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調査の概要 

１ 調査目的  

本調査は、「第二期松原市子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり、市内

にお住いの就学前のお子さんがおられるご家庭、小学生のお子さんがおられるご

家庭、妊娠中の方にアンケート調査を実施し、市民のみなさんが必要とされてい

る子ども・子育て支援などに関する施策の必要量や、施策に対する意向を把握し、

今後の本市における子ども・子育て支援施策の推進のための基礎資料として活用

することを目的としています。  

 

２ 実施要領  

①就学前児童調査 

■調 査 対 象：市内在住就学前のお子さんがおられるご家庭 1,800 件  

（無作為抽出）  

■調 査 期 間：平成 31 年 1 月 11 日～1 月 31 日  

■調 査 方 法：調査票による本人記入方式（郵送による配布・回収）  

■有効回収数：859 件（回収率 47.7%）※前回調査 871 件（回収率 48.4%）  

 

②就学児童調査 

■調 査 対 象：市内在住小学生のお子さんがおられるご家庭 1,000 件  

（無作為抽出）  

■調 査 期 間：平成 31 年 1 月 11 日～1 月 31 日  

■調 査 方 法：調査票による自己記入方式（郵送による配布・回収）  

■有効回収数：401 件（回収率 40.1%）※前回調査 502 件（回収率 50.2%）  

 

③妊娠中の方への調査  

■調 査 対 象：市内在住妊娠中の方 200 件  

■調 査 期 間：平成 31 年 1 月 11 日～1 月 31 日  

■調 査 方 法：調査票による自己記入方式  

（母子健康手帳交付時等での手渡しによる配布・郵送回収）  

■有効回収数：29 件（回収率 14.5%）※前回調査 144 件（回収率 72.0%）  
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調査結果の概要 

１ 回答者および家族の属性  

 

①就学前児童調査 

■回答者は、「母親」が 92.9%、「父親」が 6.8%。  

■子どもの年齢（平成 31 年 1 月時点）は、「０歳」が 15.0%、「１歳」が 14.7%、

「２歳」が 14.3%、「３歳」が 14.1%、「４歳」が 15.7%、「５歳」が 15.3%、

「６歳」が 9.4%。  

■子どもの人数は、「１人」が 28.3%、「２人」が 52.0%、「３人」が 15.9%。  

■家族構成は、「父と母と一緒に住んでいる」が 89.6%、「母子家庭」が 5.8%、「父

子家庭」が 0.0%。  

 

②就学児童調査 

■回答者は、「母親」が 90.3%、「父親」が 9.2%。  

■子どもの年齢（平成 31 年 1 月時点）は、「６歳」が 2.7%、「７歳」が 14.7%、

「８歳」が 15.7%、「９歳」が 19.7%、「10 歳」が 16.0%、「11 歳」が 18.0%、

「12 歳」が 12.0%。  

■子どもの人数は、「１人」が 15.5%、「２人」が 53.1%、「３人」が 24.4%。  

■家族は、「父と母と一緒に住んでいる」が 82.5%、「母子家庭」が 14.7%、「父

子家庭」が 0.7%。  

 

③妊娠中の方への調査 

■年齢は、「20 歳代」が 31.0%、「30 歳代」が 69.0%。  

■同居人は、「配偶者（事実婚を含む）」が 96.6%、「子ども」が 69.0%。  

■出産予定地は、「松原市」が 62.1%、「松原市以外の大阪府内」が 24.1%、「大

阪府外」が 10.3%。  

■出産経験は、「今までに出産したことがある」が 69.0%、「初めての出産」が 31.0%。 
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今は休んでいる（産休・育休・介護休業中）
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これまで働いたことがない
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(%)

 

２ 保護者の就労状況（就学前児童）  

〔１〕母親の就労状況【就学前児童 問 12～14】 

◎母親の就労率は 6 割。うち、フルタイム就労は 3 割で、前回より増加。  

◎フルタイムは「0 歳」「5 歳」、パート・アルバイトは「6 歳」で多い。  

・母親の就労状況は、「フルタイムで働いている」の合計（休業中含む）が 33.0%、

「パート・アルバイトなどで働いている」の合計が 28.7%、未就労者の合計が 37.1%

となっています。  

・就労している母親の合計（産休・育休・介護休業中を含む）は 61.7%と、前回調

査時（48.4%）に比べて 13.3 ポイント増加しています。  

・年齢別にみると、就労している母親の合計は、年齢が上がるにつれて増え、「 5 歳」

（68.6%）、「4 歳」（68.2%）で多くなっています。  

【母親の就労状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別  母親の就労状況】  
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フルタイムへの転換希望はあるが、
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働き続けることを希望

パート・アルバイトなどをやめて

子育てや家事に専念したい

無回答

今回調査（H31年）
(N=247)

前回調査（H25年）
(N=227)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

17.0 

20.1 

48.1 

52.9 

25.8 

22.2 

9.1 

4.8 

子育てや家事などに専念したい

（働く予定はない）
１年より先、一番下の子どもが、

（ ）歳になったころに働きたい

すぐにでも、

もしくは１年以内に働きたい

無回答

今回調査（H31年）
(N=318)

前回調査（H25年）
(N=433)

(%)
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◎「フルタイムへの転換希望がある」母親は合計 34.0%。  

・「パート・アルバイトなどで就労している」母親の、フルタイムへの転換希望は、

「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」が 11.3%、「フルタ

イムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が 22.7%で、「フルタイム

への転換希望がある」人は合計 34.0%となっています。  

【母親のフルタイムへの転換希望】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎未就労の母親のうち、就労希望のある人は合計 73.9%。  

・「以前は働いていたが、今は働いていない」「これまで働いたことがない」母親の

就労の希望は、「１年より先、子どもが（  ）歳になったころに働きたい」が 48.1%、

「すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい」が 25.8%で、就労希望者は合計 73.9%

となっています。  

【働いていない母親の就労希望】  
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３ 幼稚園や保育所などの施設やサービスの利用（就学前児童）  

〔１〕幼稚園や保育所などの施設やサービスの平日の定期的な利用【就学前児童問 18】 

◎平日の定期的な利用者は約 8 割。  

・平日に、幼稚園や保育所などの施設やサービスを定期的に「利用している」人は

77.8%で、前回調査に比べて、15.6 ポイント増加しています。  

・年齢別にみると、「利用している」は「0 歳」で 34.1%、「1 歳」では 66.7%と、年

齢があがるごとに増えていき、４歳以上では９割を超えています。  

【平日の定期的な利用の有無】  

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別  平日の定期的な利用の有無】  
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(MA%)

〔２〕平日に定期的に利用している施設やサービスの利用状況【就学前児童問 18】 

◎「認可保育所」が 42.5%、「幼稚園」が 20.4%。  

・平日に定期的に利用している施設やサービスは、「認可保育所」が 42.5%と最も多

く、次いで、「幼稚園」が 20.4% 、「子育て支援センターなど子育ての仲間が集ま

る場」が 19.9%となっています。  

・前回調査に比べて、「認可保育所」が 4.1 ポイント、「認定こども園」が 3.6 ポイ

ント増加し、「幼稚園」が 9.7 ポイント減少しています。  

【平日に定期的に利用している施設やサービス】  
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〔３〕平日に定期的に利用したい施設やサービスの利用意向【就学前児童 問 20】 

◎「認可保育所」が 48.7%、「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」が 39.1%。  

・平日に定期的に利用したい施設やサービスは、「認可保育所」が 48.7%と最も多く、

次いで、「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」が 39.1%となっています。  

・前回調査に比べて、「認定こども園」が 11.5 ポイント、「認可保育所」が 6.8 ポ

イント増加し、「幼稚園」が 23.1 ポイント減少しています。  

【平日に定期的に利用したい施設やサービス】  
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市役所が認証・認定した保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育
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その他
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無回答

(MA%)
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(N=177)

前回調査（H25年）
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72.1 25.3 2.6 

はい いいえ 無回答

今回調査（H31年）
(N=312)

(%)
0 20 40 60 80 100

〔４〕土曜日、日曜日・祝日、長期休暇中の利用希望【就学前児童 問 22-1、22-2】 

◎利用希望者は土曜日が４割、日曜日・祝日が約 2 割、長期休暇中が６割。 

・幼稚園や保育所などの施設やサービスの、土曜日の利用については、「ほぼ毎週

利用したい」が 14.3%、「月に１～２回は利用したい」が 24.0%で、利用希望者は

合計 38.3%となっています。  

・日曜日・祝日の利用については、「ほぼ毎週利用したい」が 1.9%、「月に１～２回

は利用したい」が 15.6%で、利用希望者は合計 17.5%となっています。  

・長期休暇中の幼稚園や保育所などの利用希望は、「休みの期間中、ほぼ毎日使い

たい」が 15.8%、「休みの期間中、週に数日利用したい」が 44.6%で、利用希望者

は合計 60.4%となっています。  

【土曜日の利用希望】  

 

 

 

 

 

【日曜日・祝日の利用希望】  

 

 

 

 

 

 

【長期休暇中の利用希望】  

 

 

 

 

 

 

〔５〕幼稚園の利用希望【就学前児童 問 20-1】 

◎幼稚園の利用を強く希望する人は 72.1%。  

・平日に利用したい施設やサービスで「幼稚園」または「幼稚園＋幼稚園の預かり

保育」を選択し、かつ、幼稚園以外の施設やサービスにも○をつけた方で、特に

幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を強く希望

する人は、72.1%となっています。  

【幼稚園の利用希望】  

 

 

新規設問  
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内容は知らない
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72.2 

3.7 

6.8 

1.4 

15.9 

利用したい施設やサービスは変わらない

異なる施設やサービスを利用したい

利用希望はなかったが、無償化が実施されれば施設やサービスを利用したい 無償化が実施されても、施設や

サービスの利用は希望しない

無回答

今回調査（H31年）
(N=859)

(%)
0 20 40 60 80 100

４ 幼児教育・保育の無償化について（就学前児童）  

〔１〕幼児教育・保育の無償化の認知【就学前児童 問 21-1】 

◎「無償化の内容を知っている」は 2 割。  

・幼児教育・保育の無償化について、「無償化の内容を知っている」人は 21.9%、「無

償化になることは知っているが内容は知らない」人は 56.2%、「無償化になること

を知らない」が 7.5%となっています。  

【幼児教育・保育の無償化の認知】  

 

 

 

 

 

〔２〕無償化による利用希望の変化【就学前児童 問 21-２】 

◎無償化されても「利用したい施設やサービスは変わらない」が 7 割。  

・無償化の実施により利用したい施設やサービスが変わるかについては、「利用し

たい施設やサービスは変わらない」が 72.2%となっています。  

【無償化による利用希望の変化】  

 

 

 

 

 

 

〔３〕無償化された場合に利用したい施設やサービス【就学前児童 問 21-３】 

◎「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」が６割、  

「認可保育所」が 5 割。  

・無償化が実施されれば、「異

なる施設やサービスを利用

したい」「利用希望はなかっ

たが、施設やサービスを利用

したい」とお答えの方が、無

償化実施後に平日に定期的

に利用したいと思う施設や

サービスは、「幼稚園＋幼稚

園の預かり保育」が 58.9%と

最も多く、次いで、「認可保

育所」が 51.1%、「認定こども

園」が 46.7%となっています。 

 

11.1 

58.9 

51.1 

46.7 

16.7 

11.1 

14.4 

11.1 

7.8 

0.0 

11.1 

6.7 

1.1 

0 20 40 60 80

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

企業主導型保育事業

市役所が認証・認定した保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

無回答

(MA%)

今回調査（H31年）

(N=90)

【無償化された場合に  
利用したい施設やサービス】  

新規設問  

新規設問  

新規設問  
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71.6 

67.7 

23.7 

26.9 

4.8 

5.4 

あった なかった 無回答

今回調査（H31年）
(N=668)

前回調査（H25年）
(N=542)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

５ 病気やけがの際の対応（就学前児童・就学児童）  

〔１〕病気やけがで幼稚園・保育所、学校などを欠席した経験とその対処方法 

（１）就学前児童【就学前児童 問 19、19-1】 

◎「経験あり」が 7 割。  

・平日に、定期的に幼稚園や保育所などを「利用している」方で、この１年間に、子

どもの病気やけがで利用できなかったことが「あった」人は 71.6%となっています。  

【この１年間に幼稚園・保育所などを欠席したこと】  

 

 

 

 

 

 

 

◎「母親が仕事を休んだ」が 6 割強。  

・この１年間に、子どもの病気やけがで幼稚園・保育所などを利用できなかったと

きの対処の方法は、「母親が仕事を休んだ」が 64.9%と最も多く、次いで、「ご自

身や配偶者の親、親せき、友人・知人にみてもらった（同居している場合も含む）」

が 34.3%、「働いていない父親か母親が子どもをみた」が 25.5%となっています。 

・前回調査に比べて、「母親が仕事を休んだ」は 6.3 ポイント増加し、「ご自身や配

偶者の親、親せき、友人・知人にみてもらった（同居している場合も含む）」は

8.8 ポイント減少しています。  

【病気やけがの際の対処方法】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 

64.9 

34.3 

25.5 

2.1 

0.2 

0.0 

1.5 

0.4 

13.6 

58.6 

43.1 

23.7 

0.5 

0.3 

0.3 

3.3 

0.8 

0 20 40 60 80

今回調査（H31年）

(N=478)

前回調査（H25年）

(N=367)

父親が仕事を休んだ

母親が仕事を休んだ

ご自身や配偶者の親、親せき、友人・知人に
みてもらった（同居している場合も含む）

働いていない父親か母親が子どもをみた

病院に併設されている病気の子どものための
保育施設を利用した

ベビーシッターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

(MA%)
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7.9 

50.4 

37.5 

21.8 

0.4 

11.8 

2.9 

0.4 

7.8 

43.8 

37.5 

28.2 

0.3 

7.8 

1.2 

1.5 

0 20 40 60

今回調査（H31年）

(N=280)

前回調査（H25年）

(N=333)

父親が仕事を休んだ

母親が仕事を休んだ

ご自身や配偶者の親、親せき、友人・知人に
みてもらった（同居している場合も含む）

働いていない父親か母親が子どもをみた

家事育児代行サービス（ベビーシッター）を
利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

(MA%)

69.8 

66.3 

29.2 

32.9 

1.0 

0.8 

あった なかった 無回答

今回調査（H31年）
(N=401)

前回調査（H25年）
(N=502)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

（２）就学児童【就学児童 問 19、19-1】 

◎「経験あり」が 7 割。  

・この１年間に、子どもの病気やけがで小学校を休まなければならなかったことが

「あった」人は 69.8%となっています。  

【病気やけがで小学校を欠席したこと】  

 

 

 

 

 

 

◎「母親が仕事を休んだ」が 5 割。  

・この１年間に、病気やけがで小学校を休まなければならなかったときの対処の方

法は、「母親が仕事を休んだ」が 50.4%と最も多く、次いで、「ご自身や配偶者の

親、親せき、友人・知人にみてもらった（同居している場合も含む）」が 37.5%、

「働いていない父親か母親が子どもをみた」が 21.8%となっています。  

・前回調査に比べて、「母親が仕事を休んだ」は 6.6 ポイント増加し、「働いていな

い父親か母親が子どもをみた」は 6.4 ポイント減少しています。  

【病気やけがの際の対処方法】  
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33.8 

43.7 

65.9 

55.4 

0.3 

0.9 

できれば病気の子どものための保育施設などを利用したい

利用したいと思わない 無回答

今回調査（H31年）
(N=320)

前回調査（H25年）
(N=222)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

〔２〕病気の子どものための保育施設の利用希望  

（１）就学前児童【就学前児童 問 19-2】 

◎「利用したい」は 3 割。  

・子どもの病気やけがの際に「父親または母親が休んだ」方で、「できれば病気の

子どものための保育施設などを利用したい」は 33.8%で、前回調査に比べて 9.9

ポイント減少しています。   

【病気の子どものための保育施設の利用希望】  

 

 

 

 

 

 

 

（２）就学児童【就学児童 問 19-2】 

◎「利用したい」は 2 割弱。  

・子どもの病気やけがの際に「父親または母親が休んだ」方で、「できれば病気の

子どものための保育施設などを利用したい」は 16.4%、「利用したいと思わない」

は 82.2%となっています。 

【病気の子どものための保育施設の利用希望】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4 

17.6 

82.2 

79.7 

1.4 

2.6 

できれば病気の子どものための保育施設などを利用したい

利用したいと思わない 無回答

今回調査（H31年）
(N=146)

前回調査（H25年）
(N=153)

(%)
0 20 40 60 80 100
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8.4 

10.4 

1.2 

0.1 

0.2 

0.5 

78.1 

2.8 

10.4 

13.0 

0.7 

0.0 

0.3 

0.5 

73.5 

4.1 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=859)

前回調査（H25年）

(N=871)

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・
センター

夜間看護事業：
トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

(MA%)

47.4 

0.5 

0.0 

0.5 

1.5 

46.4 

4.7 

44.6 

0.2 

0.2 

0.4 

1.0 

50.8 

3.4 

0 20 40 60

今回調査（H31年）

(N=401)

前回調査（H25年）

(N=502)

ご自身や配偶者の親、親せき、友人・知人に
みてもらった（同居している場合も含む）

ファミリー・サポート・センターを利用した

夜間養護事業：トワイライトステイ

家事育児代行サービス（ベビーシッター）を
利用した

その他

預けるようなことはなかった

無回答

(MA%)

 

６ 不定期な一時預かりの利用（就学前児童・就学児童）  

〔１〕不定期な一時預かりの利用  

（１）就学前児童【就学前児童 問 32】 

◎「一時預かり」「幼稚園の預かり保育」で 1 割程度。  

・親の通院、不定期な仕事などを理由として、「不定期に」利用したサービスは、  

「一時預かり」「幼稚園の預かり保育」で 1 割程度みられますが、「利用していな

い」が 78.1%となっています。  

【不定期に利用した預かりサービス】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）就学児童【就学児童 問 20-1】 

◎「親、親せき、友人・知人にみてもらった」が 5 割。  

・親の通院、不定期な仕事などを理由として子どもを一時的に預けた経験としては、

「ご自身や配偶者の親、親せき、友人・知人にみてもらった」が 47.4%で最も多

くなっていますが、「預けるようなことはなかった」も 46.4%みられます。  

【子どもを一時的に預けたこと】  
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72.5 

53.8 

33.3 

6.2 

4.8 

69.8 

55.4 

27.0 

4.0 

6.4 

0 20 40 60 80

今回調査（H31年）

(N=357)

前回調査（H25年）

(N=404)

買物、子どもたちやご自身の習い事、
リフレッシュ

冠婚葬祭、学校行事、子どもたちや親の
通院など

不定期な仕事

その他

無回答

(MA%)

41.6 

46.4 

50.3 

44.1 

8.1 

9.5 

利用したい 利用する必要はない 無回答

今回調査（H31年）
(N=859)

前回調査（H25年）
(N=871)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

〔２〕一時預かりの利用意向・利用目的【就学前児童 問 33】 

◎利用意向は 4 割。  

・保育所などで実施されている「一時預かり」を「利用したい」は 41.6%、「利用す

る必要はない」は 50.3%となっています。  

【不定期な一時預かりの利用意向】  

 

 

 

 

 

 

◎利用目的は「買物、習い事、リフレッシュ」が 72.5%。  

・「一時預かり」を「利用したい」方の利用目的は、「買物、子どもたちやご自身の

習い事、リフレッシュ」が 72.5%と最も多く、次いで、「冠婚葬祭、学校行事、子

どもたちや親の通院など」が 53.8%、「不定期な仕事」が 33.3%となっています。 

【利用希望者の利用目的】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔３〕一時預かりに望ましいサービス【就学前児童 問 33-1】 

◎「幼稚園・保育所などの施設で子どもをみてくれるサービス」が９割。  

・「一時預かり」を「利用したい」方に、「一時預かり」として子どもを預けるのに望

ましいと思われる子育て支援サービスをたずねたところ、「幼稚園・保育所などの

施設で子どもをみてくれるサービス」が 94.1%と最も多く、次いで、「子育て支援セ

ンターなどの施設で子どもをみてくれるサービス」が 40.3%となっています。  

【「一時預かり」に望ましいサービス】  

 

 

 

 

 

 

 

94.1 

40.3 

7.8 

8.1 

0.8 

1.4 

95.5 

36.9 

8.2 

5.0 

0.5 

2.7 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=357)

前回調査（H25年）

(N=404)

幼稚園・保育所などの施設で子どもを
みてくれるサービス

子育て支援センターなどの施設で子どもを
みてくれるサービス

ファミリー・サポート・センターに登録している近所の
人などがその自宅などで子どもをみてくれるサービス

民間事業者などが自宅を訪問し、子どもを
みてくれるサービス

その他

無回答

(MA%)
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88.1 

0.0 

0.7 

13.2 

0.7 

2.6 

0.0 

84.6 

0.0 

0.7 

15.4 

0.0 

1.5 

0.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=151)

前回調査（H25年）

(N=136)

ご自身や配偶者の親、親せき、友人・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

ショートステイ以外の保育サービス（認可外
保育施設、ベビーシッターなど）を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

(MA%)

17.6 

15.6 

79.0 

79.8 

3.4 

4.6 

あった なかった 無回答

今回調査（H31年）
(N=859)

前回調査（H25年）
(N=871)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

〔４〕子どもを泊まりがけで預けた経験  

（１）就学前児童【就学前児童 問 34】 

◎「経験あり」は 2 割弱。  

・この１年間に、保護者の用事により、子どもを泊まりがけで家族以外にみてもら

うことが「あった」は 17.6%となっています。  

【子どもを泊まりがけで預けた経験】  

 

 

 

 

 

 

 

◎「親、親せき、友人・知人にみてもらった」が約 9 割。  

・子どもを泊まりがけで家族以外にみてもらった際の、この１年間の対処の方法は、

「ご自身や配偶者の親、親せき、友人・知人にみてもらった」が 88.1%と最も多

く、次いで、「仕方なく子どもを同行させた」が 13.2%となっています。  

【１年間の対処の方法】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 16 - 

 

84.9 

1.9 

3.8 

7.5 

1.9 

3.8 

1.9 

83.8 

0.0 

1.3 

15.0 

1.3 

1.3 

0.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=53)

前回調査（H25年）

(N=80)

ご自身や配偶者の親、親せき、友人・知人にみて
もらった（同居している場合も含む）

短期入所生活援助事業（ショートステイ）を
利用した

ショートステイ以外の保育サービス
（家事代行サービスなど）を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

(MA%)

13.2 

15.9 

83.0 

82.9 

3.7 

1.2 

あった なかった 無回答

今回調査（H31年）
(N=401)

前回調査（H25年）
(N=502)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

（２）就学児童【就学児童 問 20-2】 

◎「経験あり」は１割強。  

・この１年間に、保護者の用事により、子どもを泊まりがけで家族以外にみてもら

うことが「あった」は 13.2%となっています。  

【子どもを泊まりがけで家族以外にみてもらった経験の有無】  

 

 

 

 

 

 

 

◎「親、親せき、友人・知人にみてもらった」が 8 割強。  

・子どもを泊まりがけで家族以外にみてもらった際の、この１年間の対処の方法は、

「ご自身や配偶者の親、親せき、友人・知人にみてもらった（同居している場合

も含む）」が 84.9%と最も多くなっています。  

【１年間の対処の方法】  
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７ 放課後の過ごし方（就学前児童・就学児童）  

〔１〕放課後を過ごさせたい場所  

（１）就学前児童【就学前児童 問 28、29】 

◎低学年、高学年ともに「自宅」が最も多く、次いで、「習い事」。  

◎「留守家庭児童会室（学童保育）」は、低学年で 35.3%、高学年で 19.8%。  

・５歳以上の子どもの保護者が、小学校低学年（１～３年生）のうち、放課後を過

ごさせたい場所は、「自宅」が 55.2%と最も多く、次いで、「習い事（ピアノ教室、

スポーツクラブ、学習塾など）」が 48.3%、「留守家庭児童会室（学童保育）」が

35.3%となっています。 

・小学校高学年（4～6 年生）になったら放課後を過ごさせたい場所は、「自宅」が

64.7%と最も多く、次いで、「習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）」

が 60.3%となっています。  

【低学年（１～３年生）のうち、放課後を過ごさせたい場所】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高学年（ 4～ 6 年生）になったら放課後を過ごさせたい場所】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2 

16.4 

35.3 

4.3 

3.4 

48.3 

0.0 

3.4 

19.8 

9.5 

51.9 

20.6 

35.0 

13.1 

4.4 

43.1 

0.0 

4.4 

14.4 

15.0 

0 20 40 60 80

今回調査（H31年）

(N=116)

前回調査（H25年）

(N=160)

自宅

ご自身や配偶者の親・親せきの家、
友人・知人の家

留守家庭児童会室（学童保育）

放課後子ども教室

青少年会館・松原市民道夢館

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、
学習塾など）

ファミリー・サポート・センター

公民館、図書館

その他（公園など）

無回答

(MA%)

64.7 

18.1 

19.8 

4.3 

3.4 

60.3 

0.0 

7.8 

26.7 

12.9 

65.0 

25.6 

20.0 

12.5 

3.1 

53.1 

0.0 

6.3 

15.6 

15.6 

0 20 40 60 80

今回調査（H31年）

(N=116)

前回調査（H25年）

(N=160)

自宅

ご自身や配偶者の親・親せきの家、
友人・知人の家

留守家庭児童会室（学童保育）

放課後子ども教室

青少年会館・松原市民道夢館

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、
学習塾など）

ファミリー・サポート・センター

公民館、図書館

その他（公園など）

無回答

(MA%)
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29.2 

21.9 

49.4 

59.9 

12.5 

3.0 

3.0 

0 20 40 60 80

留守家庭児童会室（学童保育）

放課後子ども教室

スポーツクラブや学習塾などの習い事

自宅

その他

特になし

無回答

(MA%)

今回調査（H31年）

(N=401)

 

14.7 

19.7 

66.1 

70.3 

13.2 

3.7 

0.5 

0 20 40 60 80

留守家庭児童会室（学童保育）

放課後子ども教室

スポーツクラブや学習塾などの習い事

自宅

その他

特になし

無回答

(MA%)

今回調査（H31年）

(N=401)

 

（２）就学児童【就学児童 問 18-1、問 18-２】 

◎低学年は「自宅」6 割、「習い事」5 割、「留守家庭児童会室（学童保育）」

3 割。高学年は「自宅」と「習い事」が約 7 割。  

◎「留守家庭児童会室（学童保育）」は、低学年で 29.2%、高学年で 14.7%。  

・小学校低学年（１～３年生）のうち、放課後（平日の小学校終了後）の時間を過

ごさせたい場所は、「自宅」が 59.9%と最も多く、次いで、「スポーツクラブや学

習塾などの習い事」が 49.4%となっています。  

・小学校高学年（４～６年生）のうち、放課後（平日の小学校終了後）の時間を過

ごさせたい場所は、「自宅」が 70.3%と最も多く、次いで、「スポーツクラブや学

習塾などの習い事」が 66.1%となっています。  

【小学校低学年時（１～３年生）に放課後を過ごさせたい場所】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校高学年時（４～６年生）に放課後を過ごさせたい場所】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規設問  



- 19 - 

14.2 

27.3 

27.1 

19.0 

24.1 

6.3 

4.2 

0.0 

85.5 

72.7 

72.9 

81.0 

75.9 

93.8 

94.4 

100.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.0 

利用している 利用していない 無回答

全体
(N=401)

６歳
(N=11)

７歳
(N=59)

８歳
(N=63)

９歳
(N=79)

１０歳
(N=64)

１１歳
(N=72)

１２歳
(N=48)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

 

14.2 

23.1 

85.5 

76.7 

0.2 

0.2 

利用している 利用していない 無回答

今回調査（H31年）
(N=401)

前回調査（H25年）
(N=502)

(%)
0 20 40 60 80 100

８ 留守家庭児童会室（学童保育）の利用（就学前児童・就学児童）  

〔１〕留守家庭児童会室（学童保育）の利用状況【就学児童 問 15】 

◎「利用している」は１割強。6～9 歳では 2 割弱～3 割弱。  

・留守家庭児童会室（学童保育）を「利用している」は 14.2%で、前回調査に比べ

て、8.9 ポイント減少しています。 

・年齢別にみると、「 6 歳」から「 9 歳」までは「利用している」が 2 割弱～3 割弱

みられますが、10 歳以上は 9 割以上が「利用していない」と回答しています。 

【留守家庭児童会室（学童保育）の利用状況】  

 

 

 

 

 

 

【年齢別  留守家庭児童会室（学童保育）の利用状況】  
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1.8 

0.0 

3.5 

8.8 

77.2 

7.0 

1.8 

0.0 

0.0 

1.7 

12.1 

84.5 

0.0 

1.7 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=57)

前回調査（H25年）

(N=116)

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)

 

0.0 

0.0 

1.8 

5.3 

56.1 

7.0 

29.8 

0.0 

0.0 

0.9 

8.6 

63.8 

0.0 

26.7 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=57)

前回調査（H25年）

(N=116)

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)

 

1.8 

7.0 

77.2 

8.8 

3.5 

0.0 

1.8 

0.0 

1.7 

89.7 

6.0 

0.0 

0.0 

2.6 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=57)

前回調査（H25年）

(N=116)

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

無回答

(%)

  

1.8 

1.8 

47.4 

14.0 

8.8 

0.0 

26.3 

0.0 

0.9 

47.4 

21.6 

4.3 

0.0 

25.9 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=57)

前回調査（H25年）

(N=116)

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

無回答

(%)

〔２〕平日の利用状況と利用希望【就学児童 問 16-1】 

◎平日の利用日数は週に「５日」、終了時間は「17 時台」。  

・留守家庭児童会室（学童保育）を「利用している」方の、平日の１週あたりの利

用日数は、現在、希望ともに「５日」（現在 77.2%、希望 56.1%）が最も多くなっ

ています。  

・利用終了時間は、現在、希望ともに「 17 時台」（現在 77.2%、希望 47.4%）が最も

多くなっています。  

【平日の 1 週あたりの利用日数（現在）】  【平日の 1 週あたりの利用日数（希望）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平日の利用終了時間（現在）】  【平日の利用終了時間（希望）】  
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66.7 

75.0 

3.5 

1.7 

24.6 

18.1 

5.3 

5.2 

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

今回調査（H31年）
(N=57)

前回調査（H25年）
(N=116)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

24.6 

29.3 

42.1 

52.6 

33.3 

18.1 

利用する必要はない 利用したい 無回答

今回調査（H31年）
(N=57)

前回調査（H25年）
(N=116)

(%)
0 20 40 60 80 100

〔３〕利用者の土曜日の利用希望【就学児童 問 16-1】 

◎現在の利用者のうち、土曜日の利用希望は４割。  

・留守家庭児童会室（学童保育）を「利用している」方の、今後の土曜日の利用希

望は、「利用したい」が 42.1%、「利用する必要はない」が 24.6%となっています。 

【土曜日の利用希望】  

 

 

 

 

 

 

 

〔４〕利用者の日曜日・祝日の利用希望【就学児童 問 16-3】 

◎現在の利用者のうち、日曜日・祝日の利用希望は 3 割。  

・留守家庭児童会室（学童保育）を「利用している」方の、日曜日・祝日の利用希

望は、「ほぼ毎週利用したい」が 3.5%、「月に１～２回は利用したい」が 24.6%で、

利用希望者は合計 28.1%となっています。前回調査に比べて、利用希望者は 8.3

ポイント増加しています。  

【日曜日・祝日の利用希望】  
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43.9 

34.8 

7.3 

27.3 

46.3 

36.4 

2.4 

1.5 

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

今回調査（H31年）
(N=41)

前回調査（H25年）
(N=66)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

14.6 

9.1 

7.3 

15.2 

73.2 

71.2 

4.9 

4.5 

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

今回調査（H31年）
(N=41)

前回調査（H25年）
(N=66)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

63.4 

48.5 

26.8 

42.4 

2.4 

6.1 

7.3 

3.0 

低学年（１～３年生）の間は利用したい

高学年（４～６年生）になっても利用したい
利用する必要はない

無回答

今回調査（H31年）
(N=41)

前回調査（H25年）
(N=66)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

〔５〕未利用者の利用意向  

（１）就学前児童【就学前児童 問 30、31】 

◎土曜日は 5 割、日曜日・祝日は２割、長期休暇中は９割の利用意向。  

・放課後を過ごさせたい場所で「留守家庭児童会室（学童保育）」を選択した方の、

土曜日の利用希望については、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が 43.9%、

「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が 7.3%で、利用希望者は合計

51.2%となっています。 

・日曜日・祝日の利用希望については、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」

が 14.6%、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が 7.3%で、利用希望

者は合計 21.9%となっています。  

・長期休暇中の利用希望は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が 63.4%、

「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が 26.8%で、利用希望者は合計

90.2%となっています。 

【土曜日の利用希望】  

 

 

 

 

 

 

 

【日曜日・祝日の利用希望】  

 

 

 

 

 

 

 

 

【長期休暇中の利用希望】  
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7.0 

0.0 

18.6 

7.8 

10.0 

0.0 

7.4 

2.1 

87.8 

87.5 

79.1 

86.3 

85.0 

96.7 

86.8 

91.7 

5.2 

12.5 

2.3 

5.9 

5.0 

3.3 

5.9 

6.3 

利用したい 利用する予定はない 無回答

全体
(N=343)

６歳
(N=8)

７歳
(N=43)

８歳
(N=51)

９歳
(N=60)

１０歳
(N=60)

１１歳
(N=68)

１２歳
(N=48)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

0.0 

4.2 

20.8 

12.5 

25.0 

0.0 

37.5 

0.0 

7.1 

14.3 

10.7 

21.4 

0.0 

46.4 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H31年）

(N=24)

前回調査（H25年）

(N=28)

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

(%)

 

0.0 

8.3 

29.2 

20.8 

4.2 

4.2 

33.3 

0.0 

0.0 

25.0 

14.3 

10.7 

3.6 

46.4 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H31年）

(N=24)

前回調査（H25年）

(N=28)

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

無回答

(%)

 

（２）就学児童【就学児童 問 17-１】 

◎未利用者の利用意向は１割弱。7 歳で 2 割弱。  

・留守家庭児童会室（学童保育）を「利用していない」方の今後の利用意向は、「利

用したい」が 7.0%、「利用する予定はない」が 87.8%となっています。  

・年齢別にみると、「利用したい」は「７歳」で 18.6%とやや多くなっていますが、

それ以外の年齢では 8 割以上が「利用する予定はない」と回答しています。  

【未利用者の今後の利用意向】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎未利用者の平日の希望利用日数は週に「５日」、希望終了時間は「17 時台」。 

・留守家庭児童会室（学童保育）未利用者で、今後の利用希望がある方の、平日の

１週あたりの希望利用日数は、「５日」（ 25.0%）が最も多く、次いで、「３日」（ 20.8%）

となっています。希望利用終了時間は、「 17 時台」（ 29.2%）が最も多く、次いで、

「18 時台」（ 20.8%）となっています。  

【平日の 1 週あたりの希望利用日数】  【平日の希望利用終了時間】  
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75.0 

64.3 

8.3 

3.6 

16.7 

32.1 

ある ない 無回答

今回調査（H31年）
(N=24)

前回調査（H25年）
(N=28)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

29.2 

21.4 

33.3 

28.6 

37.5 

50.0 

ある ない 無回答

今回調査（H31年）
(N=24)

前回調査（H25年）
(N=28)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

20.8 

7.1 

41.7 

35.7 

37.5 

57.1 

ある ない 無回答

今回調査（H31年）
(N=24)

前回調査（H25年）
(N=28)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

◎未利用者の土曜日の利用希望は 3 割、日曜日・祝日が約２割、長期休暇中

の平日が 7 割強。  

・留守家庭児童会室（学童保育）未利用者で、今後の利用希望がある方のうち、土

曜日の利用希望が「ある」方は 29.2%、「ない」は 33.3%となっています。  

・日曜日・祝日の利用希望が「ある」方は 20.8%、「ない」は 41.7%となっています。 

・長期休業中の平日の利用希望が「ある」方は 75.0%となっています。  

【土曜日の利用希望】  

 

 

 

 

 

 

【日曜日・祝日の利用希望】  

 

 

 

 

 

 

【長期休暇中の平日の利用希望】  
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17.9 

36.4 

15.1 

15.4 

14.0 

17.0 

13.7 

12.3 

12.9 

21.7 

23.8 

21.1 

9.1 

5.2 

3.8 

1.2 

63.7 

39.5 

56.3 

58.5 

72.7 

71.1 

74.0 

80.2 

5.5 

2.3 

4.8 

4.9 

4.1 

6.7 

8.4 

6.2 

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りしたいとは思わない 無回答

全体
(N=859)

０歳
(N=129)

１歳
(N=126)

２歳
(N=123)

３歳
(N=121)

４歳
(N=135)

５歳
(N=131)

６歳
(N=81)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

21.7 

1.2 

76.0 

1.7 

17.7 

1.6 

78.4 

3.3 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=859)

前回調査（H25年）

(N=871)

子育て支援センターなど

その他市（町／村）が実施している類似の事業

利用していない

無回答

(MA%)

９ 地域の子育て支援サービスの利用（就学前児童）  

〔１〕子育て支援センターなどの利用状況【就学前児童 問 35】 

◎「子育て支援センターなど」の利用者は 2 割。  

・「子育て支援センターなど」を利用している人は 21.7%、「その他市（町／村）が実

施している類似の事業」は 1.2%、「利用していない」が 76.0%となっています。  

【子育て支援センターなどの利用状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

〔２〕子育て支援センターなどの今後の利用希望【就学前児童 問 36】 

◎新規利用、利用増の希望がある人は合わせて 3 割。「0 歳」では約 6 割。 

・子育て支援センターなどについての今後の利用希望は、「利用していないが、今

後利用したい」が 17.9%、「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」

が 12.9%、「新たに利用したり、利用日数を増やしたりしたいとは思わない」が

63.7%となっています。 

・年齢別にみると、「利用していないが、今後利用したい」は「0 歳」で 36.4%と最

も多く、「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」は「 0 歳」「1 歳」

「2 歳」で 2 割程度となっています。  

【子育て支援センターなどの今後の利用希望】  
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〔３〕子育て支援センターなどで利用したいサービス内容【就学前児童 問 36-1】 

◎「常設の子育て親子の交流・遊びの「場」の提供」が 84.5%。  

・子育て支援センターなどを「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」方の利用したいサービスは、「常設の

子育て親子の交流・遊びの「場」の提供」が 84.5%と最も多く、次いで、「子育て

に関する相談・援助」が 50.2%、「地域の子育て関連情報の提供」が 39.2%となっ

ています。  

【利用したいサービス】  

 

 

 

 

84.5 

50.2 

39.2 

21.1 

10.9 

20.4 

14.7 

2.3 

1.9 

0.4 

83.9 

44.8 

32.5 

17.8 

12.9 

21.3 

20.3 

7.7 

1.0 

1.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=265)

前回調査（H25年）

(N=286)

常設の子育て親子の交流・遊びの「場」の提供

子育てに関する相談・援助

地域の子育て関連情報の提供

子育てに関する講習

地域に出向いての交流の場の提供（出張ひろば）

保育所や幼稚園の入所・利用に関する相談

さまざまな世代との交流の「場」の提供

家庭への訪問支援

その他

無回答

(3LA%)
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10 子育てと仕事の両立（就学前児童）  

〔１〕母親の育児休業取得状況【就学前児童 問 23】 

◎「育児休業を取った、あるいは、今取っている」は約４割。  

・母親の育児休業の取得状況は、「育児休業を取った、あるいは、今取っている」

が 38.4%で、前回調査に比べて 13.8 ポイント増加しています。  

【母親の育児休業取得状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎離職の理由は「子育てや家事に専念するため」が 45.4%。  

・「育児休業を取らずに離職した」人は全体の 15.1%で、その理由は、「子育てや家

事に専念するため」が 45.4%と最も多く、次いで、「職場に育児休業の制度がなか

った」が 34.6%、「仕事に戻るのが難しそうだった」が 27.7%となっています。  

【母親の「育児休業を取らずに離職した」理由】  

 

 

 

 

 

20.8 

14.6 

0.8 

27.7 

0.0 

1.5 

0.0 

0.0 

0.8 

45.4 

34.6 

7.7 

0.0 

2.3 

25.4 

2.3 

28.1 

13.7 

0.0 

25.3 

0.0 

0.7 

0.0 

0.0 

1.4 

43.8 

34.2 

9.6 

4.1 

4.1 

14.4 

4.1 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H31年）

(N=130)

前回調査（H25年）

(N=146)

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

出産後すぐに仕事に復帰したかった

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

配偶者が無職である、ご自身や配偶者の親などに
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

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を
満たさなかった

育児休業を取れることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を
取得できることを知らなかった

その他

無回答

(MA%)

41.4 

51.0 

38.4 

24.6 

3.6 

3.8 

15.1 

16.8 

1.4 

3.9 

働いていなかった

育児休業を取った、

あるいは、今取っている

育児休業を取らずに働いた 育児休業を取らずに離職した

無回答

今回調査（H31年）
(N=859)

前回調査（H25年）
(N=871)

(%)
0 20 40 60 80 100
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62.1 

62.6 

30.0 

27.1 

7.6 

8.4 

0.3 

1.9 

育児休業を取ったあと、職場に復帰した 現在も育児休業中である

育児休業中に仕事をやめた

無回答

今回調査（H31年）
(N=330)

前回調査（H25年）
(N=214)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

1.0 

15.6 

13.2 

18.0 

14.6 

20.5 

3.9 

4.9 

0.5 

7.8 

5.2 

18.7 

9.7 

17.2 

14.9 

16.4 

2.2 

0.0 

0.0 

15.7 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H31年）

(N=205)

前回調査（H25年）

(N=134)

０歳３か月以内

０歳３か月超から０歳６か月以内

０歳６か月超から０歳９か月以内

０歳９か月超から１歳０か月未満

１歳０か月

１歳０か月超から１歳６か月以内

１歳６か月超から２歳０か月以内

２歳０か月超から３歳０か月以内

３歳０か月超

無回答

(%)
0.0 

4.4 

1.0 

1.5 

20.0 

16.1 

12.2 

12.2 

1.0 

31.7 

0.0 

0.7 

0.7 

0.7 

39.6 

12.7 

8.2 

6.7 

0.0 

30.6 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H31年）

(N=205)

前回調査（H25年）

(N=134)

(%)

〔２〕母親の育児休業後の職場復帰の状況【就学前児童 問 23-１、問 23-２、問 23-４】 

◎「育児休業を取ったあと、職場に復帰した」が 6 割。  

・「育児休業を取った、あるいは、今取っている」方に、育児休業後の職場復帰に

ついてたずねたところ、「育児休業を取ったあと、職場に復帰した」が 62.1%、「現

在も育児休業中である」が 30.0%、「育児休業中に仕事をやめた」が 7.6%となっ

ています。  

【母親の育児休業後の職場復帰の状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎育児休業の実際の取得期間は「０歳３か月」から「１歳６か月以内」の間。

希望は「１歳０か月」以上。  

・「育児休業を取ったあと、職場に復帰した」方の実際の取得期間は、「１歳０か月

超から１歳６か月以内」が 20.5%と最も多く、希望の取得期間は、「１歳０か月」

が 20.0%と最も多くなっています。  

【育児休業取得期間（実際）】  【育児休業取得期間（希望）】  
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57.9 

1.1 

24.2 

28.4 

16.8 

10.5 

36.2 

4.3 

30.4 

14.5 

17.4 

23.2 

0 20 40 60

今回調査（H31年）

(N=95)

前回調査（H25年）

(N=69)

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があったため

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

無回答

(MA%)

44.4 

22.2 

0.0 

0.0 

11.1 

11.1 

22.2 

50.0 

0.0 

16.7 

0.0 

16.7 

0.0 

33.3 

0 20 40 60

今回調査（H31年）

(N=9)

前回調査（H25年）

(N=6)

希望する保育所に入るため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

子どもをみてくれる人がいなかったため

その他

無回答

(MA%)

◎希望より早く復帰した理由は「希望する保育所に入るため」が６割。  

・希望の時期に職場復帰しなかった理由について、希望より早く復帰した理由は、

「希望する保育所に入るため」が 57.9%と最も多くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎希望より遅く復帰した理由は「希望する保育所に入るため」が４割。  

・希望より遅く復帰した理由は、「希望する保育所に入るため」が 44.4%と最も多く

なっています。  
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0.0 

1.0 

4.0 

15.2 

12.1 

21.2 

12.1 

5.1 

5.1 

24.2 

0 10 20 30

０歳３か月以内

０歳３か月超から０歳６か月以内

０歳６か月超から０歳９か月以内

０歳９か月超から１歳０か月以内

１歳０か月

１歳０か月超から１歳６か月以内

１歳６か月超から２歳０か月以内

２歳０か月超から３歳０か月以内

３歳０か月超

無回答

(%)

今回調査（H31年）

(N=99)

〔３〕育児休業中の母親の職場復帰予定【就学前児童 問 23-5、問 23-6】 

◎「１歳０か月超から１歳６か月以内」が 21.2%。  

・「現在も育児休業中である」母親の予定取得期間は、「１歳０か月超から１歳６か

月以内」が 21.2%と最も多くなっています。  

【育児休業中の母親の職場復帰予定】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎預けられる事業があれば「１歳になるまで育児休業を取得したい」が６割。 

・「現在も育児休業中である」母親に、子どもが１歳になったときに必ず利用でき

る保育所等の事業があれば、１歳になるまで育児休業を取得するかをたずねたと

ころ、「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 63.6%となっています。  

【預けられる事業があれば１歳まで育児休業を取得するか】  

 

 

 

 

 

 

 

新規設問  

 

63.6 8.1 28.3 

１歳になるまで育児休業を取得したい

１歳になる前に復帰したい

無回答

今回調査（H31年）
(N=99)

(%)
0 20 40 60 80 100
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0.9 

1.3 

2.8 

2.5 

86.8 

87.4 

0.1 

0.0 

9.3 

8.8 

働いていなかった 育児休業を取った、あるいは、今取っている

育児休業を取らずに働いた

育児休業を取らずに離職した

無回答

今回調査（H31年）
(N=859)

前回調査（H25年）
(N=871)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

 

33.9 

41.7 

8.0 

8.3 

42.1 

2.5 

25.5 

35.1 

0.0 

19.6 

0.4 

2.3 

9.8 

2.7 

35.2 

41.3 

10.9 

9.9 

35.6 

2.0 

16.8 

40.1 

0.1 

23.8 

0.5 

3.2 

6.2 

3.8 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H31年）

(N=746)

前回調査（H25年）

(N=761)

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育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

配偶者が無職である、ご自身や配偶者の親などに
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

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を
満たさなかった

育児休業を取れることを知らなかった

その他

無回答

(MA%)

〔３〕父親の育児休業取得状況【就学前児童 問 24】 

◎「育児休業を取らずに働いた」が 9 割弱。  

・父親の育児休業の取得状況は、「育児休業を取らずに働いた」が 86.8%と最も多く

なっています。  

【父親の育児休業取得状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「収入減となり、経済的に苦しくなる」が 42.1%。  

・「育児休業を取らずに働いた」人は全体の 86.8%で、その理由は、「収入減となり、

経済的に苦しくなる」が 42.1%と最も多く、次いで、「仕事が忙しかった」が 41.7%

となっています。  

【父親の「育児休業を取らずに働いた」理由】  
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72.1 

69.3 

22.5 

24.7 

2.6 

2.0 

2.6 

3.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0.6 

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い

わからない

その他

無回答

今回調査（H31年）
(N=859)

前回調査（H25年）
(N=871)

(%)0 20 40 60 80 100

 

64.6 

62.2 

25.4 

28.3 

1.5 

2.6 

6.5 

5.2 

1.2 

0.8 

0.7 

1.0 

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと

つらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い

わからない

その他

無回答

今回調査（H31年）
(N=401)

前回調査（H25年）
(N=502)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

11 子育てに関する意識・動向（就学前児童・就学児童）  

〔１〕子育ての楽しさ【就学前児童 問 45／就学児童 問 34】 

◎子育てが「楽しいと感じることの方が多い」保護者は、  

就学前児童で 72.1%、就学児童で 64.6%。  

・就学前児童の保護者で、子育てを「楽しいと感じることの方が多い」人は 72.1%

と多く、「楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい」の人は 22.5%

となっています。  

・就学児童の保護者では、「楽しいと感じることの方が多い」人は 64.6%、「楽しい

と感じることとつらいと感じることが同じくらい」は 25.4%となっています。  

【就学前児童  子育ての楽しさ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学児童  子育ての楽しさ】  
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15.4 

11.0 

44.4 

51.2 

32.6 

29.0 

6.3 

6.1 

1.4 

2.6 

満足している 満足していない どちらとも思わない

わからない

無回答

今回調査（H31年）
(N=859)

前回調査（H25年）
(N=871)

(%)
0 20 40 60 80 100

〔２〕遊び場の満足度【就学前児童 問 41／就学児童 問 30】 

◎地域の遊び場に「満足」している保護者は、  

就学前児童で 15.4%、就学児童で 11.7%。  

・就学前児童の保護者が、地域における子どもの遊び場に、「満足している」は 15.4%、

「満足していない」は 44.4%で、前回調査に比べて、「満足している」は 4.4 ポイ

ント増加しています。  

・就学児童の保護者では、「満足している」は 11.7%、「満足していない」は 55.6%

で、前回調査に比べて、「満足している」は 2.9 ポイント増加しています。  

【就学前児童  遊び場の満足度】  

 

 

 

 

 

 

【就学児童  遊び場の満足度】  

 

 

 

 

 

 

 

11.7 

8.8 

55.6 

63.7 

27.9 

22.1 

3.0 

2.8 

1.7 

2.6 

満足している 満足していない どちらとも思わない

わからない

無回答

今回調査（H31年）
(N=401)

前回調査（H25年）
(N=502)

(%)
0 20 40 60 80 100
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3.7 

2.4 

11.8 

8.8 

6.3 

8.3 

77.6 

79.7 

0.6 

0.8 

ある

虐待かどうかわからないが、おかしいなと思ったことがある

自分自身に対し思ったことがある

ない 無回答

今回調査（H31年）
(N=859)

前回調査（H25年）
(N=871)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

6.2 

3.8 

12.5 

12.2 

5.0 

5.0 

76.3 

78.1 

0.0 

1.0 

ある

虐待かどうかわからないが、おかしいなと思ったことがある

自分自身に対し思ったことがある

ない 無回答

今回調査（H31年）
(N=401)

前回調査（H25年）
(N=502)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

〔３〕子どもの虐待を見聞きした経験【就学前児童 問 43／就学児童 問 32】 

◎「虐待を見聞きしたことがある」保護者は、  

就学前児童で 21.8%、就学児童で 23.7%。  

・就学前児童の保護者が、身近なところで子どもの虐待を見たり聞いたりした経験

は「ない」が 77.6%と多く、「虐待かどうかわからないが、おかしいなと思ったこ

とがある」「自分自身に対し思ったことがある」を含めた『ある』の合計は 21.8%

となっています。  

・就学児童の保護者では、「ない」が 76.3%で、『ある』の合計は 23.7%となってい

ます。 

【就学前児童  虐待を見聞きした経験】  

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学児童  虐待を見聞きした経験】  
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75.3 

77.1 

16.0 

19.1 

8.7 

3.8 

感じる 感じない 無回答

今回調査（H31年）
(N=401)

前回調査（H25年）
(N=502)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

72.2 

72.0 

24.7 

24.3 

3.1 

3.7 

感じる 感じない 無回答

今回調査（H31年）
(N=859)

前回調査（H25年）
(N=871)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

〔４〕地域で子育てが支えられているか【就学前児童 問 47／就学児童 問 36】 

◎「自身の子育てが地域に支えられていると感じる」保護者は、  

就学前児童で 72.2%、就学児童で 75.3%。  

・就学前児童の保護者では、「感じる」は 72.2%となっています。  

・就学児童の保護者では、「感じる」は 75.3%となっています。  

【就学前児童  自身の子育てが地域に支えられていると感じるか】  

 

 

 

 

 

 

【就学児童  自身の子育てが地域に支えられていると感じるか】  
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37.9 

13.8 

13.8 

3.4 

31.0 

0.0 

0.0 

28.5 

4.2 

19.4 

1.4 

43.1 

1.4 

2.1 

0 10 20 30 40 50

今回調査（H31年）

(N=29)

前回調査（H25年）

(N=144)

フルタイムで働いている

フルタイムで働いているが、今は休んでいる
（産休・育休・介護休業中）

パート・アルバイトなどで働いている

パート・アルバイトなどで働いているが、
今は休んでいる（産休・育休・介護休業中）

以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いたことがない

無回答

(%)

 

93.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.9 

69.4 

0.0 

1.4 

0.0 

2.1 

0.0 

27.1 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=29)

前回調査（H25年）

(N=144)

フルタイムで働いている

フルタイムで働いているが、今は休んでいる
（産休・育休・介護休業中）

パート・アルバイトなどで働いている

パート・アルバイトなどで働いているが、
今は休んでいる（産休・育休・介護休業中）

以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いたことがない

無回答

(%)

12 妊娠中の方への調査  

〔１〕就労状況【妊娠中の方 問４】 

◎回答者の就労率は約７割。そのうち半数はフルタイム就労（休業中含む）。  

◎前回調査よりフルタイム就労の割合が増加。  

・回答者本人の就労状況は、「フルタイムで働いている」の合計（休業中含む）が

51.7%、「パート・アルバイトなどで働いている」の合計が 17.2%、未就労者が 31.0%

となっています。  

・配偶者の方の就労状況は、回答のあった方すべてが「フルタイムで働いている」

で、93.1%となっています。  

【回答者本人の就労状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配偶者の就労状況】  
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44.8 

21.5 

27.6 

30.6 

24.1 

41.0 

3.4 

6.9 

利用する

利用しない

（利用できない） 働いていない 無回答

今回調査（H31年）
(N=29)

前回調査（H25年）
(N=144)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

 

0.0 

7.7 

7.7 

46.2 

23.1 

15.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.2 

9.7 

58.1 

3.2 

6.5 

9.7 

0.0 

9.7 

0 20 40 60 80

今回調査（H31年）

(N=13)

前回調査（H25年）

(N=31)

出産後から３か月以内

３か月超～６か月以内

６か月超～９か月以内

９か月超～１年以内

１年超～１年６か月以内

１年６か月超～２年以内

２年超～３年以内

３年超

無回答

(%)

6.9 

0.7 

89.7 

81.9 

3.4 

5.6 

0.0 

11.8 

利用する 利用しない（利用できない）

働いていない

無回答

今回調査（H31年）
(N=29)

前回調査（H25年）
(N=144)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

〔２〕育児休業制度の利用【妊娠中の方 問 20、22】 

◎育児休業の利用を予定している人は４割強。配偶者の利用は１割弱。  

◎期間は「９か月超～１年以内」が約半数。  

・回答者本人の育児休業制度の利用については、「利用する」が 44.8%、「利用しな

い（利用できない）」が 27.6%となっています。  

・配偶者の育児休業制度の利用については、「利用する」が 6.9%、「利用しない（利

用できない）」が 89.7%となっています。  

・予定している休業期間は、出産後から「９か月超～１年以内」が 46.2%と最も多

く、次いで、「１年超～１年６か月以内」が 23.1%となっています。  

【回答者本人の育児休業制度の利用】  

 

 

 

 

 

 

 

【配偶者の育児休業制度の利用】  

 

 

 

 

 

 

 

【回答者本人の予定する育児休業の期間】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 38 - 

3.4 

20.7 

31.0 

3.4 

31.0 

6.9 

3.4 

0.0 

3.5 

15.3 

20.1 

6.3 

31.9 

12.5 

2.8 

7.6 

0 10 20 30 40

今回調査（H31年）

(N=29)

前回調査（H25年）

(N=144)

出産後すぐにでも

生後６ヶ月以上

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

(%)

24.1 

13.8 

48.3 

6.9 

3.4 

0.0 

0.0 

3.4 

0.0 

0.0 

30.6 

9.0 

45.1 

2.8 

0.0 

0.7 

0.0 

4.9 

2.8 

4.2 

0 20 40 60

今回調査（H31年）

(N=29)

前回調査（H25年）

(N=144)

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の
預かり保育

認可保育所

認定こども園

事業所内保育施設

その他の認可外の
保育施設

居宅訪問型保育

特になし

その他

無回答

(%)

〔３〕保育所・幼稚園等の利用【妊娠中の方 問 25】 

◎約半数が「認可保育所」を希望。「１歳」「３歳」からの利用希望が各 3 割。  

・子どもを通わせたい保育所・幼稚園等は、「認可保育所」が 48.3%と最も多く、次

いで、「幼稚園」が 24.1%となっています。  

・保育所・幼稚園等に通わせたいと思う時期は、「１歳」「３歳」がそれぞれ 31.0%

と最も多く、次いで、「生後６ヶ月以上」が 20.7%となっています。  

【子どもを通わせたい施設】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通わせたい時期】  
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6.9 

8.3 

58.6 

48.6 

17.2 

26.4 

3.4 

2.1 

13.8 

12.5 

0.0 

2.1 

非常に不安や負担を感じる

何となく不安や負担を感じている

あまり不安や負担を感じない まったく感じない

なんともいえない

無回答

今回調査（H31年）
(N=29)

前回調査（H25年）
(N=144)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

〔４〕妊娠・出産・育児への不安や負担、困ったこと【妊娠中の方 問 17、18】 

◎困ったことは、「妊娠・出産に伴う費用の負担が厳しいこと」。  

◎出産や育児に『不安や負担を感じる』は 7 割弱。  

・妊娠や出産について困ったことは、「妊娠・出産に伴う費用（定期検診・分娩・

入院などの費用）の負担が厳しいこと」が 31.0%と最も多く、次いで、「妊婦同士

の交流の場が身近にないこと」「上の子どもを見てくれる人がいないこと」がそ

れぞれ 17.2%となっています。  

・出産やその後の育児に関して、『不安や負担を感じる』（「非常に不安や負担を感

じる」と「なんとなく不安や負担を感じている」の合計）人は 65.5%となってい

ます。 

【妊娠や出産について困ったこと】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出産や育児に関しての不安感や負担感】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2 

13.8 

13.8 

17.2 

6.9 

13.8 

31.0 

27.6 

17.2 

0.0 

16.0 

9.7 

4.9 

6.3 

3.5 

7.6 

20.8 

51.4 

5.6 

3.5 

0 20 40 60

今回調査（H31年）

(N=29)

前回調査（H25年）

(N=144)

妊婦同士の交流の場が身近にないこと

妊娠・出産について情報や知識が入手しにくいこと

妊娠・出産についての相談相手が身近にいないこと

上の子どもを見てくれる人がいないこと

家事・育児の協力者がいないこと

医療機関の情報が入手しにくいこと

妊娠・出産に伴う費用（定期検診・分娩・
入院などの費用）の負担が厳しいこと

特にない

その他

無回答

(MA%)
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40.1 

13.0 

20.9 

23.9 

22.9 

23.9 

13.7 

5.2 

22.2 

29.2 

12.5 

69.6 

51.1 

9.2 

61.3 

11.2 

10.7 

4.7 

0.7 

41.4 

13.5 

21.3 

20.1 

14.9 

19.9 

9.8 

3.2 

29.1 

22.9 

11.0 

76.9 

45.8 

4.4 

56.8 

7.6 

13.3 

3.0 

2.0 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=401)

前回調査（H25年）

(N=502)

72.2 

33.8 

42.4 

63.1 

28.5 

33.6 

22.7 

10.4 

45.2 

39.8 

18.5 

73.9 

52.4 

16.9 

68.0 

14.1 

8.5 

1.7 

0.8 

69.8 

36.6 

46.6 

59.4 

31.8 

33.4 

28.9 

12.9 

40.5 

42.6 

22.2 

78.3 

51.9 

19.5 

68.1 

15.2 

8.0 

0.6 

2.4 

0 20 40 60 80 100

今回調査（H31年）

(N=859)

前回調査（H25年）

(N=871)

58.6 

34.5 

55.2 

86.2 

24.1 

24.1 

13.8 

10.3 

51.7 

37.9 

17.2 

75.9 

48.3 

24.1 

65.5 

13.8 

20.7 

0.0 

0.0 

56.3 

37.5 

38.2 

56.3 

19.4 

22.9 

12.5 

7.6 

43.1 

29.2 

13.9 

52.8 

39.6 

11.8 

49.3 

13.9 

2.1 

2.1 

14.6 

0 20 40 60 80 100
(MA%)

今回調査（H31年）

(N=29)

前回調査（H25年）

(N=144)

親子が安心して集まれる公園などの 

屋外の施設を整備する 

親子が安心して集まれる保育所や 

幼稚園の運動場の開放を増やす 

親子が安心して集まれる屋内の施設を

整備する 

安心して出掛けられるよう、「子育ての 

バリアフリー化」に取り組む 

子育てに困ったときの相談体制を 

充実する 

子育て支援に関する情報提供を 

充実する 

親子教室の開催回数の増加と内容の 

充実を図る 

子育てサークル活動への支援を 

充実する 

保育所や留守家庭児童会室など 

子どもを預ける施設を増やす 

幼稚園における預かり保育などを 

充実する 

ＮＰＯなどによる子育て支援サービス

に対する支援を行う 

小児救急など安心して子どもが医療 

機関を利用できる体制を整備する 

子どもの安全を確保する対策を 

充実する 

子育ての講座など子育てについて 

学べる機会をつくる 

子育て世帯への経済的援助の拡充 

 

公営住宅の優先入居など住宅面での 

配慮や支援に取り組む 

その他 

 

特にない 

 

無回答 

13 市などに充実させてほしい子育て支援サービス  

〔１〕市などに充実させてほしい子育て支援サービス  

【就学前児童 問 43／就学児童 問 32／妊娠中の方 問 31】 

◎「小児救急など安心して医療機関を利用できる体制の整備」「子育て世帯

への経済的援助の拡充」への要望が多い。  

・就学前児童の保護者では、「小児救急など安心して子どもが医療機関を利用でき

る体制を整備する」が 73.9%と最も多くなっています。  

・就学児童の保護者では、「小児救急など安心して子どもが医療機関を利用できる

体制を整備する」が 69.6%と最も多くなっています。  

・妊娠中の方では、「子連れでも安心して出かけられるよう、オムツ替えや授乳の

ためのスペースづくりや、歩道の段差解消などの「子育てのバリアフリー化」に

取り組む」が 86.2%と最も多くなっています。  

【就学前児童】  【就学児童】  【妊娠中の方】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


