
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〔就学前児童用調査／問20-2、小学生児童用調査／問16-1〕 

（１）―２ 職場復帰の現状と希望 

○ 職場復帰の現状と希望について、就学前児童の母親では「希望より早く復帰」が 48.7％で最も多

く、次いで「希望どおり復帰」が 35.2％、「希望より遅く復帰」が 2.3％となっています。父親で

は「希望より早く復帰」が 42.3％で最も多く、次いで「希望どおり復帰」が 27.9％となっていま

す。 

○ 小学生児童の母親では「希望より早く復帰」が 53.0％で最も多く、次いで「希望どおり復帰」が

32.2％、「希望より遅く復帰」が 0.7％となっています。父親では「希望より早く復帰」が 32.0％

で最も多く、次いで「希望どおり復帰」が 28.0％となっています。 

【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【父親】 

 

  

42.3

27.9

0.0

29.7

32.0

28.0

0.0

40.0

0 20 40 60 80 100

希望より早く復帰

希望どおり復帰

希望より遅く復帰

無回答

就学前児童（n=111）

小学生児童（n=25）

(%)

48.7

35.2

2.3

13.8

53.0

32.2

0.7

14.1

0 20 40 60 80 100

希望より早く復帰

希望どおり復帰

希望より遅く復帰

無回答

就学前児童（n=384）

小学生児童（n=283）

(%)
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①実際の取得期間 

○ 実際の取得期間について、母親では「1 歳～1 歳 6 ヶ月未満」が就学前児童で 50.8％、小学生児童

で 46.6％、父親では「6 ヶ月未満」が就学前児童で 73.9％、小学生児童で 48.0％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

②希望の取得期間 

○ 希望の取得期間について、母親では「1 歳～1 歳 6 ヶ月未満」が就学前児童で 50.8％、小学生児童

で 32.9％、父親では「6 ヶ月未満」が就学前児童で 39.6％、小学生児童で 32.0％と最も高くなっ

ています。 

 

 

  

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
6ヶ月未満 24 6.3 23 8.1 6ヶ月未満 82 73.9 12 48.0
6ヶ月～1歳未満 89 23.2 61 21.6 6ヶ月～1歳未満 4 3.6 3 12.0
1歳～1歳6ヶ月未満 195 50.8 132 46.6 1歳～1歳6ヶ月未満 5 4.5 3 12.0
1歳6ヶ月～2歳未満 26 6.8 22 7.8 1歳6ヶ月～2歳未満 0 0.0 1 4.0
2歳～2歳6ヶ月未満 20 5.2 18 6.4 2歳～2歳6ヶ月未満 1 0.9 0 0.0
2歳6ヶ月～3歳未満 7 1.8 6 2.1 2歳6ヶ月～3歳未満 0 0.0 0 0.0
3歳～3歳6ヶ月未満 9 2.3 5 1.8 3歳～3歳6ヶ月未満 0 0.0 0 0.0
3歳6ヶ月以上 0 0.0 1 0.4 3歳6ヶ月以上 0 0.0 0 0.0
不明・無回答 14 3.6 15 5.3 不明・無回答 19 17.1 6 24.0

小学生児童
（n=25）

【母親】
実際の取得期間

就学前児童
（n=384）

小学生児童
（n=283）

【父親】
実際の取得期間

就学前児童
（n=111）

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
6ヶ月未満 24 6.3 13 4.6 6ヶ月未満 44 39.6 8 32.0
6ヶ月～1歳未満 89 23.2 8 2.8 6ヶ月～1歳未満 14 12.6 3 12.0
1歳～1歳6ヶ月未満 195 50.8 93 32.9 1歳～1歳6ヶ月未満 21 18.9 2 8.0
1歳6ヶ月～2歳未満 26 6.8 14 4.9 1歳6ヶ月～2歳未満 0 0.0 1 4.0
2歳～2歳6ヶ月未満 20 5.2 47 16.6 2歳～2歳6ヶ月未満 1 0.9 2 8.0
2歳6ヶ月～3歳未満 7 1.8 8 2.8 2歳6ヶ月～3歳未満 0 0.0 0 0.0
3歳～3歳6ヶ月未満 9 2.3 64 22.6 3歳～3歳6ヶ月未満 2 1.8 0 0.0
3歳6ヶ月以上 0 0.0 5 1.8 3歳6ヶ月以上 0 0.0 0 0.0
不明・無回答 14 3.6 31 11.0 不明・無回答 29 26.1 9 36.0

【母親】
希望の取得期間

就学前児童
（n=384）

小学生児童
（n=283）

【父親】
希望の取得期間

就学前児童
（n=111）

小学生児童
（n=25）
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〔就学前児童用調査／問20-3、小学生児童用調査／問16-2〕 

（１）―３ 取得期間が異なる理由 

○ 取得期間が異なる理由について、就学前児童の母親では「希望する保育所に子どもを入れるため

（育児休業を短縮）」が 48.5％で最も多く、次いで「人事異動など職場の事情に合わせたため」が

40.3％、「経済的な理由による」が 32.7％となっています。父親では「人事異動など職場の事情に

合わせたため」が 61.7％で最も多く、次いで「経済的な理由による」が 31.9％、「家族の希望によ

る」が 4.3％となっています。 

○ 小学生児童の母親では「希望する保育所に子どもを入れるため（育児休業を短縮）」が 45.4％で最

も多く、次いで「人事異動など職場の事情に合わせたため」が 38.2％、「経済的な理由による」が

35.5％となっています。父親では「経済的な理由による」が 37.5％で最も多く、次いで「人事異動

など職場の事情に合わせたため」「希望する保育所に入れなかったため（育児休業を延長）」が

25.0％、「家族の希望による」「自分や子どもの体調が思わしくなかった」が 12.5％となっていま

す。 

【母親】 

 

【父親】 

 

  

48.5

10.7

32.7

40.3

0.5

5.6

7.1

5.1

45.4

7.9

35.5

38.2

0.7

3.3

8.6

7.2

0 20 40 60 80 100

希望する保育所に子どもを

入れるため（育児休業を短縮）

家族の希望による

経済的な理由による

人事異動など職場の

事情に合わせたため

自分や子どもの体調が

思わしくなかった

希望する保育所に入れなかった

ため（育児休業を延長）

その他

無回答

就学前児童（n=196）

小学生児童（n=152）

(MA%)

0.0

4.3

31.9

61.7

0.0

0.0

6.4

10.6

0.0

12.5

37.5

25.0

12.5

25.0

25.0

12.5

0 20 40 60 80 100

希望する保育所に子どもを

入れるため（育児休業を短縮）

家族の希望による

経済的な理由による

人事異動など職場の

事情に合わせたため

自分や子どもの体調が

思わしくなかった

希望する保育所に入れなかった

ため（育児休業を延長）

その他

無回答

就学前児童（n=47）

小学生児童（n=8）

(MA%)
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〔就学前児童用調査／問20-4、小学生児童用調査／問16-3〕 

（１）―４ 育児休業から職場復帰した時に、短時間勤務制度を利用したか 

○ 育児休業から職場復帰した時に、短時間勤務制度を利用したかについて、就学前児童の母親では

「利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった）」が 38.5％

で最も多く、次いで「利用した」が 38.3％、「利用したかったが、利用しなかった（利用できなか

った）」が 8.3％となっています。父親では「利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかっ

た、もともと短時間勤務だった）」が 65.8％で最も多く、次いで「利用したかったが、利用しなか

った（利用できなかった）」が 8.1％、「利用した」が 2.7％となっています。 

○ 小学生児童の母親では「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 31.4％で最

も多く、次いで「利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だっ

た）」が 30.4％、「利用した」が 21.2％となっています。父親では「利用する必要がなかった（フ

ルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった）」が 36.0％で最も多く、次いで「利用し

た」「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 12.0％、「育児休業中に離職し

た」が 4.0％となっています。 

【母親】 

 

【父親】 

 

  

38.5

38.3

8.3

4.7

10.2

30.4

21.2

31.4

6.0

11.0

0 20 40 60 80 100

利用する必要がなかった（フルタイムで

働きたかった、もともと短時間勤務だった）

利用した

利用したかったが、

利用しなかった（利用できなかった）

育児休業中に離職した

無回答

就学前児童（n=384）

小学生児童（n=283）

(%)

65.8

2.7

8.1

0.0

23.4

36.0

12.0

12.0

4.0

36.0

0 20 40 60 80 100

利用する必要がなかった（フルタイムで

働きたかった、もともと短時間勤務だった）

利用した

利用したかったが、

利用しなかった（利用できなかった）

育児休業中に離職した

無回答

就学前児童（n=111）

小学生児童（n=25）

(%)
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〔就学前児童用調査／問20-5、小学生児童用調査／問16-4〕 

（１）―５ 育児休業を取得していない理由 

○ 育児休業を取得していない理由について、就学前児童の母親では「子育てや家事に専念するため退

職した」が 25.0％で最も多く、次いで「職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなか

った）」が 17.6％、「収入減となり、経済的に苦しくなる」が 13.9％となっています。父親では

「仕事が忙しかった」が 42.1％で最も多く、次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があっ

た」が 35.0％、「収入減となり、経済的に苦しくなる」が 33.9％となっています。 

○ 小学生児童の母親では「子育てや家事に専念するため退職した」が 25.4％で最も多く、次いで「職

場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）」が 16.6％、「職場に育児休業を取り

にくい雰囲気があった」が 13.0％となっています。父親では「仕事が忙しかった」が 35.4％で最

も多く、次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が 27.7％、「配偶者が無職、祖父

母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった」が 24.8％となっています。 

              【母親】              【父親】  

11.1

13

10.2

9.3

3.7

13.9

11.1

0

4.6

25

17.6

12

1.9

2.8

16.7

23.1

13

11.2

7.1

7.7

1.8

11.8

12.4

0.6

10.7

25.4

16.6

8.3

2.4

0.6

13

17.2

0 20 40 60 80 100

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）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・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえる

など、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間・多胎妊娠14週間、

産後８週間）を取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

就学前児童（n=108）

小学生児童（n=169）

(MA%)

35.0

42.1

2.1

6.9

8.2

33.9

4.4

17.0

15.8

0.4

10.2

1.1

2.2

0.2

4.1

24.9

27.7

35.4

1.7

4.4

5.2

24

3.2

9

24.8

0.2

10.3

0.5

2.7

0

5.7

24

0 20 40 60 80 100

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）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・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえる

など、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間・多胎妊娠14週間、

産後８週間）を取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

就学前児童（n=814）

小学生児童（n=882）

(MA%)
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10．子育て施策全般について 

〔就学前児童用調査／問21、小学生児童用調査／問17〕 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響の有無 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響の有無について、就学前児童では「あった」が 65.3％、「なかっ

た」が 34.1％となっています。 

○ 小学生児童では「あった」が 71.6％、「なかった」が 27.7％となっています。 

 

 

〔就学前児童用調査／問21-1、小学生児童用調査／問17-1〕 

（１）―１ 新型コロナウイルス感染症の影響 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響について、就学前児童では「身体・精神的に影響があった」が

69.6％で最も多く、次いで「学校生活等に影響があった」が 51.2％、「経済状況が変わった」が

40.9％となっています。 

○ 小学生児童では「身体・精神的に影響があった」が 69.5％で最も多く、次いで「学校生活等に影響

があった」が 67.8％、「経済状況が変わった」が 40.1％となっています。 

 

  

65.3

34.1

0.6

71.6

27.7

0.7

0 20 40 60 80 100

あった

なかった

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

40.9

51.2

69.6

3.2

0.3

40.1

67.8

69.5

2.8

0.6

0 20 40 60 80 100

経済状況が変わった

学校生活等に影響があった

身体・精神的に影響があった

その他

無回答

就学前児童（n=648）

小学生児童（n=724）

(MA%)
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〔就学前児童用調査／問21-2、小学生児童用調査／問17-2〕 

（１）―２ 新型コロナウイルス感染症の経済状況への影響 

○ 新型コロナウイルス感染症の経済状況への影響について、就学前児童では「収入が減った」が

77.0％で最も多く、次いで「在宅ワークを含め、業務の形態が変化した」が 11.7％、「勤務時間が

減った」が 11.3％となっています。 

○ 小学生児童では「収入が減った」が 75.9％で最も多く、次いで「勤務時間が減った」が 19.7％、

「在宅ワークを含め、業務の形態が変化した」が 14.8％となっています。 

 

 

〔就学前児童用調査／問21-3、小学生児童用調査／問17-3〕 

（１）―３ 新型コロナウイルス感染症の教育・保育事業の利用への影響 

○ 新型コロナウイルス感染症の教育・保育事業の利用への影響について、「学校や放課後児童クラブ

が制限された（子どもや家族が感染したため）」が 67.5％で最も多く、次いで「学校や放課後児童

クラブが制限された（学校や放課後児童クラブ、教育・保育事業からの指示により）」が 61.4％、

「感染を防ぐため自主的に休んだ」が 36.4％となっています。 

○ 新型コロナウイルス感染症の教育・保育事業の利用への影響について、「教育・保育事業の利用が

制限された（利用施設からの指示により）」が 56.2％で最も多く、次いで「教育・保育事業の利用

が制限された（子どもや家族が感染したため）」が 54.6％、「感染を防ぐため自主的に休んだ」が

31.4％となっています。 

  

77.0

3.0

0.8

11.3

11.7

2.6

10.6

4.9

4.5

0.4

75.9

1.4

1.0

19.7

14.8

2.1

9.0

5.2

3.8

1.7

0 20 40 60 80 100

収入が減った

退職した（自分の希望でなく）

自主的に退職した

（子どもの看護などのため）

勤務時間が減った

在宅ワークを含め、

業務の形態が変化した

収入が増えた

勤務時間が増えた

就職・転職をした

その他

無回答

就学前児童（n=265）

小学生児童（n=290）

(MA%)

67.5

61.4

36.4

1.8

1.8

54.6

56.2

31.4

6.5

2.4

0 20 40 60 80 100

学校や放課後児童クラブが制限された

（子どもや家族が感染したため）

学校や放課後児童クラブが制限された

（学校や放課後児童クラブ、

教育・保育事業からの指示により）

感染を防ぐため自主的に休んだ

その他

無回答

就学前児童（n=332）

小学生児童（n=491）

(MA%)

就学前児童用調査では「教育・保育事業の利用が制限された（子どもや家族が感染した

ため）」、「教育・保育事業の利用が制限された（利用施設からの指示により）」 
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〔就学前児童用調査／問21-4、小学生児童用調査／問17-4〕 

（１）―４ 新型コロナウイルス感染症の影響による教育・保育事業の利用の制限につい

て感じたこと 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による教育・保育事業の利用の制限について感じたことについ

て、就学前児童では「在籍園等における自粛要請の対応は適切だった」が 79.3％で最も多く、次い

で「自粛要請はしないほうがよかった」が 7.8％、「もっと自粛要請すべきだった」が 3.1％となっ

ています。 

○ 小学生児童では「学校等における自粛要請の対応は適切だった」が 81.3％で最も多く、次いで「自

粛要請はしないほうがよかった」が 5.7％、「もっと自粛要請すべきだった」が 1.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

〔就学前児童用調査／問21-5、小学生児童用調査／問17-5〕 

（１）―５ 新型コロナウイルス感染症の子ども・同居家族への感染の有無 

○ 新型コロナウイルス感染症の子ども・同居家族への感染の有無について、就学前児童では「感染し

た」が 85.6％、「感染していない」が 14.0％となっています。 

○ 小学生児童では「感染した」が 89.1％、「感染していない」が 10.7％となっています。 

 

  

79.3

7.8

3.1

2.7

7.1

81.3

5.7

1.6

6.5

4.9

0 20 40 60 80 100

学校等における自粛要請の

対応は適切だった

自粛要請はしないほうがよかった

もっと自粛要請すべきだった

その他

無回答

就学前児童（n=294）

小学生児童（n=385）

(%)

85.6

14.0

0.4

89.1

10.7

0.2

0 20 40 60 80 100

感染した

感染していない

無回答

就学前児童（n=451）

小学生児童（n=503）

(%)

就学前児童用調査では「在籍園等における自粛要請の対応は適切だった」 
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〔就学前児童用調査／問21-6、小学生児童用調査／問17-6〕 

（１）―６ 新型コロナウイルス感染症に感染しなかった人の精神的な影響 

○ 新型コロナウイルス感染症に感染しなかった人の精神的な影響について、就学前児童では「公共の

場で（外出時など）感染に対する不安が大きくなった」が 68.3％で最も多く、次いで「保育園等で

の日常生活の中で、感染に対する不安が大きくなった」が 49.2％、「家族と関わる時間が増えて負

担に感じる」が 20.6％となっています。 

○ 小学生児童では「公共の場で（外出時など）感染に対する不安が大きくなった」が 66.7％で最も多

く、次いで「学校等での日常生活の中で、感染に対する不安が大きくなった」が 55.6％、「家族と

関わる時間が増えて楽しい」が 20.4％となっています。 

  

 

 

 

〔就学前児童用調査／問22、小学生児童用調査／問18〕 

（２）市内のこども食堂の認知度 

○ 市内のこども食堂の認知度について、就学前児童では「知っている」が 76.6％、「知らない」が

22.8％となっています。 

○ 小学生児童では「知っている」が 84.8％、「知らない」が 14.4％となっています。 

 

  

49.2

68.3

3.2

20.6

7.9

11.1

3.2

55.6

66.7

20.4

11.1

9.3

16.7

1.9

0 20 40 60 80 100

学校等での日常生活の中で、

感染に対する不安が大きくなった

公共の場で（外出時など）

感染に対する不安が大きくなった

家族と関わる時間が増えて楽しい

家族と関わる時間が

増えて負担に感じる

特になし

その他

無回答

就学前児童（n=63）

小学生児童（n=54）

(MA%)

76.6

22.8

0.6

84.8

14.4

0.8

0 20 40 60 80 100

知っている

知らない

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

就学前児童用調査では「保育園等での日常生活の中で、

感染に対する不安が大きくなった」 



59 

 

〔就学前児童用調査／問22-1、小学生児童用調査／問18-1〕 

（２）―１ 市内のこども食堂の利用の有無 

○ 市内のこども食堂の利用の有無について、就学前児童では「ある」が 7.5％、「ない」が 92.2％と

なっています。 

○ 小学生児童では「ある」が 16.1％、「ない」が 83.4％となっています。 

 

 

 

 

〔就学前児童用調査／問22-2、小学生児童用調査／問18-2〕 

（２）―２ 市内のこども食堂の今後の利用意向 

○ 市内のこども食堂の今後の利用意向について、就学前児童では「ときどき行きたい」が 45.6％で最

も多く、次いで「たびたび行きたい」が 42.1％、「行きたくない」が 12.3％となっています。 

○ 小学生児童では「ときどき行きたい」が 55.8％で最も多く、次いで「たびたび行きたい」が

24.6％、「行きたくない」が 17.4％となっています。 

 

  

7.5

92.2

0.3

16.1

83.4

0.5

0 20 40 60 80 100

ある

ない

無回答

就学前児童（n=761）

小学生児童（n=857）

(%)

42.1

45.6

12.3

0.0

24.6

55.8

17.4

2.2

0 20 40 60 80 100

たびたび行きたい

ときどき行きたい

行きたくない

無回答

就学前児童（n=57）

小学生児童（n=138）

(%)



60 

 

〔就学前児童用調査／問22-3、小学生児童用調査／問18-3〕 

（２）―３ 市内のこども食堂を利用したことがない理由 

○ 市内のこども食堂を利用したことがない理由について、就学前児童では「必要がない」が 56.4％で

最も多く、次いで「時間が合わない」が 27.4％、「近くにない」が 19.7％となっています。 

○ 小学生児童では「必要がない」が 58.5％で最も多く、次いで「時間が合わない」が 24.2％、「近く

にない」が 17.5％となっています。 

 

 

 

〔就学前児童用調査／問22-4、小学生児童用調査／問18-4〕 

（２）―４ こども食堂が近くにあった場合の利用意向 

○ こども食堂が近くにあった場合の利用意向について、就学前児童では「行きたい」が 69.6％、「行

きたくない」が 14.5％となっています。 

○ 小学生児童では「行きたい」が 65.6％、「行きたくない」が 16.8％となっています。 

 

  

19.7

56.4

27.4

13.4

3.1

17.5

58.5

24.2

14.1

1.1

0 20 40 60 80 100

近くにない

必要がない

時間が合わない

その他

無回答

就学前児童（n=702）

小学生児童（n=715）

(MA%)

69.6

14.5

13.0

2.9

65.6

16.8

14.4

3.2

0 20 40 60 80 100

行きたい

行きたくない

その他

無回答

就学前児童（n=138）

小学生児童（n=125）

(%)
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〔就学前児童用調査／問23、小学生児童用調査／問19〕 

（３）世帯の現在の経済的な暮らし向き 

○ 世帯の現在の経済的な暮らし向きについて、就学前児童では「普通」が 50.6％で最も多く、次いで

「やや苦しい」が 29.8％、「大変苦しい」が 10.9％となっています。 

○ 小学生児童では「普通」が 49.7％で最も多く、次いで「やや苦しい」が 29.3％、「大変苦しい」が

11.9％となっています。 

 

 

 

〔就学前児童用調査／問24、小学生児童用調査／問20〕 

（４）この１年間に経済的な理由で、家族が必要とする食料や衣服が変えなかったことが

あったか 

○ この１年間に経済的な理由で、家族が必要とする食料や衣服が変えなかったことがあったかについ

て、就学前児童では「なかった」が 79.7％で最も多く、次いで「年に１～３回はあった」が

11.6％、「月に１～３回はあった」が 4.4％となっています。 

○ 小学生児童では「なかった」が 79.1％で最も多く、次いで「年に１～３回はあった」が 10.3％、

「月に１～３回はあった」が 6.0％となっています。 

 

  

10.9

29.8

50.6

5.7

1.3

1.7

11.9

29.3

49.7

6.1

1.4

1.7

0 20 40 60 80 100

大変苦しい

やや苦しい

普通

ややゆとりがある

大変ゆとりがある

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)

1.9

4.4

11.6

79.7

2.4

2.4

6.0

10.3

79.1

2.2

0 20 40 60 80 100

毎週あった

月に１～３回はあった

年に１～３回はあった

なかった

無回答

就学前児童（n=993）

小学生児童（n=1,011）

(%)
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〔就学前児童用調査／問25、小学生児童用調査／問23〕 

（５）子育てで感じること 

○ 該当する程度が高い「３」と「４」を足して比較すると、就学前児童、就学児童ともに「子育ての

体力的な負担」「子育ての精神的な負担」「経済的な負担」を「子どもと過ごす楽しさ」「子育て環

境の満足」が上回っています。一方で、就学児童の「子育ての精神的な負担」を除いた各負担でそ

れぞれ「３」と「４」の合計が 50％を超えています。 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 無
回
答

[ 凡例 ]

①子どもと過ごす楽しさ 1.0 4.8 31.1 61.5 1.5 

②子育て環境への満足 5.7 21.2 42.9 28.6 1.5 

③子育ての体力的な負担 11.5 22.5 40.3 24.6 1.2 

④子育ての精神的な負担 16.5 27.4 36.9 18.0 1.2 

⑤経済的な負担 13.5 23.9 33.8 27.4 1.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

就学前児童(n=993)

1 2 3 4 無
回
答

[ 凡例 ]

①子どもと過ごす楽しさ 1.2 3.8 24.4 68.8 1.8 

②子育て環境への満足 6.0 20.6 47.8 23.7 1.9 

③子育ての体力的な負担 18.1 28.3 35.9 16.1 1.6 

④子育ての精神的な負担 22.6 29.7 30.7 15.4 1.7 

⑤経済的な負担 11.2 24.1 34.5 28.5 1.7 

小学生児童(n=1,011)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

※評価基準は、数値が高いほど、 

「楽しさ」「満足」「負担」が高くなる 
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〔就学前児童用調査／問26〕 

（６）就学（小学校入学）について不安に思うこと 

○ 就学（小学校入学）について不安に思うことでは、「登下校の安全・安心」が 70.5％で最も多く、

次いで「学級集団（いじめ）」が 54.9％、「学習理解」が 52.4％となっています。 

 

  

70.5

52.4

49.7

24.2

54.9

14.8

13.8

48.5

29.5

31.5

33.8

8.4

4.0

2.2

3.7

0 20 40 60 80 100

登下校の安全・安心

学習理解

集団生活

発達のこと

学級集団（いじめ）

生活習慣

食事と栄養のこと

就労と放課後の子どもの過ごし方の調整

安心できる居場所の確保

子どもとの接し方、子どもとの時間

教育費等の出費

子どもに関する相談先

特になし

その他

無回答

就学前児童

(n=594)

(MA%)
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〔小学生児童用調査／問21〕 

（７）塾や習い事など利用の有無 

【全体】 

○ 塾や習い事など利用の有無について、「利用している」が 76.1％、「利用していない」が 23.2％と

なっています。 

 

 

〔小学生児童用調査／問21-1〕 

（８）塾や習い事などを利用していない理由 

【全体】 

○ 塾や習い事などを利用していない理由について、「行かせたいが経済的に負担が大きい」が 42.6％

で最も多く、次いで「子どもが行きたがらない」が 42.1％、「行かせたいが送迎の都合がつかな

い」が 25.5％となっています。 
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〔小学生児童用調査／問22〕 

（９）お子さんにかかる費用のうち、経済的に負担が大きいと感じるもの 

【全体】 

○ お子さんにかかる費用のうち、経済的に負担が大きいと感じるものについて、「学習塾や習い事に

かかる費用」が 57.4％で最も多く、次いで「制服・体操服等の購入費」が 44.1％、「給食費等の学

校の諸経費」が 28.1％となっています。 
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〔就学前児童用調査／問27、小学生児童用調査／問24〕 

（10）本市で実施しているさまざまな支援制度の認知度 

○ 本市で実施しているさまざまな支援制度の認知度について、就学前児童では「児童手当」が 86.9％

で最も多く、次いで「乳幼児・子ども医療費助成療」が 80.4％、「児童扶養手当」が 53.4％となっ

ています。 

○ 小学生児童では「児童手当」が 89.8％で最も多く、次いで「乳幼児・子ども医療費助成療」が

82.9％、「児童扶養手当」が 58.1％となっています。 

 

 
35.1

28.9

80.4

86.9

26.6

53.4

25.9

45.2

8.9

19.4

7.6

4.2

1.1

9.3

0 20 40 60 80 100

教育・保育給付費

就学援助費

乳幼児・子ども医療費助成療

児童手当

在宅育児支援事業給付費

児童扶養手当

特別児童扶養手当

ひとり親家庭医療費助成

母子及び父子並びに寡婦福祉資金

紀州３人っ子施策

自立支援教育訓練給付

高等職業訓練促進給付

知っているものはない

無回答

就学前児童

(n=993)

(MA%)
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