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（１） 調査の概要 

 

１．調査の目的 

第２期子ども・子育て支援事業計画策定において、確保を図るべき教育・保育施設、地域子ども・子育

て支援事業の「量の見込み」を算出するため、市内在住の未就学児童及び小学生児童を持つ保護者を対象

にアンケート調査を実施しました。 

 

２．調査方法 

◯調査対象者 市内在住の未就学児の保護者 1,500人 

市内在住の小学生の保護者  1,500人 

◯調査方法  郵送による配布・回収（無記名） 

◯調査期間  平成 30年 11月 21日(水)～平成 30年 12月７日（金) 

      （※締め切り後到着したものについては、平成 31 年 1 月 30 日分までは集計に反映） 

 

３．配布状況 

 未就学児 小学生 合計 

配布票数 1,500 1,500 3,000 

回収票数 753 694 1,447 

回収率 50.2％ 46.3% 48.2％ 

 

４．アンケート調査の分析にあたっての注意事項 

・比率はすべて百分率で表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出しています。 

 そのため、百分率の合計が 100％にならない場合があります。  

・複数回答の設問については、母数を有効回答票数としているため、百分率の合計が 100％を超えてい

ます。 

・グラフや表中の回答選択肢は、短縮して表記している場合があります。 

・回答数が少数の場合には，的確に分析ができないためコメントを控えています。 

・属性別のクロス集計・分析にあたって、各属性サンプル数が少数の場合には、的確に分析ができない

ためコメントを控えています。 
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（２） 調査票の設問項目 
 
 

調査内容 
各対象別問番号 

未就学児 小学生 

 ■お住まいの地域について 

 お住まいの地区について 問１ 問１ 

 ■お子さんとご家族の状況について 

 お子さんの生年月 問２ 問２ 

 お子さんのきょうだいの人数 問３ 問３ 

 調査票の回答者 問４ 問４ 

 調査票に回答者の配偶関係 問５ 問５ 

 お子さんの子育てを主に行っている方について 問６ 問６ 

 ■子どもの育ちをめぐる環境について 

 子育てに日常的に関わっている方（施設） 問７ 問７ 

 子育てに影響すると思われる環境について 問８ 問８ 

 日頃お子さんをみてもらえる親族・知人について 問９ 問９ 

 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況について 問９-1 問９-1 

 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況について 問９-2 問９-2 

 子育てをする上で、気軽に相談できる人・場所の有無 問 10 問 10 

 子育てに関して、気軽に相談できる先について 問 10-1 問 10-1 

 毎日の育児で大変なことや困っていることについて 問 11 問 11 

 毎日の育児で大変なことや困っていることに対して必要な支援について 問 11-1 問 11-1 

 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあれば良いか 問 11-2 問 11-2 

 ■お子さんの保護者の就労状況について 

 保護者の現在の就労状況について 問 12 問 12 

 週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間」について 問 12-1 問 12-1 

 短時間就労の方のフルタイムへの転換希望の有無 問 13 問 13 

 未就労の方の就労希望の有無 問 14 問 14 

 ■平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

 幼稚園や保育所等の平日の定期的な教育・保育の事業の利用の有無 問 15  

 利用している平日の定期的な教育・保育の事業について 問 15-1  

 平日の定期的な教育・保育の事業についての利用状況及び利用希望 問 15-2  

 利用している定期的な教育・保育の事業の実施場所について 問 15-3  

 平日の定期的な教育・保育の事業を利用している理由について 問 15-4  

 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していない理由について 問 15-5  

 利用の有無にかかわらず定期的に利用したい平日の定期的な教育・保育事業 問 16  

 定期的な教育・保育の事業を利用したい場所について 問 16-1  

 ■地域の子育て支援事業の利用状況について 

 現在、子育て広場を利用しているか 問 17  

 子育て広場の今後の利用希望について 問 18  

 ■土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業の利用希望について 

 土・日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望 問 19  

 毎週ではなく、月に１～２回（たまに）利用したい理由について 問 19-1  

 幼稚園を利用している方 長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望 問 20  

 毎日ではなく、週に数日（たまに）利用したい理由について 問 20-1  
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 ■お子さんの病気の際の対応について 

 
この１年間にお子さんが病気やケガで通常の教育・保育事業が利用できなかったこと

はあるか（小学生：学校を休んだことはあるか） 
問 21 問 15 

 利用できなかった場合、この１年間に行った対処方法について 問 21-1 問 15-1 

 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 問 21-2 問 15-2 

 病児・病後児保育施設等を利用したい場合、望ましい事業形態 問 21-3 問 15-3 

 病児・病後児保育施設等を利用したくない理由 問 21-4 問 15-4 

 できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たいと思ったか 問 21-5 問 15-5 

 休んでみることは非常に難しいと思う理由 問 21-6 問 15-6 

 ■不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

 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 問 22  

 現在利用していない理由 問 22-1  

 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業を利用する必要があ

ると思うか 
問 23 

 

 この１年間に保護者の用事等で、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。また、その場合の対処方法について 
問 24 問 16 

 ■小学校就学後の放課後の過ごし方について【お子さんが 5 歳以上の方対象】 

 小学校低学年のうちは、放課後をどのような場所で過ごさせたいか 

（小学生：どのような場所で過ごしているか） 
問 25 

問 17 

 小学校高学年になったら、放課後をどのような場所で過ごさせたいか 問 26 

 土・日・祝日の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望 問 27 問 18 

 長期休暇期間中どのような場所で過ごしているか  問 19 

 長期休暇期間中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望 問 28 問 20 

 長期休暇期間中に過ごす場所で望むこと  問 21 

 ■育児休業や短時間勤務制度等職場の両立支援制度について 

 お子さんが生まれた時、父母もしくは双方が育児休業を取得したか 問 29  

 育児休業取得後、職場に復帰したか 問 29-1  

 育児休業からは、実際にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰したか。 

また、勤め先の育児休業制度期間内で、何歳何ヶ月まで取りたかったか 
問 29-2 

 

 希望の時期に職場復帰しなかった理由 問 29-3  

 ■牛久市の子育て環境や支援について 

 牛久市の子ども・子育て支援の「満足度」と「必要性（重要性）」 問 30 問 22 

 牛久市の教育・保育環境の充実等子育ての環境や支援に関しての自由意見 問 31 問 23 
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（３） 調査結果の概要 
 
 

■子どもの育ちをめぐる環境について 

【未・小問７】子育てに日常的に関わっている方（施設）について（複数回答） 

未就学児、小学生ともに「父母ともに」が高い割合となっています。日常的に関わっている施設につ

いては、未就学児では、「保育園」、「幼稚園」、小学生では「小学校」が多く挙げられています。 

【未・小問８】子育てに、影響すると思われる環境について（複数回答） 

未就学児、小学生ともに「家庭」がほぼ 10 割、「地域」が約５割と高い割合となっています。施設に

ついては、問７と同様に「保育園」、「幼稚園」、小学校が多く挙げられています。 

【未・小問９】日頃お子さんをみてもらえる親族・知人の有無について（複数回答） 

未就学児、小学生ともに、日常的、緊急時問わず「祖父母等の親族にみてもらえる」が約 6 割程度と

なっており、「いずれもいない」は１～2 割程度となっています。 

【未・小問 10、10-1】子育てをする上で、気軽に相談できる先の有無について（一部複数回答） 

未就学児、小学生ともに「いる/ある」が約９割となっています。相談先については、未就学児、小学

生ともに「祖父母等の親族」「友人や知人」が高い割合になっています。 

【未・小問 11、11-1】毎日の育児で大変なことや困っていることについて（複数回答） 

未就学児は「子供に手がかかるので、いつも時間に追われている」という悩みが多く、悩みに対して

求められているサポートとしては、「日中、何時間か子どもを預かってくれる施設」が求められています。 

小学生は「特に困っていることはない」が最も多くなっていますが、何かしらの悩みを抱えてる方も

多く、「話を聞いてくれて助言してくれる」サポートが多く求められています。 

 

■お子さんの保護者の就労状況について 

【未・小問 12】保護者の方の現在の就労状況について 

母親は産休・育休・介護休業中を含めて、未就学児が６割、小学生では７割以上がフルタイムまたは

短時間の「就労中」です。 

父親は未就学児、小学生ともに約９割がフルタイムまたは短時間の「就労中」です。 

 

■お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について（未就学児のみ） 

【未問 15～15-3】幼稚園や保育園等の「定期的な教育・保育の事業」の利用状況について（一部複数回答） 

現在の利用状況について、「利用している」が約６割、「利用していない」が約４割となっています。 

利用している教育・保育事業については、「認可保育園」が約６割で最も多く、次いで「幼稚園」が約

３割、「認定こども園」が約１割となっています。 

利用実態については、「週５日」で１日当たり「10 時間」、「8 時間」の利用が多くなっており、利用

している教育・保育事業の実施場所については「牛久市内」が約９割となっています。 
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【未問 16】定期的に利用したい平日の教育・保育の事業について（複数回答） 

利用したい教育・保育事業については、「認可保育園」が約６割で最も多く、次いで「幼稚園」が約６

割、「認定こども園」が約４割となっています。利用の実態と同様の結果となっていますが、「幼稚園」

と「認定こども園」の利用希望は高くなっています。 

■お子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について（未就学児のみ） 

【未問 17、18】現在、子育て広場の利用実態・今後の利用意向（複数回答） 

現在「利用していない」が約７割となっています。利用している方は「子育て広場」の利用が多く、 

利用回数は「月に１回」が最も多くなっています。今後の利用意向については、「新たに利用したり、利

用日数を増やしたいとは思わない」が約５割で最も多くなっています。 

 

■お子さんの土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望について（未就学児のみ） 

【未問 19、20】土曜日と日曜日・祝日や夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の定期的な教育・保育の事業 

の利用希望について 

土曜、日曜・祝日の利用希望については、「利用する必要がない」が６～7 割と最も多くなっていま

す。幼稚園の長期休暇期間中の利用希望については、ほぼ毎日・週に数日合わせて「利用したい」が約

６割となっています。 

■お子さんの病気の際の対応について 

【未問 21～21-4・小問 15～15-1】この１年で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

はあるか（学校を休んだことがあるか）（一部複数回答） 

未就学児では、通常の事業が利用できないことが「あった」が約８割、小学生では学校を休んだこと

が「あった」が約７割となっています。その場合の対処方法としては、未就学児、小学生ともに「母親

が休んだ」が最も多くなっています。 

（以下未就学児のみ）病児・病後児施設の利用については、「利用したいと思わない」が約６割となっ

ており、利用したいと思わない理由として、「親が仕事を休んで対応する」、「病児・病後児を他人に看て

もらうのは不安」が多く、利用したい場合、預ける場合に望ましい事業形態は「小児科に併設した施設

で子どもを保育する事業」が最も多く望まれています。 

■お子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

【未問 22、22-1】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（一部複数回答） 

「利用していない」が約 9 割となっています。利用している場合、「幼稚園の預かり保育」が約１割

程度です。利用していない理由については、「特に利用する必要がない」が最も多くなっています。 

【未問 25、25-1・小問 16】この１年、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（複数回答） 

未就学児、小学生ともに「なかった」が 8 割と最も多く、あった場合は、「親族・知人にみてもらっ

た」、が高い割合となっています。 
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■小学校就学後の放課後の過ごし方について（お子さんが５歳以上の方） 

【未問 25、26・小問 17】小学校低学年時・高学年時の放課後過ごさせたい場所について（小学生は実態） 

小学校就学後に放課後過ごさせたい場所については、未就学児の低学年時の希望は「放課後児童クラ

ブ」が約５割と最も多く、次いで「自宅」、「習い事」となっています。高学年時の希望は「習い事」が

約５割と最も多く、次いで「自宅」、「放課後児童クラブ」となっています。 

実態として、小学生が放課後過ごしている場所は「自宅」が約７割と最も多く、次いで「習い事」、「放

課後児童クラブ」となっています。 

【未問 27・小問 18】土曜日と日曜日・祝日の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望について 

未就学児、小学生ともに土日祝に「利用する必要ない」が約６割～９割となっています。 

【未問 28・小問 20】長期休暇期間中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望について 

未就学児は低学年・高学年合わせて「利用したい」が６～７割と高くなっています。また、小学生の

場合、「低学年」での利用希望が高くなっています。 

 

■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（未就学児のみ） 

【未問 29】お子さんが生まれた時、保護者が育児休業を取得したか（一部複数回答） 

保護者の育児休業の取得について、母親は「取得した（取得中）」が約５割と最も多く、次いで「働い

ていなかった」となっています。「取得していない」は１割で、取得していない理由は、「子育てや家事

に専念するため退職した」が多くなっています。 

父親は、「取得していない」が約９割と最も多く、「取得した（取得中である）」が１割となっています。

父親の取得していない理由は「仕事が忙しかった」が多くなっています。 

【未問 30-2】育児休業を「取得した」方 育児休業取得後、職場に復帰したか 

未就学児の母親は「取得後、復帰した」が約７割で最も多く、次いで「現在も育児休業中」が２

割となっています。 

 

■牛久市の子育て環境や支援について 

【未問 30・小問 22】牛久市の子ども・子育て支援に関わる項目の「A 満足度」と「B 必要性（重要性）」 

子ども・子育て支援に関する未就学児の満足度は、「子育てに関する医療・保健の充実」で「満足」が

約４割と最も高くなっています。一方で、「親と子の健康の確保」や「子どもの安全対策」は「不満」が

５割と高くなっています。 

重要性については、ほとんどの項目で「必要」が７～９割以上で重要性が高くなっています。特に「子

育てに関する医療・保健の充実」や「子どもの安全対策」が約９割と最も高くなっています。一方で、

「時代の親の育成支援」は「不必要」が約５割と高くなっています。 

小学生の満足度は、「親と子の健康の確保」で「満足」が約４割と最も高くなっています。一方で、「誰

もが安心・安全に過ごせるまちづくり」は「不満」が３割以上と高くなっています。 

重要性については、ほとんどの項目で「必要」が７～９割以上で重要性が高くなっています。未就学

児同様「子育てに関する医療・保健の充実」が約９割と最も高くなっています。一方で、「ワーク・ライ

フ・バランスの実現」は「不必要」が約５割と高くなっています。  
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【未問 31・小問 23】 牛久市の子育ての環境や支援に関してのご意見について（自由回答） 

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関しては、未就学児、小学生ともに「地域子ども・

子育て支援事業に関すること」についてのご意見・ご要望が最も多くなっています。 

細かくみると、「保育園」や「小学校」などそれぞれ普段過ごしている場所に関するご意見が最も多く

なっています。また、未就学児・小学生で同様に「遊び場・子どもの居場所・公園について」、「その他

（助成金や医療補助など）」に関するご意見・ご要望が多く寄せられています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査結果 

２ 調査結果 
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10.7% 10.6%

2.3%

6.3% 28.4% 11.3% 7.9% 21.3%

0.4%

0.8%

牛久小学校区 岡田小学校区

奥野小学校区 牛久第二小学校区

中根小学校区 向台小学校区

神谷小学校区 ひたち野うしく小学校区

わからない 無回答・無効

（１） 未就学児 
 
 

■お住まいの地域について                                 

問１ お住まいの地区について 

 

地区の内訳は、「中根小学校区」が 28.4％で最も多く、次いで「ひたち野うしく小学校区」が 21.3％、

「向台小学校区」が 11.3％となっています。 

 

■お子さんとご家族の状況について                             

問２ お子さんの生年月 

  

年齢別の内訳は、「４歳児」が 23.2％と最も多く、次いで「３歳児」が 18.0％、「１歳児」が 16.4％

となっています。 

 

問３ お子さんのきょうだい数について（末子の年齢） 

 

「１人」きょうだいが 60.7％と最も多く、半数以上を占めており、次いで「２人」が 28.6％となっ

ています。 

票数 %

1 牛久小学校区 80 10.7%

2 岡田小学校区 79 10.6%

3 奥野小学校区 17 2.3%

4 牛久第二小学校区 47 6.3%

5 中根小学校区 212 28.4%

6 向台小学校区 84 11.3%

7 神谷小学校区 59 7.9%

8 ひたち野うしく小学校区 159 21.3%

9 わからない 3 0.4%

無回答・無効 6 0.8%

合計 746 100.0%

票数 %

1 0歳児 86 11.5%

2 1歳児 122 16.4%

3 2歳児 101 13.5%

4 3歳児 134 18.0%

5 4歳児 173 23.2%

6 5歳児 103 13.8%

7 6歳児 27 3.6%

無回答・無効 0 0.0%

合計 746 100.0%

票数 %

1 1人 453 60.7%

2 2人 213 28.6%

3 3人 30 4.0%

4 4人 4 0.5%

無回答・無効 46 6.2%

合計 746 100.0%

11.5% 16.4% 13.5% 18.0% 23.2% 13.8%

3.6%

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児

4歳児 5歳児 6歳児 無回答・無効

60.7% 28.6% 4.0%

0.5%

6.2%

1人 2人 3人 4人 無回答・無効



未就学児調査結果 
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末子の年齢について 

 

末子の年齢は「1 歳」が 14.1%と最も多く、次いで「2 歳」が 11.0%、「0 歳」が 10.9%となっ

ています。 

 

問４ 調査票の回答者について 

問５ 調査票に回答いただいている方の配偶関係について 

 

 

 

 

問６ お子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている方について 

 

 

 

 

 

 

  

回答者は「母親」が 91.6%、「父親」が 8.0%で、９割以上が「母親」となっています。 

「配偶者がいる」が 96.6%、「配偶者はいない」が 3.1%となっています。 

「父母ともに」が 57.5%で最も多く、次いで「主に母親」が 42.0%となっています。 

票数 %

1 0歳 81 10.9%

2 1歳 105 14.1%

3 2歳 82 11.0%

4 3歳 64 8.6%

5 4歳 25 3.4%

6 5歳 18 2.4%

7 6歳 5 0.7%

無回答・無効 366 49.1%

合計 746 100.0%

0.0%

10.9%

14.1%

11.0%

8.6%

3.4%

2.4%

0.7%

49.1%

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

票数 %

1 母親 683 91.6%

2 父親 60 8.0%

3 その他 2 0.3%

無回答・無効 1 0.1%

合計 746 100.0%

91.6% 8.0%

0.3%

0.1%

母親 父親 その他 無回答・無効

票数 %

1 配偶者がいる 721 96.6%

2 配偶者はいない 23 3.1%

無回答・無効 2 0.3%

合計 746 100.0%

96.6%

3.1%

0.3%

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答・無効

票数 %

1 父母ともに 429 57.5%

2 主に母親 313 42.0%

3 主に父親 1 0.1%

4 主に祖父母 0 0.0%

5 その他 2 0.3%

無回答・無効 1 0.1%

合計 746 100.0%

57.5% 42.0%

0.1%

0.3%

0.1%

父母ともに 主に母親 主に父親

主に祖父母 その他 無回答・無効



 

-12- 

■子どもの育ちをめぐる環境について                            

問７ 子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方（施設）について（複数回答） 

 

問８ 子育て（教育を含む）に、影響すると思われる環境について（複数回答） 

 
 

 

 

  

票数 %

1 父母ともに 503 67.4%

2 母親 198 26.5%

3 父親 17 2.3%

4 祖父母 201 26.9%

5 幼稚園 105 14.1%

6 保育園 297 39.8%

7 認定子ども園 38 5.1%

8 その他 27 3.6%

無回答・無効 1 0.1%

合計 1387 185.9%

票数 %

1 家庭 717 96.1%

2 地域 354 47.5%

3 幼稚園 241 32.3%

4 保育園 412 55.2%

5 認定こども園 107 14.3%

6 その他 60 8.0%

無回答・無効 2 0.3%

合計 1893 253.8%

子育てに関わっている人は、「父母ともに」が 67.4%と最も多く、半数以上を占めており、 

次いで「祖父母」が 26.9%、「母親」が 26.5%となっています。 

 施設については、「保育園」が 39.8%と最も多く、次いで「幼稚園」が 14.1%となっています。 

「その他」の回答では、「託児所（施設）」や「曾祖父母」等が多く挙げられています。他に「叔母」、

「のぞみ園（施設）」、「子育て広場（施設）」等の回答がありました。 

子育てに影響する環境は、「家庭」が 96.1%と最も多く、次いで「保育園」が 55.2%、「地域」が

47.5%となっています。また、問７と同様に、施設については「保育園」、「幼稚園」（32.3%）が多

い割合となっています。 

「その他」の回答では、「託児所（施設）」や「のぞみ園（施設）」、「祖父母」等が多く挙げられてい

ます。他に、「両親の実家」、「両親の職場」、「子育て支援センター（施設）」等の回答がありました。 

67.4%

26.5%

2.3%

26.9%

14.1%

39.8%

5.1%

3.6%

0.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

96.1%

47.5%

32.3%

55.2%

14.3%

8.0%

0.3%

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



未就学児調査結果 
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問９ 保育所等施設の通所の有無に関わらず、日頃お子さんをみてもらえる親族・知人はいるか（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９-１ 問９で「１」・「２」に○した方 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況について（複数回答） 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 61.8%と最も多く、次いで「日

常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 21.6%となっており、合わせて「祖父母等の親族にみても

らえる」が 8 割以上を占めています。 

友人・知人については、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」が

5.8%となっており、「いずれもいない」の 18.2%よりも少なくなっています。 

祖父母等の親族に「安心してみてもらえる」が 44.2%と最も多くなっています。 

一方で、「身体的負担」、「精神的負担」が心配と感じている方も合わせて 61.8%、また、「自分たち

親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」も 28.3%となっており、子どもをみてもらうこ

とに心苦しさを感じている方が多くなっています。 

「その他」の回答では、「高齢なので頼みにくい」、「遠方のため気軽に預けるのが難しい」等の回答

がありました。 

票数 %

1
祖父母等の親族の身体的・精神的な負担
や時間的制約を心配することなく、安心し
て子どもをみてもらえる

258 44.2%

2
祖父母等の親族の身体的負担が大きく
心配である

186 31.8%

3
祖父母等の親族の時間的制約や精神
的な負担が大きく心配である

175 30.0%

4
自分たち親の立場として、負担をかけて
いることが心苦しい

165 28.3%

5
子どもの教育や発達にとってふさわしい
環境であるか、少し不安がある

56 9.6%

6 その他 26 4.5%

無回答・無効 3 0.5%

合計 869 148.8%

44.2%

31.8%

30.0%

28.3%

9.6%

4.5%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

票数 %

1
日常的に祖父母等の親族にみてもらえ
る

161 21.6%

2
緊急時もしくは用事の際には祖父母等
の親族にみてもらえる

461 61.8%

3
日常的に子どもをみてもらえる友人・知
人がいる

12 1.6%

4
緊急時もしくは用事の際には子どもをみ
てもらえる友人・知人がいる

43 5.8%

5 いずれもいない 136 18.2%

無回答・無効 13 1.7%

合計 826 110.7%

21.6%

61.8%

1.6%

5.8%

18.2%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問９-２ 問９で「３」・「４」に○した方 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況について  （複数回答） 

 

 

問 10 子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人（場所）はいる/あるか 

 

 

 

 

  

票数 %

1
友人・知人の親族の身体的・精神的な負担
や時間的制約を心配することなく、安心し
て子どもをみてもらえる

21 42.9%

2
友人・知人の親族の身体的負担が大き
く心配である

3 6.1%

3
友人・知人の親族の時間的制約や精神
的な負担が大きく心配である

12 24.5%

4
自分たち親の立場として、負担をかけて
いることが心苦しい

17 34.7%

5
子どもの教育や発達にとってふさわしい
環境であるか、少し不安がある

1 2.0%

6 その他 3 6.1%

無回答・無効 10 20.4%

合計 67 136.7%

友人・知人に「安心してみてもらえる」が 42.9%と最も多くなっています。 

一方で、「自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」が 34.7%となっており、ま

た、「身体的負担」、「精神的負担」が心配と感じている方も合わせて 30.6%となっていることから、子

どもをみてもらうことに心苦しさを感じている方が多くなっています。 

「その他」の回答では、「頼れる友人はいるが、そうした状況になったことがない」等の回答があり

ました。 

子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる先がある人は 90.2%、ない人は 4.2%となっ

ています。 

42.9%

6.1%

24.5%

34.7%

2.0%

6.1%

20.4%

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

票数 %

1 ある 673 90.2%

2 ない 31 4.2%

無回答・無効 42 5.6%

合計 746 100.0%

90.2%

4.2%

5.6%

ある ない 無回答・無効
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問 10-1 問 10 で「１．いる/ある」に○をした方 子育てに関して、気軽に相談できる先について（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

相談先については、「祖父母等の親族」が 81.0%と最も多く、次いで「友人や知人」（76.7%）、「保

育士」（27.8%）となっています。 

「その他」の回答としては、「のぞみ園（施設）」、「職場」、「姉」等の回答がありました。 

81.0%

76.7%

10.1%

18.0%

12.0%

27.8%

15.6%

0.0%

15.5%

1.9%

5.3%

0.0%

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

1 祖父母等の親族 545 81.0%

2 友人や知人 516 76.7%

3 近所の人 68 10.1%

4 子育て支援施設（子育て広場等）・NPO 121 18.0%

5 保健所・保健センター 81 12.0%

6 保育士 187 27.8%

7 幼稚園教諭 105 15.6%

8 民生委員・児童委員 0 0.0%

9 かかりつけの医師 104 15.5%

10
市の子育て関連担当窓口（市家庭児童
相談室等）

13 1.9%

11 その他 36 5.3%

無回答・無効 0 0.0%

合計 1776 263.9%
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問 11 毎日の育児で大変なことや困っていることはあるか（複数回答） 牛久市独自設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11-1 問 11 で「１.～10.」のいずれかに○をつけた方 育児で大変な時や困っていることに対してどのよう

な支援が必要か（複数回答） 牛久市独自設問 

  

票数 %

1 話を聞いてくれて助言をしてくれる 278 49.4%

2
地域の人が何時間か子どもを預かってく
れる

79 14.0%

3
日中、何時間か子どもを預かってくれる
施設

283 50.3%

4
１泊以上の泊まりで子どもを預かってくれ
る施設

51 9.1%

5 支援は必要ない 85 15.1%

6 その他 43 7.6%

無回答・無効 16 2.8%

合計 835 148.3%

毎日の育児について、「子どもに手がかかるので、いつも時間に追われている」が 41.7％と最も多

く、次いで「育児疲れがたまり毎日疲労感が取れない」が 33.9%、「子どもがわずらわしくてイライラ

してしまうことがある」が 29.9%となっています。 

また、「特に困っていることはない」は 23.5%となっています。 

困っていることに対して必要な支援については「日中、何時間か子どもを預かってくれる施設」が

50.3%と最も多く、次いで「話を聞いてくれて助言をしてくれる」が 49.4%となっています。 

「その他」では、「家事代行」「子どもが遊べる施設」「金銭的支援」「父親が子育て・家事に意識を向

ける為のイベント」等の回答がありました。 

33.9%

4.2%

41.7%

29.9%

22.8%

16.9%

8.4%

25.1%

11.7%

8.0%

23.5%

1.5%

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

1
育児疲れがたまり毎日疲労感が取れな
い

253 33.9%

2 毎日の生活にやる気がおきない 31 4.2%

3
子どもに手がかかるので、いつも時間に
追われている

311 41.7%

4
子どもがわずらわしくてイライラしてしまう
ことがある

223 29.9%

5
子どものことでどうしたらよいかわからなく
なることがある

170 22.8%

6
子どもをおいて外出するのは心配で仕
方ない

126 16.9%

7
自分ひとりで子どもを育てているのだと
いう圧迫感を感じてしまう

63 8.4%

8
毎日、同じことの繰り返ししかしていない
と思う

187 25.1%

9
経済的に余裕がなく、子供を育てること
に不安がある

87 11.7%

10
子どもを育てるために、がまんばかりして
いると思う

60 8.0%

11 特に困っていることはない 175 23.5%

無回答・無効 11 1.5%

合計 1697 227.5%

49.4%

14.0%

50.3%

9.1%

15.1%

7.6%

2.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
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問 11-2 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者等）からどのようなサポートがあれ

ばよいか(自由記述/項目別に整理) 

 
 

 

  

票数 %

1 教育・保育施設について 64 22.9%

2 預かり等について 62 22.2%

3 相談先について 56 20.1%

4 情報等について 10 3.6%

5 ファミリーサポートセンター等について 4 1.4%

6
子どもの居場所・あそび場・公園につい
て

18 6.5%

7
子育て支援センター（子育て広場）等に
ついて

21 7.5%

8 安心安全・交通等について 8 2.9%

9
その他（助成金、医療福祉費、病院、障が
い児・療養施設、講座・イベント、他等）

84 30.1%

合計 327 117.2%

子育て（教育を含む）をする上で望ましいサポートについては、「その他（助成金、医療福祉費、病

院、障がい児・療養施設、講座・イベント、他等）」に関する意見が 30.1%と最も多く、次いで、「教

育・保育施設について」が 22.9%、「預かり等について」が 22.2%となっています。 

主な意見としては、「その他」は「家事の支援」、「地域との交流会」、「医療費の補助」等の回答があり

ました。「教育・保育施設について」は「病児保育」、「保育園の送迎」等の回答がありました。 

「預かり等について」は「土日でも預けられる施設」、「当日でも預けられる施設」等の回答がありまし

た。 

22.9%

22.2%

20.1%

3.6%

1.4%

6.5%

7.5%

2.9%

30.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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■お子さんの保護者の就労状況について                         

問 12 保護者の方の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）について 

母親 

 
 

(2)父親 

 

 

  

票数 %

1
フルタイムで働いており、産休・育休・介
護休業中ではない

160 21.4%

2
フルタイムで働いているが、産休・育休・
介護休業中である

110 14.7%

3
短時間就労で働いており、産休・育休・
介護休業中ではない

172 23.1%

4
短時間就労で働いているが、産休・育
休・介護休業中である

25 3.4%

5
以前は働いていたが、現在は働いてい
ない

266 35.7%

6 これまで働いたことがない 9 1.2%

無回答・無効 4 0.5%

合計 746 100.0%

票数 %

1
フルタイムで働いており、産休・育休・介
護休業中ではない

708 94.9%

2
フルタイムで働いているが、産休・育休・
介護休業中である

1 0.1%

3
短時間就労で働いており、産休・育休・
介護休業中ではない

4 0.5%

4
短時間就労で働いているが、産休・育
休・介護休業中である

0 0.0%

5
以前は働いていたが、現在は働いてい
ない

1 0.1%

6 これまで働いたことがない 0 0.0%

無回答・無効 32 4.3%

合計 746 100.0%

母親は「以前は働いていたが、現在は働いていない」が 35.7%と最も多くなっています。 

また、産休・育休・介護休業中を含め、「フルタイムで就労中」が 36.1%、「短時間就労中」が 26.5%

で、合わせて 62.6%が就労中です。 

 父親は産休・育休・介護休業中を含め、「フルタイムで就労中」が 95.0%、「短時間就労中」が 0.5%

で、合わせて 95.5%が就労中です。 

21.4% 14.7% 23.1%

3.4%

35.7%

1.2% 0.5%

フルタイムで働いており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで働いているが、産休・育休・介護休業中である

短時間就労で働いており、産休・育休・介護休業中ではない

短時間就労で働いているが、産休・育休・介護休業中である

以前は働いていたが、現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答・無効

94.9%

0.1% 0.5%

0.1%

4.3%

フルタイムで働いており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで働いているが、産休・育休・介護休業中である

短時間就労で働いており、産休・育休・介護休業中ではない

短時間就労で働いているが、産休・育休・介護休業中である

以前は働いていたが、現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答・無効
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問 12-1 問 12 で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方  週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時

間（残業時間を含む）」について また、家を出る時刻と帰宅時刻について 

(1)母親 

 

 

 

 

 

週当たりの「就労日数」

票数 %

1 1日 6 1.3%

2 2日 12 2.6%

3 3日 26 5.6%

4 4日 62 13.3%

5 5日 333 71.3%

6 6日 19 4.1%

7 7日 1 0.2%
無回答・無効 8 1.7%

合計 467 100.0%

日当たりの「就労時間」
票数 %

1 1時間 0 0.0%
2 2時間 2 0.4%
3 3時間 5 1.1%
4 4時間 14 3.0%
5 5時間 37 7.9%
6 6時間 71 15.2%
7 7時間 75 16.1%
8 8時間 179 38.3%
9 9時間 38 8.1%

10 10時間 22 4.7%
11 11時間 6 1.3%
12 12時間 6 1.3%
13 13時間 1 0.2%
14 14時間 0 0.0%
15 15時間 0 0.0%
16 16時間 0 0.0%
17 17時間 0 0.0%
18 18時間 0 0.0%
19 19時間 0 0.0%
20 20時間 0 0.0%
21 21時間 0 0.0%
22 22時間 0 0.0%
23 23時間 0 0.0%
24 24時間 0 0.0%

無回答・無効 11 2.4%

合計 467 100.0%

母親の就労日数については「５日」が 71.3%と最も多く、次いで「４日」が 13.3%となっています。 

母親の就労時間は「８時間」が 38.3%、「7 時間」が 16.1%、「6 時間」が 15.2%となっています。 

1.3%

2.6%

5.6% 13.3% 71.3%

4.1% 0.2%

1.7%

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無回答・無効

0.4% 1.1%
3.0%

7.9%

15.2% 16.1%

38.3%

8.1%

4.7%

1.3% 1.3%
0.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 （時間）
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出る時刻 帰宅時刻
票数 % 票数 %

1 1時 0 0.0% 1時 0 0.0%
2 2時 2 0.4% 2時 0 0.0%
3 3時 5 1.1% 3時 0 0.0%
4 4時 14 3.0% 4時 0 0.0%
5 5時 37 7.9% 5時 0 0.0%
6 6時 71 15.2% 6時 0 0.0%
7 7時 75 16.1% 7時 1 0.2%
8 8時 179 38.3% 8時 0 0.0%
9 9時 38 8.1% 9時 0 0.0%

10 10時 22 4.7% 10時 0 0.0%
11 11時 6 1.3% 11時 2 0.4%
12 12時 6 1.3% 12時 0 0.0%
13 13時 1 0.2% 13時 6 1.3%
14 14時 0 0.0% 14時 4 0.9%
15 15時 0 0.0% 15時 15 3.2%
16 16時 0 0.0% 16時 35 7.5%
17 17時 0 0.0% 17時 86 18.4%
18 18時 0 0.0% 18時 174 37.3%
19 19時 0 0.0% 19時 87 18.6%
20 20時 0 0.0% 20時 26 5.6%
21 21時 0 0.0% 21時 8 1.7%
22 22時 0 0.0% 22時 5 1.1%
23 23時 0 0.0% 23時 0 0.0%
24 24時 0 0.0% 24時 0 0.0%

無回答・無効 11 2.4% 無回答・無効 18 3.9%

合計 467 100.0% 合計 467 100.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

出る時間 帰宅時間

母親の家を出る時刻は、６～８時がピークで、「８時」が 38.3%と最も多く、帰宅時刻は 17～19

時がピークで、「18 時」が 37.3%と最も多くなっています。 
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(2)父親 

 

 

 

 

週当たりの「就労日数」

票数 %

1 1日 0 0.0%

2 2日 1 0.1%

3 3日 2 0.3%

4 4日 5 0.7%

5 5日 536 75.2%

6 6日 134 18.8%

7 7日 12 1.7%
無回答・無効 23 3.2%

合計 713 100.0%

日当たりの「就労時間」
票数 %

1 1時間 0 0.0%
2 2時間 0 0.0%
3 3時間 0 0.0%
4 4時間 1 0.1%
5 5時間 1 0.1%
6 6時間 3 0.4%
7 7時間 6 0.8%
8 8時間 227 31.8%
9 9時間 113 15.8%

10 10時間 141 19.8%
11 11時間 57 8.0%
12 12時間 74 10.4%
13 13時間 24 3.4%
14 14時間 16 2.2%
15 15時間 7 1.0%
16 16時間 5 0.7%
17 17時間 1 0.1%
24 24時間 4 0.6%

無回答・無効 33 4.6%

合計 713 100.0%

父親の就労日数については「５日」が 75.2%と最も多く、次いで「６日」が 18.8%となっています。 

父親の就労時間は「８時間」が 31.8%、次いで「10 時間」が 19.8%となっています。 

0.1% 0.1% 0.4% 0.8%

31.8%

15.8%

19.8%

8.0%
10.4%

3.4%
2.2%

1.0% 0.7% 0.1% 0.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 24（時間）

0.1%

0.3%

0.7%

75.2% 18.8%

1.7%

3.2%

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無回答・無効
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

出る時間 帰宅時間

父親は家を出る時刻は 6～８時がピークで、「７時」が 46.0%と最も多く、帰宅時刻は 18 時～22

時がピークで、「19 時」が 22.0%と最も多くなっています。 

出る時刻 帰宅時刻
票数 % 票数 %

1 1時 0 0.0% 1時 6 0.8%
2 2時 2 0.3% 2時 7 1.0%
3 3時 0 0.0% 3時 1 0.1%
4 4時 9 1.3% 4時 1 0.1%
5 5時 18 2.5% 5時 2 0.3%
6 6時 90 12.6% 6時 0 0.0%
7 7時 328 46.0% 7時 0 0.0%
8 8時 175 24.5% 8時 0 0.0%
9 9時 33 4.6% 9時 1 0.1%

10 10時 4 0.6% 10時 0 0.0%
11 11時 0 0.0% 11時 4 0.6%
12 12時 5 0.7% 12時 4 0.6%
13 13時 3 0.4% 13時 0 0.0%
14 14時 1 0.1% 14時 0 0.0%
15 15時 4 0.6% 15時 1 0.1%
16 16時 1 0.1% 16時 7 1.0%
17 17時 0 0.0% 17時 33 4.6%
18 18時 1 0.1% 18時 103 14.4%
19 19時 1 0.1% 19時 157 22.0%
20 20時 0 0.0% 20時 134 18.8%
21 21時 0 0.0% 21時 102 14.3%
22 22時 0 0.0% 22時 81 11.4%
23 23時 1 0.1% 23時 19 2.7%
24 24時 1 0.1% 24時 13 1.8%

無回答・無効 36 5.0% 無回答・無効 37 5.2%

合計 713 100% 合計 713 100.0%
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問 13 問 12 で「３.・４.」（短時間の就労をしている）に○をつけた方 フルタイムへの転換希望はあるか 

(1)母親 

 
 

(2)父親 

 

 

問 14 問 12 で「５.以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６.これまで就労したことがない」

に○をつけた方 就労希望はあるか 

(1)母親 

 

 

票数 %

1
フルタイムへ転換の希望があり、実現で
きる見込みがある

24 12.2%

2
フルタイムへ転換の希望はあるが、実現
できる見込みはない

52 26.4%

3 短時間就労で働き続けることを希望 111 56.3%

4
短時間就労で働くのをやめて子育てや
家事に専念したい

5 2.5%

無回答・無効 5 2.5%

合計 197 100.0%

票数 %

1
フルタイムへ転換の希望があり、実現で
きる見込みがある

2 50.0%

2
フルタイムへ転換の希望はあるが、実現
できる見込みはない

1 25.0%

3 短時間就労で働き続けることを希望 1 25.0%

4
短時間就労で働くのをやめて子育てや
家事に専念したい

0 0.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 4 100.0%

票数 %

1
子育てや家事などに専念したい（働く予
定予定はない）

47 17.1%

2
1 年より先、一番下の子どもが□□歳に
なったころに就労したい

137 49.8%

3 すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい 78 28.4%

無回答・無効 13 4.7%

合計 275 100.0%

母親は、「短時間の就労を続ける」が 56.3%で最も多くなっています。見込みの有無にかかわらず、

「フルタイムへの転換希望」は合わせて 38.6%となっています。 

母親は「すぐにでも」と「1 年より先」に就労希望は合わせて 78.2%で、特に「1 年より先、一番

下の子どもが◯◯歳になったころに就労したい」が多くなっています。 

一方、希望がない人は 28.4%となっています。 

12.2% 26.4% 56.3%

2.5%

2.5%

フルタイムへ転換の希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへ転換の希望はあるが、実現できる見込みはない

短時間就労で働き続けることを希望

短時間就労で働くのをやめて子育てや家事に専念したい

無回答・無効

50.0% 25.0% 25.0%

フルタイムへ転換の希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへ転換の希望はあるが、実現できる見込みはない

短時間就労で働き続けることを希望

短時間就労で働くのをやめて子育てや家事に専念したい

無回答・無効

17.1% 49.8% 28.4% 4.7%

子育てや家事などに専念したい（働く予定予定はない）

1 年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい

無回答・無効
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(2)父親 

 

 

※対象者なし 

 

  

2に○をつけた方　希望する年齢
票数 %

1 1歳 2 1.5%
2 2歳 5 3.6%
3 3歳 29 21.2%
4 4歳 17 12.4%
5 5歳 8 5.8%
6 6歳 14 10.2%
7 7歳 36 26.3%
8 8歳 8 5.8%
9 9歳 1 0.7%

10 10歳 10 7.3%
11 11歳 0 0.0%
12 12歳 0 0.0%
13 13歳 0 0.0%

無回答・無効 7 5.1%

合計 137 100.0%

3に○をつけた方　就労の希望

票数 %
ア フルタイム 16 20.5%
イ 短時間就労 62 79.5%

無回答・無効 0 0.0%

合計 78 100.0%

イに○をつけた方。週当たりの「希望就労日数」

票数 %

1 1日 1 1.6%

2 2日 2 3.2%

3 3日 33 53.2%

4 4日 20 32.3%

5 5日 6 9.7%
無回答・無効 0 0.0%

合計 62 100.0%

票数 %

1
子育てや家事などに専念したい（働く予
定予定はない）

0 0.0%

2
1 年より先、一番下の子どもが□□歳に
なったころに就労したい

0 0.0%

3 すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい 1 100.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 1 100.0%

2に○をつけた方。希望する年齢

※対象者なし

就労のタイミングは子どもが「7 歳」の時が 26.3%と最も多く、次いで「3 歳」が 21.2%となって

います。 

就労形態は「短時間就労」を希望が 79.5%となっています。 

希望就労日数は「3 日」が 53.2%と最も多く、次いで「4 日」が 32.3%となっています。 

 希望就労時間は「5 時間」が 53.2%と最も多く、次いで「6 時間」が 32.3%となっています。 

1.5%

3.6%

21.2%

12.4%

5.8%

10.2%

26.3%

5.8%

0.7%

7.3%

0.0%

0.0%

0.0%

5.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

20.5% 79.5%

フルタイム 短時間就労 無回答・無効

イに○をつけた方。日当たりの「希望就労時間」

票数 %

1 3時間 1 1.6%

2 4時間 2 3.2%

3 5時間 33 53.2%

4 6時間 20 32.3%

5 7時間 6 9.7%
6 8時間 0 0.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 62 100.0%

100.0%

子育てや家事などに専念したい（働く予定予定はない）

1 年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい

無回答・無効

3に○をつけた方。就労の希望

票数 %
ア フルタイム 1 100.0%
イ 短時間就労 0 0.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 1 100.0%

100.0%

フルタイム 短時間就労 無回答・無効
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■お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について                

問 15 現在、幼稚園や保育所等の「定期的な教育・保育の事業」を利用しているか 

 

 

 

 

 

 

問 15-1 【問 15-1～問 15-4 】は、問 15 で「１.利用している」に○をつけた方 平日どのような教育・保育の

事業を利用しているか。(複数回答） 

 

  

 

  

「利用している」が 64.2%、「利用していない」が 35.3%となっています。 

利用している平日の教育・保育の事業は、「認可保育園」が 57.4%と最も多く、次いで「幼稚園」が

25.3%、「認定こども園」が 9.0%となっています。 

「その他」では、「こども発達支援センターのぞみ園」、「職場の託児所」、「保育園の一時預かり」等

の回答がありました。 

64.2% 35.3%

0.5%

利用している 利用していない 無回答・無効

票数 %

1 利用している 479 64.2%

2 利用していない 263 35.3%

無回答・無効 4 0.5%

合計 746 100.0%

票数 %

1 幼稚園（通常の就園時間の利用） 121 25.3%

2
幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延

長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）
22 4.6%

3
認可保育園（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もの）
275 57.4%

4
認定こども園
（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）

43 9.0%

5
小規模保育施設（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もの）
7 1.5%

6
家庭的保育（保育者の家庭等で５人以下の

子どもを保育する事業)
0 0.0%

7
事業所内保育施設 （企業が主に従業員用

に運営する施設）
23 4.8%

8
自治体の認証・認定保育施設（許可保育

所ではないが、自治体が認証・認定した施設）
3 0.6%

9 その他の認可外の保育施設 9 1.9%

10
居宅訪問型保育（ベビーシッターのように保

育者が子どもの家庭で保育する事業）
0 0.0%

11
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）

1 0.2%

12 その他 17 3.5%

無回答・無効 1 0.2%

合計 522 109.0%

25.3%

4.6%

57.4%

9.0%

1.5%

0.0%

4.8%

0.6%

1.9%

0.0%

0.2%

3.5%

0.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 15-2 平日に教育・保育の事業をどのくらい利用しているか。また利用の希望について 

(1) 1 週当たり利用日数 

 
 

(2) 1 日当たり利用時間 

 

(１)1週当たり利用日数

現在 ％ 希望 ％

1 1日 6 1.3% 2 0.4%

2 2日 5 1.0% 2 0.4%

3 3日 6 1.3% 4 0.8%

4 4日 16 3.3% 8 1.7%

5 5日 418 87.3% 280 58.5%

6 6日 21 4.4% 34 7.1%

7 7日 0 0.0% 2 0.4%

無回答・無効 7 1.5% 147 30.7%

合計 479 100.0% 479 100.0%

0.0%

現在 ％ 希望 ％

1 1時間 2 0.4% 2 0.4%

2 2時間 7 1.5% 1 0.2%

3 3時間 1 0.2% 2 0.4%

4 4時間 20 4.2% 1 0.2%

5 5時間 42 8.8% 13 2.7%

6 6時間 48 10.0% 26 5.4%

7 7時間 47 9.8% 40 8.4%

8 8時間 75 15.7% 64 13.4%

9 9時間 70 14.6% 49 10.2%

10 10時間 103 21.5% 72 15.0%

11 11時間 38 7.9% 32 6.7%

12 12時間 12 2.5% 0 0.0%

13 13時間 1 0.2% 2 0.4%

無回答・無効 13 2.7% 175 36.5%

合計 479 100.0% 479 100.0%

教育・保育の事業の週当たりの利用日数は、「現在」は「５日」の利用が 87.3％、「希望」も「５日」

が 58.5%と最も多くなっています。 

 利用時間について、「現在」は「10 時間」（21.5%）が最も多く、次いで「8 時間」（15.7%）、「9

時間」（14.6%）となっています。 

利用希望時間は「10 時間」（15.0%）が最も多く、次いで「8 時間」（13.4%）となっています。 

1.3%

1.0%

1.3%

3.3%

87.3%

4.4%

0.0%

1.5%

0.4%

0.4%

0.8%

1.7%

58.5%

7.1%

0.4%

30.7%

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

現在 希望

0.4%

1.5%

0.2%

4.2%

8.8%

10.0%

9.8%

15.7%

14.6%

21.5%

7.9%

2.5%

0.2%

2.7%

0.4%

0.2%

0.4%

0.2%

2.7%

5.4%

8.4%

13.4%

10.2%

15.0%

6.7%

0.0%

0.4%

36.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

現在 希望
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(3) 利用の開始時間・終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 希望の利用開始・終了時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15-3 現在、利用している教育・保育事業の実施場所について 

「現在」の利用開始時間は７～９時がピークで、「8 時」が 38.8%と最も多くなっています。 

終了時間は、14 時と 16 時～18 時がピークで、「18 時」が 27.6%で最も多くなっています。 

 「希望」の開始時間は同様に「8 時」が 29.4%と最も多く、終了時間も「18 時」が 18.6%と最も

多くなっています。 

利用している教育・保育事業等の実施場所は「牛久市内」が 88.1%、「他の市町村」が 10.4%とな

っています。その他の市町村は、「つくば市」、「土浦市」等が多く、ほか「稲敷市」、「龍ケ崎市」等の回

答がありました。 

開始 ％ 終了 ％

1 6時 0 0.0% 0 0.0%

2 7時 72 15.0% 0 0.0%

3 8時 186 38.8% 0 0.0%

4 9時 166 34.7% 0 0.0%

5 10時 34 7.1% 0 0.0%

6 11時 0 0.0% 2 0.4%

7 12時 0 0.0% 5 1.0%

8 13時 0 0.0% 2 0.4%

9 14時 2 0.4% 74 15.4%

10 15時 1 0.2% 37 7.7%

11 16時 0 0.0% 76 15.9%

12 17時 0 0.0% 114 23.8%

13 18時 0 0.0% 132 27.6%

14 19時 0 0.0% 22 4.6%

15 20時 0 0.0% 2 0.4%

無効・無回答 18 3.8% 13 2.7%

合計 479 100.0% 479 100.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

6時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時

現在の開始時間 現在の終了時間

希望の開始時間 希望の終了時間

開始 ％ 終了 ％

1 6時 1 0.2% 0 0.0%

2 7時 53 11.1% 0 0.0%

3 8時 141 29.4% 0 0.0%

4 9時 109 22.8% 0 0.0%

5 10時 15 3.1% 0 0.0%

6 11時 0 0.0% 1 0.2%

7 12時 0 0.0% 0 0.0%

8 13時 0 0.0% 1 0.2%

9 14時 1 0.2% 14 2.9%

10 15時 2 0.4% 26 5.4%

11 16時 0 0.0% 75 15.7%

12 17時 0 0.0% 77 16.1%

13 18時 0 0.0% 89 18.6%

14 19時 0 0.0% 33 6.9%

15 20時 0 0.0% 5 1.0%

無効・無回答 157 32.8% 158 33.0%

合計 479 100.0% 479 100.0%

88.1% 10.4%

1.5%

牛久市内 他の市区町村 無回答・無効

票数 %

1 牛久市内 422 88.1%

2 他の市区町村 50 10.4%

無回答・無効 7 1.5%

合計 479 100.0%
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問 15-4 平日に定期的な教育・保育の事業を利用されている理由について(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15-5 問 15 で「２．利用していない」に○をつけた方 利用していない理由について(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用していない理由については、「子どもがまだ小さいため〇〇歳くらいになったら利用しようと考

えている」が 58.2%と最も多く、次いで「利用する必要がない」が 40.7%となっています。 

利用している理由としては、「子育てをしている方が現在働いている」が 72.0%と最も多く、次いで

「子どもの教育や発達のため」が 57.2％となっています。 

「その他」では、「妊娠、出産後」、「産後のため」、「子どもを見るのが大変だから」等の回答がありま

した。 

57.2%

72.0%

4.0%

0.8%

1.7%

0.2%

0.8%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%票数 %

1 子どもの教育や発達のため 274 57.2%

2
子育て（教育を含む）をしている方が現
在働いている

345 72.0%

3
子育て（教育を含む）をしている方が働く
予定がある／求職中である

19 4.0%

4
子育て（教育を含む）をしている方が家
族・親族などを介護している

4 0.8%

5
子育て（教育を含む）をしている方が病
気や障がいがある

8 1.7%

6
子育て（教育を含む）をしている方が学
生である

1 0.2%

7 その他 4 0.8%

無回答・無効 4 0.8%

合計 659 137.6%

票数 %

1
（子どもの教育や発達のため、子どもの母
親か父親が就労していないなどの理由で）
利用する必要がない

107 40.7%

2 子どもの祖父母や親戚の人がみている 12 4.6%

3
近所の人や父母の友人・知人がみてい
る

0 0.0%

4
利用したいが、保育・教育の事業（幼稚
園や保育所など）に空きがない

39 14.8%

5
利用したいが、経済的な理由で事業を
利用できない

7 2.7%

6
利用したいが、延長・夜間等の時間帯
の条件が合わない

1 0.4%

7
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

3 1.1%

8
子どもがまだ小さいため□□歳くらいに
なったら利用しようと考えている

153 58.2%

9 子育ては楽しいので、自分で育てたい 41 15.6%

10 その他 0 0.0%

無回答・無効 2 0.8%

合計 365 138.8%

0.0%

40.7%

4.6%

0.0%

14.8%

2.7%

0.4%

1.1%

58.2%

15.6%

0.0%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問 16 利用の有無にかかわらず、「定期的に」利用したい平日の教育・保育の事業について（複数回答） 

 

  

年齢（８.を選んだ方）
票数 %

1 0歳 1 0.7%
2 1歳 51 33.3%
3 2歳 11 7.2%
4 3歳 64 41.8%
5 4歳 24 15.7%
6 5歳 1 0.7%
7 6歳以上 0 0.0%

無回答・無効 1 0.7%

合計 153 100.0%

票数 %

1 幼稚園（通常の就園時間の利用） 410 55.0%

2
幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延

長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）
236 31.6%

3
認可保育園（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）

429 57.5%

4
認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併

せ持つ施設）
266 35.7%

5
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）

61 8.2%

6
家庭的保育（保育者の家庭等で５人以下の

子どもを保育する事業）
11 1.5%

7
事業所内保育施設（企業が主に従業員用

に運営する施設）
80 10.7%

8
自治体の認証・認定保育施設（認可保育

園ではないが、自治体が認証・認定した施設）
21 2.8%

9 その他の認可外の保育施設 17 2.3%

10
居宅訪問型保育（ベビーシッターのように保

育者が子どもの家庭で保育する事業）
29 3.9%

11
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）
77 10.3%

12 その他 14 1.9%

無回答・無効 14 1.9%

合計 1665 223.2%

子どもの年齢については、「３歳」が 41.8%で最も多く、次いで「1 歳」が 33.3%となっています。 

「その他」では、「育休中のため」、「申請中のため」、「利用したいが入所条件に当てはまらない」、「空

きがない」等の回答がありました。 

利用したい平日の教育・保育の事業については、「認可保育園」が 57.5%と最も多く、次いで「幼稚

園」が 55.0%、「認定こども園」が 35.7%となっています。 

「その他」では、「のぞみ園」、「居宅訪問型保育」等の回答がありました。 

0.7%

33.3% 7.2% 41.8% 15.7%

0.7%

0.7%

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳以上 無回答・無効

55.0%

31.6%

57.5%

35.7%

8.2%

1.5%

10.7%

2.8%

2.3%

3.9%

10.3%

1.9%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問 16-1 問 16 で「１．幼稚園（通常の就園時間利用）」または「２．幼稚園の預かり保育」に○をつけ、    

かつ３～12（他の事業）にも○をした方 特に幼稚園（幼稚園の預かり保育を含む）の利用を強く希望するか 

 

 

  

票数 %

1 はい 165 64.5%

2 いいえ 85 33.2%

無回答・無効 6 2.3%

合計 256 100.0%

「強く希望する（はい）」が６4.5%、「希望しない（いいえ）」が 33.2%となっています。 

64.5% 33.2%

2.3%

はい いいえ 無回答・無効
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■お子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について                     

問 17 現在、子育て広場を利用しているか（複数回答） 

   
 

 
 

 

  

票数 %

1
子育て広場（「すくすく広場」、「のびのび広

場」、「にこにこ広場」、「出張広場」等）
187 25.1%

2
認可保育園で実施している類似の事業
（「にこにこキッズ」「いちごくらぶ」等）

63 8.4%

3 利用していない 532 71.3%

無回答・無効 12 1.6%

合計 794 106.4%

問17で１と答えた方　

■子育て広場の利用回数

票数 %

1 週に１回 37 19.8%

2 週に２回 8 4.3%

3 週に３回 10 5.3%

4 週に４回 4 2.1%

5 週に５回以上 1 0.5%

6 月に１回 75 40.1%

7 月に２回 35 18.7%

8 月に３回 16 8.6%

9 月に４回 6 3.2%

10 月に５回 5 2.7%

11 月に６回 4 2.1%

12 月に７回以上 10 5.3%
無回答・無効 8 4.3%

合計 219 117.1%

問17で２と答えた方　

■認可保育園で実施している類似事業の利用回数

票数 %

1 週に１回 8 12.7%

2 週に２回 8 12.7%

3 週に３回 2 3.2%

4 週に４回 1 1.6%

5 週に５回以上 1 1.6%

6 月に１回 23 36.5%

7 月に２回 10 15.9%

8 月に３回 8 12.7%

9 月に４回 3 4.8%

10 月に５回 0 0.0%

11 月に６回 2 3.2%

12 月に７回以上 4 6.3%
無回答・無効 1 1.6%

合計 71 112.7%

子育て広場については、「利用していない」が 71.3%で最も多くなっています。 

利用している方は「子育て広場」（25.1%）の利用が多く、利用回数は「月に１回」が 40.1%で最

も多くなっています。 

認可保育園で実施している類似事業の利用回数も「月に 1 回」が 36.5%と最も多くなっています。 

利用していない理由については、「まだ小さいため」、「行く時間がとれない」、「保育園（幼稚園）に

通っているため」、「必要がないため」等の回答がありました。 

25.1%

8.4%

71.3%

1.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

19.8%

4.3%

5.3%

2.1%

0.5%

40.1%

18.7%

8.6%

3.2%

2.7%

2.1%

5.3%

4.3%

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

12.7%

12.7%

3.2%

1.6%

1.6%

36.5%

15.9%

12.7%

4.8%

0.0%

3.2%

6.3%

1.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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問 18 子育て広場等について、「今は利用していないができれば今後利用したい」 あるいは、「利用日数を

増やしたい」と思うか 

  
 

  

 

  

票数 %

1 利用していないが、今後利用したい 183 24.5%

2
すでに利用しているが、今後利用日数
を増やしたい

112 15.0%

3
新たに利用したり、利用日数を増やした
いとは思わない

394 52.8%

無回答・無効 57 7.6%

合計 746 100.0%

問18で１と答えた方　

■今後利用したい回数

票数 %

1 週に１回 50 27.3%

2 週に２回 14 7.7%

3 週に３回 7 3.8%

4 週に４回 1 0.5%

5 週に５回以上 3 1.6%

6 月に１回 40 21.9%

7 月に２回 51 27.9%

8 月に３回 20 10.9%

9 月に４回 17 9.3%

10 月に５回 2 1.1%

11 月に６回 2 1.1%

12 月に７回以上 8 4.4%
無回答・無効 11 6.0%

合計 226 123.5%

0.0%

問18で２と答えた方　

■今後増やしたい回数

票数 %

1 週に１回 30 26.8%

2 週に２回 12 10.7%

3 週に３回 6 5.4%

4 週に４回 2 1.8%

5 週に５回以上 1 0.9%

6 月に１回 15 13.4%

7 月に２回 20 17.9%

8 月に３回 9 8.0%

9 月に４回 20 17.9%

10 月に５回 7 6.3%

11 月に６回 0 0.0%

12 月に７回以上 11 9.8%
無回答・無効 4 3.6%

合計 137 122.3%

子育て広場について、「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 52.8%と最も多

く、次いで、「利用していないが、今後利用したい」が 24.5%となっています。 

 今後利用したい回数は「月に 2 回」（27.9%）が最も多く、次いで「週に１回」（27.3%）となって

います。また、今後増やしたい回数は「週に 1 回」（26.8%）が最も多く、次いで「月に 2 回」、「月に

4 回」（17.9%）となっています。 

新たな利用や利用日数を増やしたいとは思わない理由については、「時間がない」、「今のままでいい」、

「必要性を感じない」等の回答がありました。 

24.5% 15.0% 52.8% 7.6%

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

無回答・無効

27.3%

7.7%

3.8%

0.5%

1.6%

21.9%

27.9%

10.9%

9.3%

1.1%

1.1%

4.4%

6.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

26.8%

10.7%

5.4%

1.8%

0.9%

13.4%

17.9%

8.0%

17.9%

6.3%

0.0%

9.8%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
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■お子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業の利用希望について     

問 19 土曜日と日曜日・祝日の定期的な教育・保育の事業の利用希望について 

(1) 土曜日 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜日は「利用する必要はない」が 57.9%と最も多くなっています。 

「利用したい」は合わせて 40.1%で、主に「月に１～２回」（29.2%）の利用希望となっています。 

利用の希望開始時間は「８時」（35.1%）が最も多く、次いで「9 時」（33.4%）となっており、終了

時間は「18 時」（25.1%）で最も多く、次いで「17 時」（22.7%）、「16 時」（20.4％）となってい

ます。 

57.9% 10.9% 29.2%

2.0%

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・無効

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

開始時間 終了時間

２、３を選択された方　利用したい時間帯

開始時間 終了時間

票数 % 票数 %

1 1時 0 0.0% 1時 0 0.0%

2 2時 0 0.0% 2時 0 0.0%

3 3時 0 0.0% 3時 0 0.0%

4 4時 0 0.0% 4時 0 0.0%

5 5時 0 0.0% 5時 0 0.0%

6 6時 2 0.7% 6時 0 0.0%

7 7時 49 16.4% 7時 0 0.0%

8 8時 105 35.1% 8時 0 0.0%

9 9時 100 33.4% 9時 0 0.0%

10 10時 23 7.7% 10時 0 0.0%

11 11時 1 0.3% 11時 0 0.0%

12 12時 1 0.3% 12時 12 4.0%

13 13時 3 1.0% 13時 10 3.3%

14 14時 1 0.3% 14時 8 2.7%

15 15時 0 0.0% 15時 24 8.0%

16 16時 0 0.0% 16時 61 20.4%

17 17時 0 0.0% 17時 68 22.7%

18 18時 0 0.0% 18時 75 25.1%

19 19時 0 0.0% 19時 23 7.7%

20 20時 0 0.0% 20時 3 1.0%

21 21時 0 0.0% 21時 1 0.3%

22 22時 0 0.0% 22時 0 0.0%

23 23時 0 0.0% 23時 0 0.0%

24 24時 0 0.0% 24時 0 0.0%

無回答・無効 14 4.7% 無回答・無効 14 4.7%

合計 299 100.0% 合計 299 100.0%

票数 %

1 利用する必要はない 432 57.9%

2 ほぼ毎週利用したい 81 10.9%

3 月に１～２回は利用したい 218 29.2%

無回答・無効 15 2.0%

合計 746 100.0%
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(2) 日曜日・祝日 

 
 

 

 
 

 

  

票数 %

1 利用する必要はない 517 69.3%

2 ほぼ毎週利用したい 12 1.6%

3 月に１～２回は利用したい 170 22.8%

無回答・無効 47 6.3%

合計 746 100.0%

２、３を選択された方　利用したい時間帯

開始時間 終了時間

票数 % 票数 %

1 1時 0 0.0% 1 1時 0 0.0%

2 2時 0 0.0% 2 2時 0 0.0%

3 3時 0 0.0% 3 3時 0 0.0%

4 4時 0 0.0% 4 4時 0 0.0%

5 5時 0 0.0% 5 5時 0 0.0%

6 6時 1 0.5% 6 6時 0 0.0%

7 7時 29 15.9% 7 7時 0 0.0%

8 8時 62 34.1% 8 8時 0 0.0%

9 9時 60 33.0% 9 9時 0 0.0%

10 10時 19 10.4% 10 10時 0 0.0%

11 11時 0 0.0% 11 11時 0 0.0%

12 12時 0 0.0% 12 12時 8 4.4%

13 13時 3 1.6% 13 13時 5 2.7%

14 14時 0 0.0% 14 14時 1 0.5%

15 15時 1 0.5% 15 15時 16 8.8%

16 16時 0 0.0% 16 16時 34 18.7%

17 17時 0 0.0% 17 17時 44 24.2%

18 18時 0 0.0% 18 18時 44 24.2%

19 19時 0 0.0% 19 19時 17 9.3%

20 20時 0 0.0% 20 20時 5 2.7%

21 21時 0 0.0% 21 21時 1 0.5%

22 22時 0 0.0% 22 22時 0 0.0%

23 23時 0 0.0% 23 23時 0 0.0%

24 24時 0 0.0% 24 24時 0 0.0%

無回答・無効 7 3.8% 無回答・無効 7 3.8%

合計 182 100.0% 合計 182 100.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

開始時間 終了時間

日曜日・祝日は「利用する必要はない」が 69.3%と最も多くなっています。 

「利用したい」は合わせて 24.4%で、主に「月に１～２回」（22.8%）の利用を希望しています。 

利用の希望開始時間は「8 時」（34.1%）が最も多く、次いで「9 時」（33.0%）となっており、終了

時間は「17 時」、「18 時」がともに 24.2%で最も多くなっています。 

69.3%

1.6%

22.8% 6.3%

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・無効
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問 19-1 問 19（１）もしくは（２）で、「３.月に１～２回は利用したい」に○をつけた方 毎週ではなく、たまに利

用したい理由について（複数回答） 

   

 

 

  

票数 %

1 月に数回仕事が入るため 172 63.5%

2
平日に済ませられない用事をまとめて済
ませるため

113 41.7%

3 親族の介護や手伝いが必要なため 9 3.3%

4 息抜きのため 104 38.4%

5 その他 33 12.2%

無回答・無効 1 0.4%

合計 432 159.4%

たまに利用したい理由については、「月に数回仕事が入るため」が 63.5%と最も多く、次いで「平

日に済ませられない用事をまとめて済ませるため」が 41.7%、「息抜きのため」が 38.4%となってい

ます。 

「その他」では、「急用の時」、「親以外と過ごす時間を作ってあげたい」、「通院のため」等の回答が

ありました。 

63.5%

41.7%

3.3%

38.4%

12.2%

0.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%



 

-36- 

問 20 「幼稚園」を利用されている方 夏休み・冬休み等長期の休暇期間中の教育・保育の事業の利用希望

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、３を選択された方　利用したい時間帯

開始時間 終了時間
票数 % 票数 %

1 1時 0 0.0% 1 1時 0 0.0%

2 2時 0 0.0% 2 2時 0 0.0%

3 3時 0 0.0% 3 3時 0 0.0%

4 ４時 0 0.0% 4 4時 0 0.0%

5 5時 0 0.0% 5 5時 0 0.0%

6 6時 1 1.3% 6 6時 0 0.0%

7 7時 2 2.6% 7 7時 0 0.0%

8 8時 19 24.4% 8 8時 0 0.0%

9 9時 45 57.7% 9 9時 0 0.0%

10 10時 11 14.1% 10 10時 0 0.0%

11 11時 0 0.0% 11 11時 1 1.3%

12 12時 0 0.0% 12 12時 2 2.6%

13 13時 0 0.0% 13 13時 2 2.6%

14 14時 0 0.0% 14 14時 13 16.7%

15 15時 0 0.0% 15 15時 17 21.8%

16 16時 0 0.0% 16 16時 24 30.8%

17 17時 0 0.0% 17 17時 10 12.8%

18 18時 0 0.0% 18 18時 6 7.7%

19 19時 0 0.0% 19 19時 2 2.6%

20 20時 0 0.0% 20 20時 0 0.0%

21 21時 0 0.0% 21 21時 1 1.3%

22 22時 0 0.0% 22 22時 0 0.0%

23 23時 0 0.0% 23 23時 0 0.0%

24 24時 0 0.0% 24 24時 0 0.0%

無回答・無効 0 0.0% 無回答・無効 0 0.0%

合計 78 100.0% 合計 78 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

開始時間 終了時間

長期休暇中の利用希望については、「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」が合わせて 64.4%で、特に「週に数日利用したい」が 54.5%と多くなっています。 

 希望の開始時間は「９時」(57.7%)が最も多く、次いで「8 時」(24.4%)となっています。終了時間

は「16 時」(30.8%)で最も多く、次いで「15 時」(21.8%)となっています。 

票数 %

1 利用する必要はない 39 32.2%

2 休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 12 9.9%

3 休みの期間中、週に数日利用したい 66 54.5%

無回答・無効 4 3.3%

合計 121 100.0%

32.2% 9.9% 54.5%

3.3%

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・無効
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問 20-1 問 20 で、「３.週に数日利用したい」に○をつけた方 毎日ではなく、たまに利用したい理由について

（複数回答） 

 

 

 

 

 

■お子さんの病気の際の対応について(平日の教育・保育を利用する方(問 15で１に◯)         

問 21 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はあるか 

 
 

  

票数 %

1 週に数回仕事が入るため 20 30.3%

2 買い物等の用事をまとめて済ませるため 35 53.0%

3
親等親族の介護や手伝いが必要なた
め

1 1.5%

4 息抜きのため 36 54.5%

5 その他 18 27.3%

無回答・無効 1 1.5%

合計 111 168.2%

票数 %

1 あった 398 83.1%

2 なかった 78 16.3%

無回答・無効 3 0.6%

合計 479 100.0%

たまに利用したい理由については、「息抜きのため」が 54.5%で最も多く、次いで「買い物等の用事

をまとめて済ませるため」が 53.0%となっています。 

「その他」では、「子どもが長時間自宅だと退屈してしまう」、「自分の体調が悪い時に利用したい」、

「子どもが友達と遊びたいと言うので」等の回答がありました。 

利用出来なかったことが「あった」が 83.1%、「なかった」が 16.3%となっています。 

30.3%

53.0%

1.5%

54.5%

27.3%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

83.1% 16.3%

0.6%

あった なかった 無回答・無効
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問 21-1 問 21「あった」に◯をした方 教育・保育事業が利用できなかった場合、この１年間に行った対処方

法と休んだ日数について（複数回答） 

 
 

休んだ日数 

 

母親が休んだ日数は「5 日」が 20.1%で最も多く、次いで「10 日」が 19.4%となっています。 

父親が休んだ日数は「1 日」が 27.9%で最も多く、次いで「2 日」が 26.0%となっています。 

1年間の対処方法

票数 %

ア 父親が休んだ 154 38.7%

イ 母親が休んだ 294 73.9%

ウ
（同居者を含む）親族・知人に子どもを
みてもらった

148 37.2%

エ
父親又は母親のうち就労していない方
が子どもをみた

101 25.4%

オ 病児・病後児の保育を利用した 15 3.8%

カ
ベビーシッターや民間の一時預かりの
事業所を利用した

9 2.3%

キ ファミリーサポートセンターを利用した 4 1.0%

ク 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 5 1.3%

ケ その他 13 3.3%

無回答・無効 3 0.8%

合計 746 187.4%

ア.父親が休んだ イ.母親が休んだ

票数 % 票数 %

1 1日 43 27.9% 1 1日 20 6.8%

2 2日 40 26.0% 2 2日 23 7.8%

3 3日 20 13.0% 3 3日 29 9.9%

4 4日 5 3.2% 4 4日 6 2.0%

5 5日 19 12.3% 5 5日 59 20.1%

6 6日 4 2.6% 6 6日 3 1.0%

7 7日 4 2.6% 7 7日 15 5.1%

8 8日 2 1.3% 8 8日 6 2.0%

9 9日 0 0.0% 9 9日 0 0.0%

10 10日 9 5.8% 10 10日 57 19.4%

11 15日 1 0.6% 11 12日 4 1.4%

12 20日 1 0.6% 12 13日 1 0.3%

13 30日以上 1 0.6% 13 14日 6 2.0%

無回答・無効 5 3.2% 14 15日 14 4.8%

合計 154 100.0% 15 16日 2 0.7%

16 20日 14 4.8%

17 22日 1 0.3%

18 23日 1 0.3%

19 25日 2 0.7%

20 28日 1 0.3%

21 30日以上 13 4.4%

無回答・無効 17 5.8%

合計 294 100.0%

利用出来なかった場合の対処法としては、「母親が休んだ」が 73.9%で最も多く、次いで「父親が休

んだ」が 38.7%、「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」が 37.2%となっています。 

「その他」では、「職場に連れて行った」、「育児休暇中の親が面倒を見た」等の回答がありました。 

38.7%

73.9%

37.2%

25.4%

3.8%

2.3%

1.0%

1.3%

3.3%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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ウ.親族・知人に子どもをみてもらった日数 エ.父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた日数

票数 % 票数 %

1 1日 21 14.2% 1 1日 9 8.9%

2 2日 12 8.1% 2 2日 12 11.9%

3 3日 22 14.9% 3 3日 11 10.9%

4 4日 4 2.7% 4 4日 5 5.0%

5 5日 35 23.6% 5 5日 6 5.9%

6 6日 3 2.0% 6 6日 0 0.0%

7 7日 7 4.7% 7 7日 7 6.9%

8 8日 3 2.0% 8 8日 3 3.0%

9 9日 0 0.0% 9 9日 0 0.0%

10 10日 19 12.8% 10 10日 11 10.9%

11 11日 1 0.7% 11 12日 1 1.0%

12 13日 1 0.7% 12 14日 2 2.0%

13 20日 7 4.7% 13 15日 8 7.9%

14 30日以上 4 2.7% 14 18日 1 1.0%

無回答・無効 9 6.1% 15 20日 5 5.0%

合計 148 100.0% 16 25日 2 2.0%

17 30日以上 9 8.9%

無回答・無効 9 8.9%

合計 101 100.0%

オ.病児・病後児の保育を利用した日数 カ.ベビーシッター・民間の一時預かりを利用した日数

票数 % 票数 %

1 1日 8 53.3% 1 1日 5 55.6%

2 2日 2 13.3% 2 2日 1 11.1%

3 3日 1 6.7% 3 3日 2 22.2%

4 4日 0 0.0% 4 4日 0 0.0%

5 5日 2 13.3% 5 5日 1 11.1%

6 6日 1 6.7% 無回答・無効 0 0.0%

無回答・無効 1 6.7% 合計 9 100.0%

合計 15 100.0%

キ.ファミリーサポートセンターを利用した日数 ク.仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数

票数 % 票数 %

1 1日 4 100.0% 1 1日 5 100.0%

無回答・無効 0 0.0% 無回答・無効 0 0.0%

合計 4 100.0% 合計 5 100.0%

ケ.その他

票数 %

1 1日 4 30.8%

2 2日 1 7.7%

3 3日 1 7.7%

4 5日 1 7.7%

5 7日 2 15.4%

6 10日 1 7.7%

無回答・無効 3 23.1%

合計 13 100.0%
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問 A 群 問 21-1 で「ア.」「イ.」いずれかに◯をした方                                  

問 21-2 問 21-1 で「ア.」「イ.」いずれかに◯をした方 休んだ際、「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。 利用したい場合、利用希望日数について  

 
 

 
 

 

  

票数 %

1
できれば病児・病後児保育施設等を利
用したい

129 42.2%

2 利用したいとは思わない 175 57.2%

無回答・無効 2 0.7%

合計 306 100.0%

病児・病後児のための保育施設を利用したい日数（年間）

票数 %

1 1日 1 0.8%

2 2日 7 5.4%

3 3日 17 13.2%

4 4日 0 0.0%

5 5日 35 27.1%

6 6日 0 0.0%

7 7日 3 2.3%

8 8日 0 0.0%

9 9日 0 0.0%

10 10日 34 26.4%

11 11日 0 0.0%

12 12日 1 0.8%

13 13日 0 0.0%

14 14日 0 0.0%

15 15日 1 0.8%

16 16日 0 0.0%

17 17日 0 0.0%

18 18日 0 0.0%

19 19日 0 0.0%

20 20日 3 2.3%

21 21日 0 0.0%

22 22日 0 0.0%

23 23日 0 0.0%

24 24日 0 0.0%

25 25日以上 8 6.2%

無回答・無効 19 14.7%

合計 129 100.0%

「利用したいとは思わない」が 57.2%、「できれば利用したい」が 42.2%となっています。 

利用の希望日数は「５日」が 27.1%で最も多く、次いで「10 日」が 26.4%となっています。 

42.2% 57.2%

0.7%

できれば病児・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・無効

0.8%

5.4%

13.2%

0.0%

27.1%

0.0%

2.3%

0.0%

0.0%

26.4%

0.0%

0.8%

0.0%

0.0%

0.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.2%

14.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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問 21-3 問 21-2 で「１.できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた方  

子どもを預ける場合、望ましい事業形態について（複数回答） 

 

 

問 21-4 問 21-2 で「２.利用したいと思わない」に○をつけた方 利用したいと思わない理由（複数回答） 

 

  

票数 %

1
他の施設（例：幼稚園・保育園等）に併設
した施設で子どもを保育する事業

91 70.5%

2
小児科に併設した施設で子どもを保育
する事業

105 81.4%

3
地域住民等が子育て家庭等の身近な
場所で保育する事業
（例：ファミリーサポートセンター等）

18 14.0%

4 その他 6 4.7%

無回答・無効 1 0.8%

合計 221 171.3%

票数 %

1
病児・病後児を他人にみてもらうのは不
安

99 56.6%

2 地域の事業の質に不安がある 9 5.1%

3
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

22 12.6%

4 利用料がかかる・高い 47 26.9%

5 利用料がわからない 23 13.1%

6 親が仕事を休んで対応する 99 56.6%

7 その他 37 21.1%

8 無回答・無効 2 1.1%

合計 338 193.1%

望ましい事業形態については、「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」が 81.4%で最も多

く、次いで「他の施設に併設した施設で子どもを保育する事業」が 70.5%となっています。 

「その他」では、「病児保育専門の看護師がいる施設」、「預かってもらえるなら何でも良い」等の回

答がありました。 

利用したいと思わない理由については、「病児・病後児を他人にみてもらうのは不安」、「親が仕事を

休んで対応する」がともに 56.6%で最も多く、次いで「利用料がかかる・高い」が 26.9%となってい

ます。 

「その他」では、「子どもに精神的負担をかけたくない」、「利用料が高い」、「利用できる病気の種類

が特定されているため」等の回答がありました。 

70.5%

81.4%

14.0%

4.7%

0.8%

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

56.6%

5.1%

12.6%

26.9%

13.1%

56.6%

21.1%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 B 群 問 22-1 で「ウ.」から「ケ.」のいずれかに◯をした方                                  

問 21-5 問 21-1 で「ウ.」から「ケ.」のいずれかに◯をした方 休んだ際、「できれば父母のいずれかが仕事を

休んで看たい」と思ったか。「ウ」～「ケ」に記入した日数のうち仕事を休んで看たかった日数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

票数 %

1 できれば仕事を休んでみたい 135 54.9%

2 休んでみることは非常に難しい 55 22.4%

無回答・無効 56 22.8%

合計 246 100.0%

「できれば仕事を休んで看たい」が 54.9%で最も多く、次いで「休んでみることが難しい」は 22.4%

となっています休んで看たかった日数は「５日」（20.0%）で最も多く、「10 日」（16.3%）、「3 日」

（14.1%）となっています。 

54.9% 22.4% 22.8%

できれば仕事を休んでみたい 休んでみることは非常に難しい

無回答・無効
できれば仕事を休んでみたかった日数

票数 %

1 1日 11 8.1%

2 2日 8 5.9%

3 3日 19 14.1%

4 4日 1 0.7%

5 5日 27 20.0%

6 6日 0 0.0%

7 7日 10 7.4%

8 8日 2 1.5%

9 9日 0 0.0%

10 10日 22 16.3%

11 11日 0 0.0%

12 12日 0 0.0%

13 13日 1 0.7%

14 14日 2 1.5%

15 15日 3 2.2%

16 16日 0 0.0%

17 17日 0 0.0%

18 18日 0 0.0%

19 19日 0 0.0%

20 20日以上 12 8.9%

無回答・無効 17 12.6%

合計 135 100.0%

8.1%

5.9%

14.1%

0.7%

20.0%

0.0%

7.4%

1.5%

0.0%

16.3%

0.0%

0.0%

0.7%

1.5%

2.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

8.9%

12.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
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問 21-6 問 21-5 で「２．休んでみることは非常に難しい」に○をつけた方  

休んでみることは非常に難しい理由について（複数回答） 

 

 

 

■お子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について          

問 22 日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利

用している事業はあるか。ある場合は、１年間のおおよその利用日数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不定期に利用している事業については、「利用していない」が 85.0%で最も多くなっています。 

利用している場合、「幼稚園の預かり保育」が 5.0%、「一時預かり」が 4.6%となっています。 

「その他」では、「病院内のナーサリースクール」等の回答がありました。 

票数 %

1 子どもの看護を理由に休みがとれない 18 32.7%

2 自営業なので休めない 3 5.5%

3 休暇日数が足りないので休めない 16 29.1%

4 その他 26 47.3%

無回答・無効 0 0.0%

合計 63 114.5%

「その他」が 47.3%で最も多く、次いで「子どもの看護を理由に休みがとれない」が 32.7%、 

「休暇日数が足りないので休めない」が 29.1%となっています。 

「その他」では、「仕事の都合でどうしても休めない」、「就労していない親が看護をするため」、「急

な休みを取りづらい」等の回答がありました。 

32.7%

5.5%

29.1%

47.3%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

4.6%

5.0%

0.5%

0.1%

1.6%

1.1%

85.0%

3.9%

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

1
一時預かり（私用など理由を問わずに保育
所や幼稚園などで一時的に子どもを保育
する事業）

34 4.6%

2
幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延
長して預かる事業のうち不定期に利用する
場合のみ）

37 5.0%

3
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）

4 0.5%

4
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、子どもを保護する
事業）

1 0.1%

5
ベビーシッターや民間の一時預かりの
事業所

12 1.6%

6 その他 8 1.1%

7 利用していない 634 85.0%

無回答・無効 29 3.9%

合計 759 101.7%
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１.一時預かりの利用日数 ２.幼稚園の預かり保育の利用日数

票数 % 票数 %

1 1日 3 8.8% 1 1日 1 2.7%

2 2日 4 11.8% 2 2日 1 2.7%

3 3日 4 11.8% 3 3日 4 10.8%

4 5日 6 17.6% 4 4日 1 2.7%

5 8日 1 2.9% 5 5日 3 8.1%

6 10日 3 8.8% 6 7日 1 2.7%

7 12日 2 5.9% 7 10日 10 27.0%

8 15日 1 2.9% 8 15日 1 2.7%

9 16日 1 2.9% 9 20日 3 8.1%

10 20日 1 2.9% 10 30日以上 9 24.3%

11 30日以上 4 11.8% 無回答・無効 3 8.1%

無回答・無効 4 11.8% 合計 37 100.0%

合計 34 100.0%

３.ファミリ・サポート・センター利用日数 ４.夜間養護等事業（トワイライトステイ）の利用日数

票数 % 票数 %

1 3日 1 25.0% 1 5日 1 100.0%

2 12日 1 25.0% 無回答・無効 0 0.0%

3 15日 1 25.0% 合計 1 100.0%

4 30日以上 1 25.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 4 100.0%

５.ベビーシッター・民間の一時預かりの利用日数 ６.その他

票数 % 票数 %

1 1日 1 8.3% 1 1日 1 12.5%

2 2日 2 16.7% 2 3日 1 12.5%

3 3日 3 25.0% 3 5日 1 12.5%

4 4日 2 16.7% 4 30日以上 3 37.5%

5 5日 1 8.3% 無回答・無効 2 25.0%

6 10日 2 16.7% 合計 8 100.0%

7 20日 1 8.3%

無回答・無効 0 0.0%

合計 12 100.0%

利用日数は「幼稚園の預かり保育」で「10 日」（27.0%）が最も多くなっていますが、「30 日以上」

（24.3%）も多くなっています。 

「一時預かり」では「５日」（17.6%）が最も多く、次いで「2 日」、「3 日」、「30 日以上」（11.8%）

となっています。 
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問 22-1 問 22 で「７．利用していない」に◯した方 現在利用していない理由について （複数回答） 

 

問 23 私用、親の通院、不定期の就労等の目的での事業の利用希望について 利用希望の場合は、利用

目的別の年間の希望日数について 

 

 

 

 

  

票数 %

1 特に利用する必要がない 458 72.2%

2 利用したい事業が地域にない 34 5.4%

3 地域の事業の質に不安がある 30 4.7%

4
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
34 5.4%

5 利用料がかかる・高い 70 11.0%

6 利用料がわからない 59 9.3%

7
自分が事業の対象者になるのかどうか
わからない

64 10.1%

8
事業の利用方法（手続き等）がわからな
い

108 17.0%

9 その他 68 10.7%

無回答・無効 4 0.6%

合計 929 146.5%

「特に利用する必要がない」が 72.2%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 17.0%となっています。 

「その他」では、「どこの園も一時保育を行っていなかったため」、「利用したい事業や施設に空きが

なかった」等の回答が多く、利用したい層に情報が届いていないことが課題です。 

「利用する必要はない」が 47.7%、「利用したい」は 44.9%となっています。 

72.2%

5.4%

4.7%

5.4%

11.0%

9.3%

10.1%

17.0%

10.7%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

44.9% 47.7% 7.4%

利用したい 利用する必要はない 無回答・無効

票数 %

1 利用したい 335 44.9%

2 利用する必要はない 356 47.7%

無回答・無効 55 7.4%

合計 746 100.0%
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１と答えた方　利用目的

票数 %

ア 
私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の

習い事等）、リフレッシュ目的
239 71.3%

イ
冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を

含む）や親の通院 等
194 57.9%

ウ 不定期の就労 85 25.4%

エ その他 16 4.8%

無回答・無効 4 1.2%

合計 538 160.6%

必要な日数

ア  私用、リフレッシュ目的での利用希望日数

票数 % 票数 %

1 1日 6 2.5% 1 1日 9 4.6%

2 2日 7 2.9% 2 2日 19 9.8%

3 3日 22 9.2% 3 3日 28 14.4%

4 4日 2 0.8% 4 4日 3 1.5%

5 5日 24 10.0% 5 5日 38 19.6%

6 6日 9 3.8% 6 6日 9 4.6%

7 7日 5 2.1% 7 7日 5 2.6%

8 10日 52 21.8% 8 8日 2 1.0%

9 12日 57 23.8% 9 10日 32 16.5%

10 14日 1 0.4% 10 12日 23 11.9%

11 15日 3 1.3% 11 14日 1 0.5%

12 16日 1 0.4% 12 15日 3 1.5%

13 20日 11 4.6% 13 20日 6 3.1%

14 24日 8 3.3% 14 25日以上 6 3.1%

15 25日以上 21 8.8% 無回答・無効 10 5.2%

無回答・無効 10 4.2% 合計 194 100.0%

合計 239 100.0%

イ  冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院 等での利用希
望日数

ウ 不定期の就労での利用希望日数 エ  その他の利用希望日数

票数 % 票数 %

1 1日 2 2.4% 1 1日 1 6.3%

2 2日 3 3.5% 2 2日 1 6.3%

3 3日 9 10.6% 3 3日 5 31.3%

4 5日 8 9.4% 4 5日 1 6.3%

5 6日 1 1.2% 5 10日 4 25.0%

6 7日 1 1.2% 6 15日 1 6.3%

7 8日 2 2.4% 7 25日以上 1 6.3%

8 9日 1 1.2% 無回答・無効 2 12.5%

9 10日 18 21.2% 合計 16 100.0%

10 12日 7 8.2%

11 15日 2 2.4%

12 20日 5 5.9%

13 24日 3 3.5%

14 25日以上 17 20.0%

無回答・無効 6 7.1%

合計 85 100.0%

利用したい場合、目的は「私用、リフレッシュ目的」が 71.3%で最も多く、次いで「冠婚葬祭、学

校行事、子どもや親の通院等」が 57.9%となっています。 

「その他」では、「体調不良や病気の時」、「祖父母が不在の時」等の回答がありました。 

事業の利用希望日数については、「私用」は「12 日」が 23.8%で最も多くなっています。 

 「冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等」は「5 日」が 19.6%で最も多くなっています。 

71.3%

57.9%

25.4%

4.8%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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問 24 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（預け先が見つからなかった場合も含む） あった場合、対処方法と日数（複数回答） 

 

 

 

 

 

１と答えた方　1年間の対処方法

票数 %

ア 
（同居者を含む）親族・知人にみてもらっ
た

100 76.9%

イ
短期入所生活援助事業（ショートステイ）を

利用した（児童養護施設等で一定期間、子
どもを保護する事業）

2 1.5%

ウ
イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベ
ビーシッター等）を利用した

0 0.0%

エ 仕方なく子どもを連れていった 27 20.8%

オ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 0 0.0%

カ その他 10 7.7%

無回答・無効 0 0.0%

合計 139 106.9%

泊りがけで保護者以外にみてもらったことが「なかった」が 80.4%、「あった」が 17.4%となって

います。あった場合は、「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

を連れていった」が 20.8%となっています。 

「その他」では、「預け先がなく用事を断った」、「夜間の企業保育園へ連れて行った」、「同じマンシ

ョンの人にみてもらった」等の回答がありました。 

票数 %

1 あった 130 17.4%

2 なかった 600 80.4%

無回答・無効 16 2.1%

合計 746 100.0%

17.4% 80.4%

2.1%

あった なかった 無回答・無効

76.9%

1.5%

0.0%

20.8%

0.0%

7.7%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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■お子さんが５歳以上である方 小学校就学後の放課後の過ごし方について            

問25 小学校低学年（１～３年生）時の、放課後の時間を過ごさせたい場所と週当たり希望日数について（放

課後児童クラブ（学童保育）」の場合には、利用を希望する時間も） 

 

日数（年間）

ア  （同居者を含む）親族・知人にみてもらった日数 イ  短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した日数

票数 % 票数 %

1 1日 18 18.0% 1 5日 1 50.0%

2 2日 16 16.0% 2 7日 1 50.0%

3 3日 17 17.0% 合計 2 100.0%

4 4日 7 7.0%

5 5日 9 9.0% ウ イ以外の保育事業を利用した日数 

6 7日 7 7.0% オ  仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数 

7 8日 1 1.0% ※対象者なし

8 10日 5 5.0%

9 12日 1 1.0%

10 15日 1 1.0%

11 18日 1 1.0%

12 20日以上 10 10.0%

無回答・無効 7 7.0% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合計 100 100.0%

0

エ　仕方なく子どもを連れていった日数 カ　その他の日数

票数 % 票数 %

1 1日 4 14.8% 1 1日 2 20.0%

2 2日 9 33.3% 2 2日 3 30.0%

3 3日 4 14.8% 無回答・無効 5 50.0%

4 4日 1 3.7% 合計 10 100.0%

5 5日 2 7.4%

6 6日 1 3.7%

20 20日以上 1 3.7%

無回答・無効 5 18.5%

合計 27 100.0%

票数 %

1 自宅 65 50.0%

2 祖父母宅や友人・知人宅 16 12.3%

3 習い事 53 40.8%

4 児童館※ 4 3.1%

5 放課後カッパ塾 13 10.0%

6 放課後児童クラブ（学童保育） 67 51.5%

7 ファミリーサポートセンター 0 0.0%

8 放課後等デイサービス 4 3.1%

9 その他（区民会館、公園など） 14 10.8%

無回答・無効 18 13.8%

合計 254 195.4%

泊りがけで「親族・知人にみてもらった」日数は「１日」が 18.0%で最も多く、次いで「3 日」が

17.0%となっています。「仕方なく同行させた」日数は、「2 日」が 33.3%で最も多くなっています。 

低学年時は「放課後児童クラブ」が 51.5%で最も多く、次いで「自宅」が 50.0%、「習い事」が 40.8%

となっています。 

50.0%

12.3%

40.8%

3.1%

10.0%

51.5%

0.0%

3.1%

10.8%

13.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

※児童館は現在牛久市にはありません。
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１．自宅ですごさせたい日数 ２．祖父母宅や友人・知人宅ですごさせたい日数

票数 % 票数 %

1 1日 11 16.9% 1 1日 9 56.3%

2 2日 17 26.2% 2 2日 1 6.3%

3 3日 10 15.4% 3 3日 3 18.8%

4 4日 7 10.8% 4 5日 2 12.5%

5 5日 13 20.0% 無回答・無効 1 6.3%

6 7日 2 3.1% 合計 16 100.0%

無回答・無効 5 7.7%

合計 65 100.0%

３．習い事（音楽、スポーツ、学習塾など）ですごさせたい日数 ４．児童館ですごさせたい日数

票数 % 票数 %

1 1日 22 41.5% 1 1日 3 75.0%

2 2日 15 28.3% 2 4日 1 25.0%

3 3日 13 24.5% 無回答・無効 0 0.0%

無回答・無効 3 5.7% 合計 4 100.0%

合計 53 100.0%

５．放課後カッパ塾ですごさせたい日数

票数 %

1 1日 6 46.2%

2 2日 5 38.5%

無回答・無効 2 15.4%

合計 13 100.0%

利用日数については、「放課後児童クラブ（学童保育）」で「5 日」（49.3%）が最も多くなっていま

す。 

「自宅」は「2 日」（26.2%）、「習い事」は「1 日」（41.5%）が最も多くなっています。 

放課後児童クラブの利用希望時間は「18 時まで」が 44.8%、次いで「17 時まで」が 25.4%とな

っています。 

６．放課後児童クラブ（学童保育）ですごさせたい日数 放課後児童クラブの利用希望時間

票数 % 票数 %

1 2日 10 14.9% 1 16時まで 5 7.5%

2 3日 13 19.4% 2 17時まで 17 25.4%

3 4日 8 11.9% 3 18時まで 30 44.8%

4 5日 33 49.3% 4 19時まで 12 17.9%

5 6日 1 1.5% 無回答・無効 3 4.5%

無回答・無効 2 3.0% 合計 67 100.0%

合計 67 100.0%

0
７．ファミリーサポートセンターですごさせたい日数

※対象者なし

８．放課後等デイサービスですごさせたい日数 ９．その他（区民会館、公園など）

票数 % 票数 %

1 1日 1 25.0% 1 1日 3 21.4%

2 3日 1 25.0% 2 2日 5 35.7%

3 5日 1 25.0% 3 3日 2 14.3%

4 6日 1 25.0% 4 5日 3 21.4%

無回答・無効 0 0.0% 5 7日 1 7.1%

合計 4 100.0% 無回答・無効 0 0.0%

合計 14 100.0%



 

-50- 

問26 小学校高学年（４～６年生）時の放課後の時間を過ごさせたい場所と週当たり希望日数について （放

課後児童クラブ（学童保育）」の場合には、利用を希望する時間も） 

 

 
 

高学年時は「習い事」が 53.1%で最も多く、次いで「自宅」が 52.3%、「放課後児童クラブ（学童

保育）」が 36.9%となっています。。 

 

 

票数 %

1 自宅 68 52.3%

2 祖父母宅や友人・知人宅 21 16.2%

3 習い事 69 53.1%

4 児童館※ 4 3.1%

5 放課後カッパ塾 31 23.8%

6 放課後児童クラブ（学童保育） 48 36.9%

7 ファミリーサポートセンター 0 0.0%

8 放課後等デイサービス 4 3.1%

9 その他（区民会館、公園など） 12 9.2%

無回答・無効 18 13.8%

合計 275 211.5%

１．自宅ですごさせたい日数 ２．祖父母宅や友人・知人宅で過ごさせたい日数

票数 % 票数 %

1 1日 14 20.6% 1 1日 10 47.6%

2 2日 10 14.7% 2 2日 5 23.8%

3 3日 19 27.9% 3 3日 1 4.8%

4 4日 3 4.4% 4 5日 3 14.3%

5 5日 15 22.1% 無回答・無効 2 9.5%

6 6日 1 1.5% 合計 21 100.0%

7 7日 2 2.9%

無回答・無効 4 5.9%

合計 68 100.0%

３．習い事（音楽、スポーツ、学習塾など）ですごさせたい日数 ４．児童館ですごさせたい日数

票数 % 票数 %

1 1日 18 26.1% 1 1日 1 25.0%

2 2日 30 43.5% 2 2日 2 50.0%

3 3日 16 23.2% 無回答・無効 1 25.0%

4 4日 2 2.9% 合計 4 100.0%

無回答・無効 3 4.3%

合計 69 100.0%

0
５．放課後カッパ塾ですごさせたい日数

票数 %

1 1日 10 32.3%

2 2日 15 48.4%

3 3日 4 12.9%

無回答・無効 2 6.5%

合計 31 100.0%

習い事は「2 日」が 43.5%で最も多く、次いで「1 日」が 26.1%となっています。 

自宅で過ごさせたい日数は「3 日」が 27.9%で最も多く、次いで「5 日」が 22.1%となっていま

す。 

52.3%

16.2%

53.1%

3.1%

23.8%

36.9%

0.0%

3.1%

9.2%

13.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

※児童館は現在牛久市にはありません。
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問 27 問 25 または問 26 で「５．放課後児童クラブ（学童保育）」に○つけた方 土曜日と日曜日・祝日の放

課後児童クラブ（学童保育）の利用希望について 

(1) 土曜日 

 
 

 

 

  

６．放課後児童クラブ（学童保育）ですごさせたい日数 放課後児童クラブの利用希望時間

票数 % 票数 %

1 1日 4 8.3% 1 16時まで 3 6.3%

2 2日 10 20.8% 2 17時まで 14 29.2%

3 3日 12 25.0% 3 18時まで 19 39.6%

4 4日 2 4.2% 4 19時まで 7 14.6%

5 5日 16 33.3% 無回答・無効 5 10.4%

無回答・無効 4 8.3% 合計 48 100.0%

合計 48 100.0%

0
７．ファミリーサポートセンターですごさせたい日数

※対象者なし

８．放課後等デイサービスですごさせたい日数 ９．その他（区民会館、公園など）

票数 % 票数 %

1 1日 1 25.0% 1 1日 2 16.7%

2 3日 1 25.0% 2 2日 5 41.7%

3 5日 1 25.0% 3 3日 2 16.7%

4 6日 1 25.0% 4 5日 3 25.0%

無回答・無効 0 0.0% 無回答・無効 0 0.0%

合計 4 100.0% 合計 12 100.0%

票数 %

1 利用したい 28 38.9%

2 利用する必要はない 44 61.1%

無回答・無効 0 0.0%

合計 72 100.0%

「1 .」を選択した方

利用希望時間（開始時間） 利用希望時間（終了時間）

票数 % 票数 %

1 7時 5 17.9% 1 12時 1 3.6%

2 8時 11 39.3% 2 14時 1 3.6%

3 9時 10 35.7% 3 15時 4 14.3%

4 10時 2 7.1% 4 17時 8 28.6%

無回答・無効 0 0.0% 5 18時 12 42.9%

合計 28 100.0% 6 19時 2 7.1%

無回答・無効 0 0.0%

合計 28 100.0%

高学年時の放課後児童クラブの利用日数については「５日」が最も多く、次いで「3 日」、「2 日」と

なっています。希望時間は「18 時まで」が最も多く、次いで「17 時まで」となっています。 

土曜日は「利用する必要はない」が 61.1%、「利用したい」は 38.9%となっています。 

希望の開始時間は「８時」が最も多く、次いで「9 時」となっています。終了時間は「18 時」が最

も多く、次いで「17 時」となっています。 

日曜日・祝日に比べると利用したい層が多いことが伺えます。 

38.9% 61.1%

利用したい 利用する必要はない 無回答・無効
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(2) 日曜 

 
 

 

 

(3) 祝日 

 
 

 

 

  

票数 %

1 利用したい 12 16.7%

2 利用する必要はない 59 81.9%

無回答・無効 1 1.4%

合計 72 100.0%

0

「1 .」を選択した方

利用希望時間（開始時間） 利用希望時間（終了時間）

票数 % 票数 %

1 7時 2 16.7% 1 12時 1 8.3%

2 8時 3 25.0% 2 15時 1 8.3%

3 9時 6 50.0% 3 17時 6 50.0%

4 10時 1 8.3% 4 18時 3 25.0%

無回答・無効 0 0.0% 5 19時 1 8.3%

合計 12 100.0% 無回答・無効 0 0.0%

合計 12 100.0%

票数 %

1 利用したい 17 23.6%

2 利用する必要はない 54 75.0%

無回答・無効 1 1.4%

合計 72 100.0%

「1 .」を選択した方

利用希望時間（開始時間） 利用希望時間（終了時間）

票数 % 票数 %

1 7時 3 17.6% 1 12時 1 5.9%

2 8時 6 35.3% 2 15時 2 11.8%

3 9時 6 35.3% 3 16時 1 5.9%

4 10時 2 11.8% 4 17時 7 41.2%

無回答・無効 0 0.0% 5 18時 4 23.5%

合計 17 100.0% 6 19時 2 11.8%

無回答・無効 0 0.0%

合計 17 100.0%

日曜日は「利用する必要はない」が 81.9%、「利用したい」は 16.7%となっています。 

希望の開始時間は「9 時」が最も多く、終了時間は「17 時」が最も多くなっています。 

祝日は「利用する必要はない」が 75.0%、「利用したい」は 23.6%となっています。 

希望の開始時間は「８時」と「9 時」がともに最も多く、終了時間は「17 時」が最も多くなってい

ます。 

16.7% 81.9%

1.4%

利用したい 利用する必要はない 無回答・無効

23.6% 75.0%

1.4%

利用したい 利用する必要はない 無回答・無効
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問 28 夏休み・冬休み等長期の休暇期間中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望について 

 
 

 

  

票数 %

1 利用したい 89 68.5%

2 利用する必要はない 23 17.7%

無回答・無効 18 13.8%

合計 130 100.0%

「1 .」を選択した方

利用希望時間（開始時間） 利用希望時間（終了時間）

票数 % 票数 %

1 6時 1 1.1% 1 11時 2 2.2%

2 7時 11 12.4% 2 12時 1 1.1%

3 8時 44 49.4% 3 13時 1 1.1%

4 9時 23 25.8% 4 14時 1 1.1%

5 10時 7 7.9% 5 15時 7 7.9%

無回答・無効 3 3.4% 6 16時 8 9.0%

合計 89 100.0% 7 17時 25 28.1%

8 18時 32 36.0%

9 19時 8 9.0%

10 21時 1 1.1%

無回答・無効 3 3.4%

合計 89 100.0%

長期休暇中については、「利用したい」は 68.5%で「利用する必要はない」は 17.7%となっていま

す。 

希望の開始時間は「８時」が 49.4%で最も多く、次いで「9 時」が 25.8%となっており、終了時間

は「18 時」が 36.0%で最も多く、次いで「17 時」が 28.1%となっています。 

68.5% 17.7% 13.8%

利用したい 利用する必要はない 無回答・無効
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■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                  

問 29 お子さんが生まれた時、保護者が育児休業を取得したか また、「３．取得していない」に〇をつけた

方は取得していない理由について（複数回答） 

(1) 母親 

 
 

 

票数 %

1 働いていなかった 310 41.6%

2 取得した（取得中である） 358 48.0%

3 取得していない 74 9.9%

無回答・無効 4 0.5%

合計 746 100.0%

「３.取得していない」を選択された方

母親－育児休業を取得していない理由

票数 %

1
職場に育児休業を取りにくい雰囲気が
あった

11 14.9%

2 仕事が忙しかった 8 10.8%

3 （産休後に）仕事に早く復帰したかった 5 6.8%

4 仕事に戻るのが難しそうだった 9 12.2%

5 昇給・昇格などが遅れそうだった 0 0.0%

6 収入減となり、経済的に苦しくなる 5 6.8%

7 保育所（園）などに預けることができた 3 4.1%

8 配偶者が育児休業制度を利用した 1 1.4%

9
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
1 1.4%

10 子育てや家事に専念するため退職した 43 58.1%

11
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）

14 18.9%

12
有期雇用のため育児休業の取得要件を
満たさなかった

8 10.8%

13
育児休業を取得できることを知らなかっ
た

0 0.0%

14
産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）
を取得できることを知らず、退職した

3 4.1%

15 その他 12 16.2%

無回答・無効 0 0.0%

合計 123 166.2%

母親は「取得した（取得中である）」が 48.0%で最も多く、次いで「働いていなかった」が 41.6%

となっています。 

取得していない理由は「子育てや家事に専念するため退職した」が 58.1%で最も多く、次いで「職

場に育児休業の制度がなかった」が 18.9%となっています。 

「その他」では、「自営業のため」、「在宅フリーランスで働いていたため」等の回答がありました。 

41.6% 48.0% 9.9%

0.5%

働いていなかった 取得した（取得中である）

取得していない 無回答・無効

14.9%

10.8%

6.8%

12.2%

0.0%

6.8%

4.1%

1.4%

1.4%

58.1%

18.9%

10.8%

0.0%

4.1%

16.2%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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(2) 父親 

 
 

 

  

票数 %

1 働いていなかった 6 0.8%

2 取得した（取得中である） 42 5.6%

3 取得していない 660 88.5%

無回答・無効 38 5.1%

合計 746 100.0%

「３.取得していない」を選択された方

父親－育児休業を取得していない理由

票数 %

1
職場に育児休業を取りにくい雰囲気が
あった

221 16.1%

2 仕事が忙しかった 262 19.1%

3 （産休後に）仕事に早く復帰したかった 0 0.0%

4 仕事に戻るのが難しそうだった 34 2.5%

5 昇給・昇格などが遅れそうだった 60 4.4%

6 収入減となり、経済的に苦しくなる 183 13.3%

7 保育所（園）などに預けることができた 20 1.5%

8 配偶者が育児休業制度を利用した 236 17.2%

9
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

201 14.7%

10 子育てや家事に専念するため退職した 0 0.0%

11
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）

54 3.9%

12
有期雇用のため育児休業の取得要件を
満たさなかった

4 0.3%

13
育児休業を取得できることを知らなかっ
た

8 0.6%

14
産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）

を取得できることを知らず、退職した
0 0.0%

15 その他 43 3.1%

無回答・無効 45 3.3%

合計 1371 100.0%

父親は「取得していない」が 88.5%で、「取得した（取得中である）」が 5.6%となっています。 

取得しない理由は「仕事が忙しかった」が 19.1%で最も多く、次いで「配偶者が育児休業制度を利

用した」が 17.2%となっています。 

「その他」では、「自営業の為」、「海外にいた為」、「年休・有休・特別休暇などを取得した」等の回答

がありました。 

0.8%

5.6% 88.5% 5.1%

働いていなかった 取得した（取得中である）

取得していない 無回答・無効

16.1%

19.1%

0.0%

2.5%

4.4%

13.3%

1.5%

17.2%

14.7%

0.0%

3.9%

0.3%

0.6%

0.0%

3.1%

3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
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問 29-1 問 29 で育児休業を「２.取得した（取得中である）」に◯した方 育児休業取得後、職場に復帰したか 

(1) 母親 

 
 

 

(2) 父親 

  
 

  

票数 %

1 育児休業取得後、職場に復帰した 252 70.4%

2 現在も育児休業中である 87 24.3%

3 育児休業中に離職した 17 4.7%

無回答・無効 2 0.6%

合計 358 100.0%

票数 %

1 育児休業取得後、職場に復帰した 41 97.6%

2 現在も育児休業中である 0 0.0%

3 育児休業中に離職した 0 0.0%

無回答・無効 1 2.4%

合計 42 100.0%

母親は「取得後、復帰した」が 70.4%で最も多く、次いで「現在も育児休業中である」が 24.3%と

なっています。 

父親は「取得後、復帰した」が最も多くなっています。 

70.4% 24.3%

4.7%

0.6%

育児休業取得後、職場に復帰した 現在も育児休業中である

育児休業中に離職した 無回答・無効

97.6%

2.4%

育児休業取得後、職場に復帰した 現在も育児休業中である

育児休業中に離職した 無回答・無効
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問 29-2 お子さんが何歳の時に「実際」に職場復帰したか。勤め先の制度の期間内で、何歳の時まで「希望」

があったか 

(1) 母親 

 
 

 

  

実際 % 希望 %

1 0ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

2 １ヶ月 1 0.4% 0 0.0%

3 2ヶ月 0 0.0% 1 0.4%

4 ３ヶ月 3 1.2% 1 0.4%

5 ４ヶ月 5 2.0% 0 0.0%

6 ５ヶ月 5 2.0% 0 0.0%

7 ６ヶ月 9 3.6% 3 1.2%

8 ７ヶ月 8 3.2% 0 0.0%

9 ８ヶ月 11 4.4% 1 0.4%

10 ９ヶ月 7 2.8% 0 0.0%

11 10ヶ月 21 8.3% 5 2.0%

12 11ヶ月 38 15.1% 9 3.6%

13 １歳 74 29.4% 94 37.3%

14 １歳１ヶ月～１歳３ヶ月 27 10.7% 5 2.0%

15 １歳４ヶ月～１歳６ヶ月 17 6.7% 46 18.3%

16 １歳７ヶ月～１歳９ヶ月 6 2.4% 3 1.2%

17 １歳10ヶ月～２歳 7 2.8% 32 12.7%

18 ２歳１ヶ月～２歳６ヶ月 3 1.2% 4 1.6%

19 ２歳７ヶ月～３歳 5 2.0% 22 8.7%

20 ３歳1ヶ月～３歳６ヶ月 0 0.0% 3 1.2%

21 ３歳７ヶ月以上 0 0.0% 2 0.8%

無回答・無効 5 2.0% 21 8.3%

合計 252 100.0% 252 100.0%

0.0%

母親は「実際」の復帰時はお子さんが「１歳」の時が 29.4%で最も多く、次いで「11 ヶ月」が 15.1%

となっています。 

「希望」は「１歳」が 37.3%で最も多く、「１歳４ヶ月～１歳６ヶ月」が 18.3%となっています。 

実際の日数に比べて、希望の日数は 1 歳以降の希望が多くなっています。 

0.0%

0.4%

0.0%

1.2%

2.0%

2.0%

3.6%

3.2%

4.4%

2.8%

8.3%

15.1%

29.4%

10.7%

6.7%

2.4%

2.8%

1.2%

2.0%

0.0%

0.0%

2.0%

0.0%

0.0%

0.4%

0.4%

0.0%

0.0%

1.2%

0.0%

0.4%

0.0%

2.0%

3.6%

37.3%

2.0%

18.3%

1.2%

12.7%

1.6%

8.7%

1.2%

0.8%

8.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

実際 希望
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(2) 父親 

 

 

  

実際 % 希望 %

1 0ヶ月 8 19.5% 3 7.3%

2 １ヶ月 11 26.8% 8 19.5%

3 2ヶ月 2 4.9% 1 2.4%

4 ３ヶ月 2 4.9% 3 7.3%

5 ４ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

6 ５ヶ月 1 2.4% 1 2.4%

7 ６ヶ月 2 4.9% 4 9.8%

8 ７ヶ月 1 2.4% 0 0.0%

9 ８ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

10 ９ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

11 10ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

12 11ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

13 １歳 1 2.4% 2 4.9%

14 １歳１ヶ月～１歳３ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

15 １歳４ヶ月～１歳６ヶ月 2 4.9% 0 0.0%

16 １歳７ヶ月～１歳９ヶ月 1 2.4% 0 0.0%

17 １歳10ヶ月～２歳 0 0.0% 0 0.0%

18 ２歳１ヶ月～２歳６ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

19 ２歳７ヶ月～３歳 0 0.0% 2 4.9%

20 ３歳1ヶ月～３歳６ヶ月 0 0.0% 0 0.0%

21 ３歳７ヶ月以上 0 0.0% 0 0.0%

無回答・無効 10 24.4% 17 41.5%

合計 41 100.0% 41 100.0%

0.0%

父親は「実際」の復帰時はお子さんが「1 ヶ月」の時が 26.8%で最も多く、次いで「0 ヶ月」内が

19.5%となっています。 

「希望」は「１ヶ月」が 19.5%で最も多く、次いで「6 ヶ月」が 9.8%となっています。 

19.5%

26.8%

4.9%

4.9%

0.0%

2.4%

4.9%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.4%

0.0%

4.9%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

24.4%

7.3%

19.5%

2.4%

7.3%

0.0%

2.4%

9.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.9%

0.0%

0.0%

41.5%

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

実際 希望
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問 29-3 問 29-2 で「実際」の復帰と「希望」が異なる方 希望の時期に職場復帰しなかった理由（複数回答） 

(1) 「希望」より早く復帰した方 

母親 

 
父親 

  

 

(2) 「希望」より遅く復帰した方 

(1)母親 

 
 

(2)父親 

※対象者なし 

  

票数 %

1 希望する保育所に入るため 13 8.3%

2 配偶者や家族の希望があったため 2 1.3%

3
経済的な理由で早く復帰する必要があっ
た

5 3.2%

4
人事異動や業務の節目の時期に合わせる
ため

6 3.8%

5 その他 4 2.5%

無回答・無効 137 87.3%

合計 167 106.4%

票数 %

1 希望する保育所に入るため 0 0.0%

2 配偶者や家族の希望があったため 0 0.0%

3
経済的な理由で早く復帰する必要があっ
た

1 12.5%

4
人事異動や業務の節目の時期に合わせる
ため

1 12.5%

5 その他 0 0.0%

無回答・無効 7 87.5%

合計 9 112.5%

票数 %

1 希望する保育所に入れなかったため 3 16.7%

2
自分や子どもなどの体調が思わしくな
かったため

1 5.6%

3 配偶者や家族の希望があったため 0 0.0%

4
職場の受け入れ態勢が整っていなかっ
たため

0 0.0%

5 子どもをみてくれる人がいなかったため 2 11.1%

6 その他 1 5.6%

無回答・無効 13 72.2%

合計 20 111.1%

早く復帰した母親は「希望する保育所に入るため」が最も多くなっています。 

遅く復帰した母親は「希望する保育所に入れなかったため」が最も多く、次いで「子どもをみてくれ

る人がいなかったため」となっています。 

8.3%

1.3%

3.2%

3.8%

2.5%

87.3%

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

0.0%

0.0%

12.5%

12.5%

0.0%

87.5%

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

16.7%

5.6%

0.0%

0.0%

11.1%

5.6%

72.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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■牛久市の子育て環境や支援について                              

問 30 牛久市の子ども・子育て支援に関わる項目①～⑰の「A 満足度」と「B 必要性（重要性）」牛久市独自設問 

【満足度】 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.5%

9.5%

6.4%

37.1%

38.1%

12.5%

20.5%

11.9%

6.7%

1.2%

2.1%

6.0%

8.4%

1.2%

3.1%

1.2%

1.2%

17.4%

46.2%

44.2%

50.8%

41.2%

40.9%

44.8%

41.8%

24.7%

21.0%

26.9%

49.2%

45.7%

12.1%

12.6%

13.1%

11.7%

1.9%

11.1%

4.6%

5.8%

17.2%

16.4%

10.3%

6.4%

2.9%

11.3%

22.4%

25.9%

13.1%

2.8%

2.1%

2.0%

3.6%

76.0%

31.1%

42.2%

4.7%

2.3%

28.3%

22.5%

37.9%

63.7%

64.5%

47.2%

17.2%

30.8%

81.9%

80.3%

81.6%

81.9%

2.1%

2.0%

2.5%

1.6%

1.3%

2.0%

1.9%

1.9%

2.0%

2.0%

1.3%

1.7%

1.9%

2.0%

1.9%

2.0%

1.6%

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

①次代の親の育成支援

②教育環境等の整備

③家庭と地域が連携した

子育ての充実

④親と子の健康の確保

⑤子育てに関する医療・保健の充実

⑥教育・保育施設事業の整備・充実

⑦地域における子育て支援の充実

⑧子育て支援の

ネットワークづくりの充実

⑨子どもの健全育成の充実

⑩ワーク・ライフ・バランスの実現

⑪仕事と子育ての両立支援の充実

⑫だれもが安心・安全に

過ごせるまちづくり

⑬子どもの安全対策

⑭ひとり親家庭の支援の充実

⑮障がい児への支援の充実

⑯児童虐待防止対策の充実

⑰子どもの貧困対策の充実

満足 ふつう 不満 わからない 無回答・無効

子ども・子育て支援に関する満足度は「子育てに関する医療・保健の充実」が 38.1%と最も高く、

次いで「親と子の健康の確保」が 37.1％となっており、特に満足度が高い項目だと分かります。 

一方で、「親と子の健康の確保」、「だれもが安心・安全に過ごせるまちづくり」、「子どもの安全対策」

は「不満」が約 5 割と高くなっています。 

※①～⑰に当てはまる事業等について

　①将来親となる中高生との交流の機会の提供（幼児との

　　ふれあい体験事業）など

　②幼児教育、学校教育など

　③家庭教育学級、地域での社会奉仕活動

　④妊産婦健康診査、乳児検診、食育推進など

　⑤予防接種、医療費助成など
　⑥延長保育、一時預かり、放課後児童クラブなど

　⑦家庭児童相談、子育て広場、地域子育て支援センターなど

　⑧赤ちゃん交流、育児サークル等の支援など

⑨放課後カッパ塾、子育てサロン、スポーツ少年団の活動支援など

⑩男女共同参画の推進

⑪雇用環境、労働環境の改善

⑫通学路の整備、公園の整備、バリアフリー化など

⑬防犯・防災、交通安全

⑭母子家庭、父子家庭への支援など
⑮各種相談事業、発達支援など

⑯虐待の早期発見・早期対応など

⑰就学援助・支援など
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【重要性（必要性）】 

 

子ども・子育て支援に関する重要性（必要性）は「子育てに関する医療・保健の充実」が 94.4%と

最も高く、次いで「子どもの安全対策」で 92.6%、「親と子の健康の確保」で 91.4%、「誰もが安心・

安全に過ごせるまちづくり」で 91.2%となっています。 

 全体をみると、ほとんどの項目も「必要」が約７～９割以上であり、重要性が高いことが伺えますが、

「次代の親の育成支援」は約 5 割と低くなっています。 

 

  

50.8%

86.3%

68.2%

91.4%

94.4%

90.1%

83.4%

66.4%

69.4%

58.4%

81.4%

91.2%

92.6%

75.5%

85.3%

87.4%

85.5%

22.0%

4.2%

15.7%

4.2%

1.9%

3.1%

8.3%

20.1%

12.6%

15.4%

6.7%

3.8%

2.3%

6.6%

2.8%

2.0%

4.2%

3.8%

0.1%

1.3%

0.1%

0.4%

2.0%

0.5%

1.1%

0.3%

0.1%

0.4%

0.1%

0.4%

19.8%

5.9%

10.9%

0.9%

0.4%

3.2%

4.6%

8.3%

13.8%

21.4%

8.6%

1.7%

1.6%

14.2%

8.6%

6.8%

6.6%

3.6%

3.5%

3.9%

3.4%

3.4%

3.6%

3.4%

3.2%

3.6%

3.6%

3.1%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.6%

3.4%

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

①次代の親の育成支援

②教育環境等の整備

③家庭と地域が連携した

子育ての充実

④親と子の健康の確保

⑤子育てに関する医療・保健の充実

⑥教育・保育施設事業の整備・充実

⑦地域における子育て支援の充実

⑧子育て支援の

ネットワークづくりの充実

⑨子どもの健全育成の充実

⑩ワーク・ライフ・バランスの実現

⑪仕事と子育ての両立支援の充実

⑫だれもが安心・安全に

過ごせるまちづくり

⑬子どもの安全対策

⑭ひとり親家庭の支援の充実

⑮障がい児への支援の充実

⑯児童虐待防止対策の充実

⑰子どもの貧困対策の充実

必要 どちらでもない 不必要 わからない 無回答・無効
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【ＣＳ分析】 

 

 

 

 

 

【※CS分析とは】ＣＳ分析は、満足度、重要性（必要性）の回答を点数化し、設問（項目）ごとに平均して数値を算出します。満足度を横軸、重要性
（必要性）を縦軸として、点数化した各設問（項目）を分布することで、改善する項目と優先順位を明らかにする分析です。

【参考】点数化については、1～17項目の回答を以下の通り点数化し、平均値を算出しています。（「無効・無回答」はのぞく）
　満足度　　　　　　　　　満足　３点　　　ふつう　２点　　　不満　１点
　重要（必要）度　　　　　必要　３点　　　どちらでもない　２点　 　不必要　１点

拡大図

全体図

牛久市の子ども・子育て支援における満足度および必要性（重要性）については、全項目の平均値が

満足度で 1.98、重要性で 2.89 となっており、満足度の評価が 2.00 をやや下回っています。 

満足度が高く・重要性が高い「強み」は右上の丸囲み内、「④親と子の健康の確保」などの４項目で、

一方、重要性が高いにも関わらず満足度が低い、「特に改善が必要な項目」は、左上の四角囲み内、「⑪

仕事と子育ての両立支援の充実」、「⑫だれもが安心・安全に過ごせるまちづくり」など７項目です。 

【※CS分析とは】ＣＳ分析は、満足度、重要性（必要性）の回答を点数化し、設問（項目）ごとに平均して数値を算出します。満足度を横軸、重要性
（必要性）を縦軸として、点数化した各設問（項目）を分布することで、改善する項目と優先順位を明らかにする分析です。

【参考】点数化については、1～17項目の回答を以下の通り点数化し、平均値を算出しています。（「無効・無回答」はのぞく）
　満足度　　　　　　　　　満足　３点　　　ふつう　２点　　　不満　１点
　重要（必要）度　　　　　必要　３点　　　どちらでもない　２点　 　不必要　１点

拡大図

全体図
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【満足度・重要度（必要性）の変換後のポイント数】 
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問 31 牛久市の子育ての環境や支援に関してのご意見について（自由回答/項目別に整理） 

 

 

 

 

■意見内容

票数 %

1 保育園について(公立・私立） 72 31.9%

2 幼稚園について(公立・私立） 5 2.2%

3 認定こども園について 2 0.9%

4
保育ママ・小規模保育・認可外保育園・
事業所内保育・ベビーホテル等

2 0.9%

5
放課後児童クラブ（学童保育）等につい
て

2 0.9%

6
地域子育て支援拠点事業（子育て支援
センター・子育て広場）等

27 11.9%

7
妊娠・出産・周産期医療・母子保健等
について

37 16.4%

8 防災・防犯・交通安全について 29 12.8%

9 遊び場・子どもの居場所・公園について 39 17.3%

10 ファミリーサポートセンターについて 5 2.2%

11
利用者支援について（相談事業・情報提
供・コンシェルジュ）

20 8.8%

15 アンケートについて 7 3.1%

16
その他（補助助成、病院・小児科、障がい
児・療養施設、市のまちづくり、他等）

47 20.8%

合計 294 130.1%

※1人の回答者が複数の項目にわたって回答している場合は、それぞれの項目に票を入れているため、回答者数と票数は一致しない。

教育・保育環境の充実等子育ての環境や支援に関してのご意見については、 

「地域子ども・子育て支援事業」が最も多くなっています。 

意見内容を項目別に細分化すると、「保育園について」（31.9%）、「その他」（20.8%）、「遊び場・子

どもの居場所・公園について」（17.3%）の要望が多く寄せられています。 

31.9%

2.2%

0.9%

0.9%

0.9%

11.9%

16.4%

12.8%

17.3%

2.2%

8.8%

3.1%

20.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%



小学生調査結果 

 

（２） 小学生 
 
 

■お住まいの地域について                                 

問１ お住まいの地区について 

  

 

■お子さんとご家族の状況について                             

問２ お子さんの学年 

  

 

問３ お子さんのきょうだい数・末子の生年月について 

 

「２人きょうだい」が 47.6％と最も多く、次いで「１人」が 27.2％となっています。 

票数 %

1 牛久小学校区 71 10.2%

2 岡田小学校区 72 10.4%

3 奥野小学校区 31 4.5%

4 牛久第二小学校区 54 7.8%

5 中根小学校区 180 25.9%

6 向台小学校区 81 11.7%

7 神谷小学校区 61 8.8%

8 ひたち野うしく小学校区 144 20.7%

9 わからない 0 0.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 694 100.0%

票数 %

1 小学１年生 125 18.0%

2 小学２年生 118 17.0%

3 小学３年生 118 17.0%

4 小学４年生 114 16.4%

5 小学５年生 100 14.4%

6 小学６年生 117 16.9%

無回答・無効 2 0.3%

合計 694 100.0%

きょうだい数

票数 %

1 1人 189 27.2%

2 2人 330 47.6%

3 3人 140 20.2%

4 4人 20 2.9%

5 5人 2 0.3%

6 6人 0 0.0%

7 7人以上 1 0.1%

無回答・無効 12 1.7%

合計 694 100.0%

27.2% 47.6% 20.2%

2.9% 0.3%

0.1%
1.7%

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 無回答・無効

地区の内訳は、「中根小学校区」が 25.9％で最も多く、次いで「ひたち野うしく小学校区」が 20.7％、

「向台小学校区」が 11.7％となっています。 

学年の内訳は、「小学 1 年生」が 18.0％と最も多く、次いで「小学 2 年生」、「小学 3 年生」が 17.0％

となっています。全学年で概ね均等な割合で回答を得られています。 

10.2% 10.4%

4.5%

7.8% 25.9% 11.7% 8.8% 20.7%

牛久小学校区 岡田小学校区

奥野小学校区 牛久第二小学校区

中根小学校区 向台小学校区

神谷小学校区 ひたち野うしく小学校区

わからない 無回答・無効

18.0% 17.0% 17.0% 16.4% 14.4% 16.9%

0.3%

小学１年生 小学２年生 小学３年生 小学４年生

小学５年生 小学６年生 無回答・無効



 

 

-66- 

 

 

 

問４ 調査票の回答者について 

 

 

 

問５ 調査票に回答いただいている方の配偶関係について 

  

 

  

きょうだい数

票数 %

1 1人 189 27.2%

2 2人 330 47.6%

3 3人 140 20.2%

4 4人 20 2.9%

5 5人 2 0.3%

6 6人 0 0.0%

7 7人以上 1 0.1%

無回答・無効 12 1.7%

合計 694 100.0%

末子の年齢
票数 %

1 0歳 9 1.3%

2 1歳 18 2.6%

3 2歳 20 2.9%

4 3歳 34 4.9%

5 4歳 59 8.5%

6 5歳 59 8.5%

7 6歳 51 7.3%

8 7歳 70 10.1%

9 8歳 63 9.1%

10 9歳 59 8.5%

11 10歳 54 7.8%

12 11歳 50 7.2%

13 12歳 51 7.3%

無回答・無効 97 14.0%

合計 694 100.0%

票数 %

1 母親 636 91.6%

2 父親 53 7.6%

3 その他 2 0.3%

無回答・無効 3 0.4%

合計 694 100.0%

票数 %

1 配偶者がいる 621 89.5%

2 配偶者はいない 72 10.4%

無回答・無効 1 0.1%

合計 694 100.0%

末子の年齢は「7 歳」が 10.1%と最も多く、次いで「8 歳」が 9.1%となっています。 

回答者は「母親」が 91.6%、「父親」が 7.6%で、9 割以上が「母親」となっています。 

「その他」では、「里親」、「祖父母」等の回答が挙げられています。 

「配偶者がいる」が 89.5%、「配偶者はいない」が 10.4%となっています。 

27.2% 47.6% 20.2%

2.9% 0.3%

0.1%
1.7%

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 無回答・無効

1.3%

2.6%

2.9%

4.9%

8.5%

8.5%

7.3%

10.1%

9.1%

8.5%

7.8%

7.2%

7.3%

14.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

91.6% 7.6%

0.3%

0.4%

母親 父親 その他 無回答・無効

89.5% 10.4%

0.1%

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答・無効
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問６ お子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子どもの育ちをめぐる環境について                            

問７ 子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方（施設）について（複数回答） 

 

 

  

票数 %

1 父母ともに 414 59.7%

2 母親 273 39.3%

3 父親 45 6.5%

4 祖父母 184 26.5%

5 小学校 443 63.8%

6 放課後児童クラブ（学童保育） 187 26.9%

7 その他 34 4.9%

無回答・無効 0 0.0%

合計 1580 227.7%

「父母ともに」が 53.2%で最も多く、次いで「主に母親」が 43.8%となっています。 

子育て（教育）に関わっている人は、「父母ともに」が 59.7%と最も多く、次いで「母親」が 39.3%、

「祖父母」が 26.5%となっています。 

施設については、「小学校」が 63.8%と最も多く、次いで「放課後児童クラブ（学童）」が 26.9%と

なっています。 

「その他」では、「習い事の先生」、「スポーツ少年団」、「放課後デイサービス」等の回答がありまし

た。 

59.7%

39.3%

6.5%

26.5%

63.8%

26.9%

4.9%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

53.2% 43.8%

1.7% 0.9%

0.1% 0.3%

父母ともに 主に母親 主に父親

主に祖父母 その他 無回答・無効

票数 %

1 父母ともに 369 53.2%

2 主に母親 304 43.8%

3 主に父親 12 1.7%

4 主に祖父母 6 0.9%

5 その他 1 0.1%

無回答・無効 2 0.3%

合計 694 100.0%
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問８ 子育て（教育を含む）に、影響すると思われる環境について（複数回答） 

  

 

問９ 日頃お子さんをみてもらえる親族・知人について 

 

 

  

票数 %

1 家庭 675 97.3%

2 地域 334 48.1%

3 小学校 674 97.1%

4 放課後児童クラブ（学童保育） 221 31.8%

5 その他 107 15.4%

無回答・無効 1 0.1%

合計 2012 289.9%

0.0%

票数 %

1
日常的に祖父母等の親族にみてもらえ
る

169 24.4%

2
緊急時もしくは用事の際には祖父母等
の親族にみてもらえる

391 56.3%

3
日常的に子どもをみてもらえる友人・知
人がいる

31 4.5%

4
緊急時もしくは用事の際には子どもをみ
てもらえる友人・知人がいる

153 22.0%

5 いずれもいない 94 13.5%

99 無回答・無効 12 1.7%

合計 850 122.5%

子育て（教育）に影響する環境は、「家庭」（97.3%）、「小学校」（97.1%）がほぼ同じ割合で高くな

っており、次いで「地域」（48.1%）となっています。 

「その他」では、「祖父母」、「友達」、「塾（習い事）」、「スポーツ少年団」等の回答がありました。 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 56.3%と最も多く、次いで「日

常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 24.4%となっています。 

友人・知人については、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」が

22.0%と最も多くなっています。 

一方、「いずれもいない」は 13.5%となっています。 

97.3%

48.1%

97.1%

31.8%

15.4%

0.1%

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

24.4%

56.3%

4.5%

22.0%

13.5%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
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問９-１ 問９で「１」または「２」に○をつけた方 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況について

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９-２ 問９で「３」または「４」に○をつけた方 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況について  

（複数回答） 

  

票数 %

1
友人・知人の親族の身体的・精神的な
負担や時間的制約を心配することなく、
安心して子どもをみてもらえる

74 43.5%

2
友人・知人の親族の身体的負担が大き
く心配である

10 5.9%

3
友人・知人の親族の時間的制約や精神
的な負担が大きく心配である

39 22.9%

4
自分たち親の立場として、負担をかけて
いることが心苦しい

59 34.7%

5
子どもの教育や発達にとってふさわしい
環境であるか、少し不安がある

2 1.2%

6 その他 14 8.2%

無回答・無効 6 3.5%

合計 204 120.0%

祖父母等の親族に「安心してみてもらえる」が 53.6%と最も多くなっています。 

一方で、「身体的負担・精神的負担」が心配と感じている方も合わせて 50.2%、また、「自分たち親

の立場として、負担をかけていることが心苦しい」も 24.5%となっており、子どもを見てもらうこと

に心苦しさを感じている方が多くなっています。 

「その他」の回答では、「遠方のため気軽に預けるのが難しい」等の回答がありました。 

友人・知人に「安心してみてもらえる」が 43.5%と最も多くなっています。 

一方で、「自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」が次いで 34.7%となってお

り、また、「身体的負担・精神的負担」が心配と感じている方も合わせて 30.6%となっていることから、

子どもを見てもらうことに心苦しさを感じている方が多くなっています。 

「その他」の回答では、「頼れる友人はいるが、そうした状況になったことがない」、「頼むのに気が

引けてしまう」等の回答がありました。 

53.6%

25.1%

25.1%

24.5%

7.8%

4.0%

1.0%

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

43.5%

5.9%

22.9%

34.7%

1.2%

8.2%

3.5%

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

票数 %

1
祖父母等の親族の身体的・精神的な負
担や時間的制約を心配することなく、安
心して子どもをみてもらえる

282 53.6%

2
祖父母等の親族の身体的負担が大きく
心配である

132 25.1%

3
祖父母等の親族の時間的制約や精神
的な負担が大きく心配である

132 25.1%

4
自分たち親の立場として、負担をかけて
いることが心苦しい

129 24.5%

5
子どもの教育や発達にとってふさわしい
環境であるか、少し不安がある

41 7.8%

6 その他 21 4.0%

無回答・無効 5 1.0%

合計 742 141.1%
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問 10 子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人（場所）はいる/あるか 

 

 

 

 

 

問 10-1 問 10 で「１．いる／ある」に○をつけた方  子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、

誰（どこ）か（複数回答） 

 

 

 

 

 

  

子育て（教育）をする上で、気軽に相談できる先がある人は 88.9%、ない人は 7.7%となっていま

す。 

相談先については、「友人や知人」が 84.1%と最も多く、次いで「祖父母等の親族」が 73.8%、「小

学校教諭」が 32.1%となっています。 

「その他」では、「きぼうの広場」、「習い事の先生」等が多く挙げられ、「夫」、「職場の先輩」、「姉」

等の回答がありました。 

票数 %

1 祖父母等の親族 436 73.8%

2 友人や知人 497 84.1%

3 近所の人 118 20.0%

4 NPO（子ども食堂等） 3 0.5%

5 小学校教諭 187 31.6%

6 養護教諭 6 1.0%

7 スクールカウンセラー 10 1.7%

8 放課後児童クラブ支援員 33 5.6%

9 民生委員・児童委員 3 0.5%

10 かかりつけの医師 52 8.8%

11
市の子育て関連担当窓口（市家庭児童
相談室等）

10 1.7%

12 その他 59 10.0%

無回答・無効 1 0.2%

合計 1415 239.4%

73.8%

84.1%

20.0%

0.5%

31.6%

1.0%

1.7%

5.6%

0.5%

8.8%

1.7%

10.0%

0.2%

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

85.2% 8.6%

6.2%

ある ない 無回答・無効

票数 %

1 ある 591 85.2%

2 ない 60 8.6%

無回答・無効 43 6.2%

合計 694 100.0%
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問 11 毎日の育児で大変なことや困っていることはあるか（複数回答） 

 

 

問 11-1 問 11 で「１.～10.」のいずれかに○をつけた方 育児で大変な時や困っていることに対してどのよう

な支援が必要か（複数回答） 

   

票数 %

1
育児疲れがたまり毎日疲労感が取れな
い

118 17.0%

2 毎日の生活にやる気がおきない 27 3.9%

3
子どもに手がかかるので、いつも時間に
追われている

188 27.1%

4
子どもがわずらわしくてイライラしてしまう
ことがある

134 19.3%

5
子どものことでどうしたらよいかわからなく
なることがある

165 23.8%

6
子どもをおいて外出するのは心配で仕
方ない

125 18.0%

7
自分ひとりで子どもを育てているのだと
いう圧迫感を感じてしまう

55 7.9%

8
毎日、同じことの繰り返ししかしていない
と思う

116 16.7%

9
経済的に余裕がなく、子供を育てること
に不安がある

113 16.3%

10
子どもを育てるために、がまんばかりして
いると思う

45 6.5%

11 特に困っていることはない 239 34.4%

無回答・無効 10 1.4%

合計 1335 192.4%

票数 %

1 話を聞いてくれて助言をしてくれる 178 40.1%

2
地域の人が何時間か子ども預かってく
れる

36 8.1%

3
日中、何時間か子ども預かってくれる施
設

128 28.8%

4
１泊以上の泊まりで子どもを預かってくれ
る施設

34 7.7%

5 支援は必要ない 96 21.6%

6 その他 66 14.9%

無回答・無効 23 5.2%

合計 561 126.4%

毎日の育児について、「特に困っていることはない」が 34.4％と最も多くなっています。 

悩みを抱えている人は、「子どもに手がかかるので、いつも時間に追われている」が 27.1%と最も多

く、次いで「子どもがわずらわしくてイライラしてしまうことがある」が 23.8%となっています。 

育児で大変な時や困っていることに対して必要な支援については「話を聞いてくれて助言をしてくれ

る」が 40.0%と最も多く、次いで「日中、何時間か子ども預かってくれる施設」が 28.8%、「支援は

必要ない」が 21.6%となっています。 

「その他」では、「経済的支援」、「家族の協力」、「地域の交流所」、「ＬＩＮＥ等で気軽に情報共有出

来る場」等の回答がありました。 

17.0%

3.9%

27.1%

19.3%

23.8%

18.0%

7.9%

16.7%

16.3%

6.5%

34.4%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

40.1%

8.1%

28.8%

7.7%

21.6%

14.9%

5.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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問 11-2 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者等）からどのようなサポートがあれ

ばよいか(自由記述/項目別に整理） 

  

  

票数 %

1 学校教育施設等について 21 8.2%

2 教育・保育施設について 15 5.9%

3 預かり等について 43 16.8%

4 相談先について 46 18.0%

5 情報等について 7 2.7%

6 ファミリーサポートセンター等について 5 2.0%

7
放課後児童クラブ（学童保育）等につい
て

27 10.5%

8
子どもの居場所・あそび場・公園につい
て

23 9.0%

9
子育て支援センター（子育て広場）等に
ついて

1 0.4%

10 安心安全・交通等について 17 6.6%

11
その他（補助助成金、医療福祉、病院、障
がい児・療養施設、講座イベント、他等）

82 32.0%

合計 287 112.1%

子育てをする上で望ましいサポートについては、「その他（補助助成金、医療福祉、病院、障がい児・

療養施設・講座イベント、他等）」に関する意見が 32.0%と最も多く、次いで「相談先について」が

18.0%、「預かり等について」が 16.8%となっています。 

主な意見として「その他」は、「習い事の送迎」、「経済的援助」、「近所の人と接する機会」等の回答が

ありました。 

「相談先について」は、「メールなどで簡単に相談できる場」、「体験談・アドバイス」、「相談したい時

にすぐに相談できる環境」等の回答がありました。 

「預かり等について」は、「気軽に何時間かみてくれる場」、「土日や夜間でも預けられる場」等の回答

がありました。 

8.2%

5.9%

16.8%

18.0%

2.7%

2.0%

10.5%

9.0%

0.4%

6.6%

32.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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■お子さんの保護者の就労状況について                         

問 12 保護者の方の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）について 

(1)母親 

 

(2)父親 

   

 

 

 

  

票数 %

1
フルタイムで働いており、産休・育休・介
護休業中ではない

220 31.7%

2
フルタイムで働いているが、産休・育休・
介護休業中である

11 1.6%

3
短時間就労で働いており、産休・育休・
介護休業中ではない

283 40.8%

4
短時間就労で働いているが、産休・育
休・介護休業中である

3 0.4%

5
以前は働いていたが、現在は働いてい
ない

143 20.6%

6 これまで働いたことがない 13 1.9%

無回答・無効 21 3.0%

合計 694 100.0%

票数 %

1
フルタイムで働いており、産休・育休・介
護休業中ではない

594 85.6%

2
フルタイムで働いているが、産休・育休・
介護休業中である

3 0.4%

3
短時間就労で働いており、産休・育休・
介護休業中ではない

2 0.3%

4
短時間就労で働いているが、産休・育
休・介護休業中である

0 0.0%

5
以前は働いていたが、現在は働いてい
ない

4 0.6%

6 これまで働いたことがない 0 0.0%

無回答・無効 91 13.1%

合計 694 100.0%

母親は産休・育休・介護休業中を含め、「フルタイムで就労中」が 33.3%、「短時間就労中」が 41.2%

で、合わせて 74.5%が就労中です。 

父親は産休・育休・介護休業中を含め、「フルタイムで就労中」が 86.0%、「短時間就労中」が 0.3%

で、86.3%が就労中です。 

85.6%

0.4% 0.3%

0.6%

13.1%

フルタイムで働いており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで働いているが、産休・育休・介護休業中である

短時間就労で働いており、産休・育休・介護休業中ではない

短時間就労で働いているが、産休・育休・介護休業中である

以前は働いていたが、現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答・無効

31.7%

1.6%

40.8%

0.4%

20.6%

1.9% 3.0%

フルタイムで働いており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで働いているが、産休・育休・介護休業中である

短時間就労で働いており、産休・育休・介護休業中ではない

短時間就労で働いているが、産休・育休・介護休業中である

以前は働いていたが、現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答・無効
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問 12-1 問 12 で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方  週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時

間（残業時間を含む）」について また、家を出る時刻と帰宅時刻について 

(1)母親 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週当たりの「就労日数」

票数 %

1 1日 2 0.4%

2 2日 13 2.5%

3 3日 68 13.2%

4 4日 102 19.7%

5 5日 294 56.9%

6 6日 21 4.1%

7 7日 3 0.6%

無回答・無効 14 2.7%

合計 517 100.0%

日当たりの「就労時間」
票数 %

1 1時間 0 0.0%
2 2時間 2 0.4%
3 3時間 11 2.1%
4 4時間 53 10.3%
5 5時間 79 15.3%
6 6時間 73 14.1%
7 7時間 66 12.8%
8 8時間 149 28.8%
9 9時間 32 6.2%

10 10時間 17 3.3%
11 11時間 7 1.4%
12 12時間 4 0.8%
13 13時間 2 0.4%
14 14時間 0 0.0%
15 15時間 0 0.0%
16 16時間 0 0.0%
17 17時間 0 0.0%
18 18時間 0 0.0%
19 19時間 0 0.0%
20 20時間 0 0.0%
21 21時間 0 0.0%
22 22時間 0 0.0%
23 23時間 0 0.0%
24 24時間 0 0.0%

無回答・無効 22 4.3%

合計 517 100.0%

母親の就労日数については「５日」が 56.9%と最も多く、次いで「４日」が 19.7%となっていま

す。 

母親の就労時間は「８時間」が 28.8%、と最も多く、次いで「5 時間」が 15.3%、「6 時間」が 14.1%

となっています。 

0.4%

2.5%

13.2% 19.7% 56.9% 4.1%

0.6%

2.7%

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無回答・無効

0.0% 0.4%
2.1%

10.3%

15.3%
14.1%

12.8%

28.8%

6.2%

3.3%
1.4% 0.8% 0.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 （時間）
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

出る時間 帰宅時間

母親の家を出る時刻は７～９時がピークで、「８時」が 49.1%と最も多く、帰宅時刻は 14～19 時

がピークで、「18 時」が 27.7%と最も多くなっています。 

出る時刻 帰宅時刻
票数 % 票数 %

1 1時 0 0.0% 1時 1 0.2%
2 2時 0 0.0% 2時 0 0.0%
3 3時 1 0.2% 3時 0 0.0%
4 4時 0 0.0% 4時 0 0.0%
5 5時 0 0.0% 5時 0 0.0%
6 6時 7 1.4% 6時 0 0.0%
7 7時 100 19.3% 7時 0 0.0%
8 8時 254 49.1% 8時 0 0.0%
9 9時 101 19.5% 9時 1 0.2%

10 10時 17 3.3% 10時 2 0.4%
11 11時 3 0.6% 11時 1 0.2%
12 12時 4 0.8% 12時 8 1.5%
13 13時 1 0.2% 13時 12 2.3%
14 14時 1 0.2% 14時 32 6.2%
15 15時 2 0.4% 15時 61 11.8%
16 16時 0 0.0% 16時 49 9.5%
17 17時 0 0.0% 17時 76 14.7%
18 18時 0 0.0% 18時 143 27.7%
19 19時 0 0.0% 19時 70 13.5%
20 20時 1 0.2% 20時 27 5.2%
21 21時 0 0.0% 21時 6 1.2%
22 22時 0 0.0% 22時 2 0.4%
23 23時 0 0.0% 23時 0 0.0%
24 24時 0 0.0% 24時 1 0.2%

無回答・無効 25 4.8% 無回答・無効 25 4.8%

合計 517 100.0% 合計 517 100.0%
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(2)父親 

 
 

 

 
 

 

週当たりの「就労日数」

票数 %

1 1日 0 0.0%

2 2日 0 0.0%

3 3日 4 0.7%

4 4日 2 0.3%

5 5日 445 74.3%

6 6日 134 22.4%

7 7日 6 1.0%
無回答・無効 8 1.3%

合計 599 100.0%

日当たりの「就労時間」
票数 %

1 1時間 0 0.0%
2 2時間 0 0.0%
3 3時間 1 0.2%
4 4時間 0 0.0%
5 5時間 0 0.0%
6 6時間 1 0.2%
7 7時間 5 0.8%
8 8時間 217 36.2%
9 9時間 87 14.5%

10 10時間 131 21.9%
11 11時間 35 5.8%
12 12時間 64 10.7%
13 13時間 12 2.0%
14 14時間 10 1.7%
15 15時間 5 0.8%
16 16時間 0 0.0%
17 17時間 0 0.0%
18 18時間 2 0.3%
19 19時間 0 0.0%
20 20時間 0 0.0%
21 21時間 0 0.0%
22 22時間 0 0.0%
23 23時間 0 0.0%
24 24時間 4 0.7%

無回答・無効 25 4.2%

合計 599 100.0%

父親の就労日数については「５日」が 74.3%と最も多く、次いで「６日」が 22.4%となっていま

す。 

父親の就労時間は「８時間」が 36.2%で最も多く、次いで「10 時間」が 21.9%となっています。 

0.0% 0.0%

0.7% 0.3%

74.3% 22.4%

1.0%

1.3%

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無回答・無効

0.2%
0.2%

0.8%

36.2%

14.5%

21.9%

5.8%

10.7%

2.0%
1.7% 0.8% 0.3% 0.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24（時間）
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出る時刻 帰宅時刻
票数 % 票数 %

1 1時 0 0.0% 1時 2 0.3%
2 2時 1 0.2% 2時 1 0.2%
3 3時 0 0.0% 3時 2 0.3%
4 4時 4 0.7% 4時 0 0.0%
5 5時 21 3.5% 5時 0 0.0%
6 6時 86 14.4% 6時 0 0.0%
7 7時 266 44.4% 7時 1 0.2%
8 8時 146 24.4% 8時 0 0.0%
9 9時 33 5.5% 9時 1 0.2%

10 10時 7 1.2% 10時 5 0.8%
11 11時 2 0.3% 11時 1 0.2%
12 12時 1 0.2% 12時 0 0.0%
13 13時 1 0.2% 13時 1 0.2%
14 14時 0 0.0% 14時 1 0.2%
15 15時 1 0.2% 15時 1 0.2%
16 16時 0 0.0% 16時 3 0.5%
17 17時 1 0.2% 17時 22 3.7%
18 18時 1 0.2% 18時 65 10.9%
19 19時 1 0.2% 19時 119 19.9%
20 20時 0 0.0% 20時 135 22.5%
21 21時 0 0.0% 21時 105 17.5%
22 22時 0 0.0% 22時 70 11.7%
23 23時 0 0.0% 23時 26 4.3%
24 24時 0 0.0% 24時 11 1.8%

無回答・無効 27 4.5% 無回答・無効 27 4.5%

合計 599 100.0% 合計 599 100.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

出る時間 帰宅時間

父親は家を出る時刻は７～８時がピークで、「７時」が 44.4%と最も多く、帰宅時刻は 18 時～21

時がピークで、「20 時」が 22.5%と最も多くなっています。 
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問 13 問 12 で「３.・４.」（短時間の就労をしている）に○をつけた方 フルタイムへの転換希望はあるか 

(1)母親 

 
 

(2)父親 

 
 

 

  

票数 %

1
フルタイムへ転換の希望があり、実現で
きる見込みがある

30 10.5%

2
フルタイムへ転換の希望はあるが、実現
できる見込みはない

78 27.3%

3 短時間就労で働き続けることを希望 160 55.9%

4
短時間就労で働くのをやめて子育てや
家事に専念したい

5 1.7%

無回答・無効 13 4.5%

合計 286 100.0%

票数 %

1
フルタイムへ転換の希望があり、実現で
きる見込みがある

0 0.0%

2
フルタイムへ転換の希望はあるが、実現
できる見込みはない

0 0.0%

3 短時間就労で働き続けることを希望 2 100.0%

4
短時間就労で働くのをやめて子育てや
家事に専念したい

0 0.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 2 100.0%

フルタイムへの転換希望について、母親は「短時間の就労を続ける」（55.9%）が最も多くなってい

ます。見込みの有無に関係なく「フルタイムへの転換希望」がある方は合わせて 37.8%となっていま

す。 

10.5% 27.3% 55.9%

1.7%

4.5%

フルタイムへ転換の希望があり、実現できる見込みがある
フルタイムへ転換の希望はあるが、実現できる見込みはない
短時間就労で働き続けることを希望
短時間就労で働くのをやめて子育てや家事に専念したい
無回答・無効

100.0%

フルタイムへ転換の希望があり、実現できる見込みがある
フルタイムへ転換の希望はあるが、実現できる見込みはない
短時間就労で働き続けることを希望
短時間就労で働くのをやめて子育てや家事に専念したい
無回答・無効
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問 14 問 12 で「５.以前は就労していたが、現在は就労していない」 または「６.これまで就労したことがない」

に○をつけた方 就労希望はあるか 

(1)母親 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

票数 %

1
子育てや家事などに専念したい（働く予
定はない）

46 29.5%

2
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

37 23.7%

3 すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい 61 39.1%

無回答・無効 12 7.7%

合計 156 100.0%

母親は「すぐにでも、もしくは 1 年以内に働きたい」が 39.1%と最も多く、次いで「子育てや家事な

どに専念したい（働く予定はない）が 29.5%となっています。 

就労のタイミングは「13 歳」の時が 27.0%と最も多く、次いで「10 歳」が 21.6%となっており、

子どもが高学年になるまで子育てに専念したい人が多いことが分かります。 

就労形態は「短時間就労」を希望が 95.1%となっています。 

希望就労日数は「3 日」（51.7%）が最も多く、次いで「4 日」（31.0%）となっており、希望就労

時間は「５時間」（48.3%）が最も多く、次いで「４時間」（27.6%）となっています。 

29.5% 23.7% 39.1% 7.7%

子育てや家事などに専念したい（働く予定予定はない）

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・無効

2に○をつけた方　希望する年齢
票数 %

1 1歳 0 0.0%
2 2歳 0 0.0%
3 3歳 1 2.7%
4 4歳 1 2.7%
5 5歳 0 0.0%
6 6歳 0 0.0%
7 7歳 0 0.0%
8 8歳 0 0.0%
9 9歳 4 10.8%

10 10歳 8 21.6%
11 11歳 3 8.1%
12 12歳 4 10.8%
13 13歳 10 27.0%
14 14歳 1 2.7%
15 15歳 1 2.7%
16 16歳 3 8.1%

無回答・無効 1 2.7%

合計 37 100.0%

3に○をつけた方　就労の希望

票数 %
ア フルタイム 2 3.3%
イ 短時間就労 58 95.1%

無回答・無効 1 1.6%

合計 61 100.0%

イに○をつけた方。週当たりの「希望就労日数」 イに○をつけた方。日当たりの「希望就労時間」

票数 % 票数 %

1 1日 0 0.0% 1 3時間 3 5.2%

2 2日 4 6.9% 2 4時間 16 27.6%

3 3日 30 51.7% 3 5時間 28 48.3%

4 4日 18 31.0% 4 6時間 8 13.8%

5 5日 4 6.9% 5 15時間 1 1.7%
無回答・無効 2 3.4% 無回答・無効 2 3.4%

合計 58 100.0% 合計 58 100.0%

3.3%

95.1%

1.6%

フルタイム 短時間就労 無回答・無効

0.0%

0.0%

2.7%

2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.8%

21.6%

8.1%

10.8%

27.0%

2.7%
2.7%

8.1%

2.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

2に○をつけた方　希望する年齢
票数 %

1 1歳 0 0.0%
2 2歳 0 0.0%
3 3歳 1 2.7%
4 4歳 1 2.7%
5 5歳 0 0.0%
6 6歳 0 0.0%
7 7歳 0 0.0%
8 8歳 0 0.0%
9 9歳 4 10.8%

10 10歳 8 21.6%
11 11歳 3 8.1%
12 12歳 4 10.8%
13 13歳 10 27.0%
14 14歳 1 2.7%
15 15歳 1 2.7%
16 16歳 3 8.1%

無回答・無効 1 2.7%

合計 37 100.0%

3に○をつけた方　就労の希望

票数 %
ア フルタイム 2 3.3%
イ 短時間就労 58 95.1%

無回答・無効 1 1.6%

合計 61 100.0%

イに○をつけた方。週当たりの「希望就労日数」 イに○をつけた方。日当たりの「希望就労時間」

票数 % 票数 %

1 1日 0 0.0% 1 3時間 3 5.2%

2 2日 4 6.9% 2 4時間 16 27.6%

3 3日 30 51.7% 3 5時間 28 48.3%

4 4日 18 31.0% 4 6時間 8 13.8%

5 5日 4 6.9% 5 15時間 1 1.7%
無回答・無効 2 3.4% 無回答・無効 2 3.4%

合計 58 100.0% 合計 58 100.0%

3.3%

95.1%

1.6%

フルタイム 短時間就労 無回答・無効

0.0%

0.0%

2.7%

2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.8%

21.6%

8.1%

10.8%

27.0%

2.7%
2.7%

8.1%

2.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%



 

 

-80- 

(2)父親 

 

 
 

 

 

■お子さんの病気の際の対応について                                

問 15 この１年間にお子さんが病気やケガで学校を休んだことはあるか 

 
 

 

  

票数 %

1
子育てや家事などに専念したい（働く予
定はない）

0 0.0%

2
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

0 0.0%

3 すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい 4 100.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 4 100.0%

2に○をつけた方。希望する年齢
※該当者なし

3に○をつけた方。就労の希望

票数 %
ア フルタイム 3 75.0%
イ 短時間就労 1 25.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 4 100.0%

イに○をつけた方。週当たりの「希望就労日数」 イに○をつけた方。日当たりの「希望就労時間」

票数 % 票数 %

1 1日 0 0.0% 1 5時間 1 100.0%

2 2日 0 0.0% 無回答・無効 0 0.0%

3 3日 1 100.0% 合計 1 100.0%

4 4日 0 0.0%

5 5日 0 0.0%
無回答・無効 0 0.0%

合計 1 100.0%

75.0% 25.0%

フルタイム 短時間就労 無回答・無効

票数 %

1 あった 469 67.6%

2 なかった 219 31.6%

無回答・無効 6 0.9%

合計 694 100.0%

学校を休んだことが「あった」が 67.6%、「なかった」が 31.6%となっています。 

100.0%

子育てや家事などに専念したい（働く予定予定はない）

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・無効

67.6% 31.6%

0.9%

あった なかった 無回答・無効
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問 15-1 問 15「あった」に◯をした方 病気やケガで休んだ場合、この１年間に行った対処方法と休んだ日

数について（複数回答） 

 
 

 

 

 

 

 

  

1年間の対処方法

票数 %

ア 父親が休んだ 89 19.0%

イ 母親が休んだ 316 67.4%

ウ
（同居者を含む）親族・知人に子どもを
みてもらった

109 23.2%

エ
父親又は母親のうち働いていない方が
子どもをみた

105 22.4%

オ 病児・病後児の保育施設を利用した 6 1.3%

カ
ベビーシッターや民間の一時預かりの
事業所を利用した

1 0.2%

キ ファミリーサポートセンターを利用した 1 0.2%

ク 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 48 10.2%

ケ その他 10 2.1%

無回答・無効 3 0.6%

合計 688 146.7%

対処方法については、「母親が休んだ」が 67.4％と最も多く、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 23.2%、「父親又は母親のうち働いていない方が子どもをみた」が 22.4%

となっています。 

「その他」では、「仕事へ連れて行った」、「自営なので、様子を見ながら仕事もした」等の回答があ

りました。 

19.0%

67.4%

23.2%

22.4%

1.3%

0.2%

0.2%

10.2%

2.1%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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休んだ日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親が休んだ日数は「１日」が 26.6%と最も多く、次いで「3 日」が 19.0%、「2 日」が 18.4%と

ほぼ同じ割合となっています。親族・知人に子どもをみてもらった日数は「１日」が 33.0％と最も多

く、次いで「2 日」が 23.9%となっています。 

ウ.親族・知人に子どもをみてもらった日数 エ.父親又は母親のうち働いていない方が子どもをみた日数

票数 % 票数 %

1 1日 36 33.0% 1 1日 22 21.0%

2 2日 26 23.9% 2 2日 19 18.1%

3 3日 14 12.8% 3 3日 17 16.2%

4 4日 0 0.0% 4 4日 6 5.7%

5 5日 12 11.0% 5 5日 12 11.4%

6 6日 1 0.9% 6 6日 1 1.0%

7 7日 2 1.8% 7 7日 6 5.7%

8 8日 1 0.9% 8 8日 1 1.0%

9 9日 0 0.0% 9 9日 1 1.0%

10 10日 5 4.6% 10 10日 6 5.7%

11 14日 1 0.9% 11 12日 1 1.0%

12 15日 1 0.9% 12 15日 1 1.0%

13 20日 1 0.9% 13 20日 1 1.0%

14 30日以上 1 0.9% 無回答・無効 11 10.5%

無回答・無効 8 7.3% 合計 105 100.0%

合計 109 100.0%

オ.病児・病後児の保育施設を利用した日数 カ.ベビーシッター・民間の一時預かりを利用した日数

票数 % 票数 %

1 1日 1 16.7% 1 1日 1 100.0%

2 2日 3 50.0% 無回答・無効 0 0.0%

3 6日 1 16.7% 合計 1 100.0%

4 7日 1 16.7%

無回答・無効 0 0.0% キ.ファミリーサポートセンターを利用した日数
合計 6 100.0% 票数 %

1 1日 1 100.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 1 100.0%

ク.仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数 ケ.その他
票数 % 票数 %

1 1日 24 50.0% 1 1日 4 40.0%

2 2日 14 29.2% 2 2日 3 30.0%

3 3日 4 8.3% 3 3日 1 10.0%

4 5日 1 2.1% 4 5日 1 10.0%

5 30日以上 2 4.2% 無回答・無効 1 10.0%

無回答・無効 3 6.3% 合計 10 100.0%

合計 48 100.0%

ア.父親が休んだ イ.母親が休んだ

票数 % 票数 %

1 1日 47 52.8% 1 1日 84 26.6%

2 2日 23 25.8% 2 2日 58 18.4%

3 3日 6 6.7% 3 3日 60 19.0%

4 4日 2 2.2% 4 4日 12 3.8%

5 5日 5 5.6% 5 5日 38 12.0%

6 10日 2 2.2% 6 6日 5 1.6%

無回答・無効 4 4.5% 7 7日 10 3.2%

合計 89 100.0% 8 8日 3 0.9%

9 10日 20 6.3%

10 11日 1 0.3%

11 12日 1 0.3%

12 13日 1 0.3%

13 15日 2 0.6%

14 16日 1 0.3%

15 20日 4 1.3%

16 30日以上 1 0.3%

無回答・無効 15 4.7%

合計 316 100.0%
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問 A 群 問 15-1 で「ア.」「イ.」いずれかに◯をした方                                          

問 15-2 問 15-1 で「ア.」「イ.」いずれかに回答した方 

    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 利用したい場合、利用希望日数について 

 

 

 

問 15-3 問 15-2 で「１.できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた方 

 病児・病後児保育施設等に子どもを預ける場合、どのような事業形態が望ましいか（複数回答） 

 

票数 %

1
できれば病児・病後児保育施設等を利
用したい

69 20.8%

2 利用したいとは思わない 257 77.6%

無回答・無効 5 1.5%

合計 331 100.0%

病児・病後児のための保育施設を利用したい日数（年間）

票数 %

1 1日 1 1.4%

2 2日 5 7.2%

3 3日 13 18.8%

4 4日 1 1.4%

5 5日 17 24.6%

6 6日 3 4.3%

7 7日 6 8.7%

8 10日 17 24.6%

9 20日 1 1.4%

10 30日以上 1 1.4%

無回答・無効 4 5.8%

合計 69 100.0%

票数 %

1
他の施設（例：幼稚園・保育園等）に併
設した施設で子どもを保育する事業

35 50.7%

2
小児科に併設した施設で子どもを保育
する事業

57 82.6%

3
地域住民等が子育て家庭等の身近な
場所で保育する事業
（例：ファミリーサポートセンター等）

20 29.0%

4 その他 3 4.3%

無回答・無効 1 1.4%

合計 116 168.1%

0.0%

「利用したいとは思わない」が 77.6%、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」が 20.8%

となっています。利用したい日数は、「5 日」「10 日」がともに 24.6%と最も多く、次いで「3 日」が

18.8%となっています。 

望ましい事業形態については、「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」が 82.6%と最も多

く、次いで「他の施設に併設した施設で子どもを保育する事業」が 50.7%となっています。 

「その他」では、「小学校に併設」、「医療的ケア児用の施設」等の回答がありました。 

20.8% 77.6%

1.5%

できれば病児・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・無効

1.4%

7.2%

18.8%

1.4%

24.6%

4.3%

8.7%

24.6%

1.4%

1.4%

5.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

50.7%

82.6%

29.0%

4.3%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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問 15-4 問 15-2 で「２.利用したいとは思わない」に○をつけた方 

 病児・病後児保育施設等を利用したくない理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

利用したいとは思わない理由については、「親が仕事を休んで対応する」が 56.8%と最も多く、次い

で「病児・病後児を他人にみてもらうのは不安」が 51.0%となっています。 

「その他」では、「子どもが嫌がる」、「自分でみてあげたい」、「祖父母が預かれる」等の回答が多く、

「施設があることを知らなかった」、「他者からの感染（二次感染）が心配」、「職場に併設してあるから」

等の回答もありました。 

票数 %

1
病児・病後児を他人にみてもらうのは不
安

131 51.0%

2 地域の事業の質に不安がある 21 8.2%

3
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

32 12.5%

4 利用料がかかる・高い 58 22.6%

5 利用料がわからない 43 16.7%

6 親が仕事を休んで対応する 146 56.8%

7 その他 50 19.5%

無回答・無効 2 0.8%

合計 483 187.9%

51.0%

8.2%

12.5%

22.6%

16.7%

56.8%

19.5%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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問 B 群 問 15-1 で「ウ.」から「ケ.」のいずれかに◯をした方                            

問 15-5 問 15-1 で「ウ.」から「ケ.」のいずれかに回答した方 

 病気やけがで学校に行けなかった場合、できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たいと思ったか 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15-6 問 15-5 で「２．休んで子どもをみることは非常に難しい」に○をつけた方 

 休んでみることは非常に難しいと思う理由（複数回答） 

  

票数 %

1 できれば仕事を休んで看たい 113 45.0%

2 休んで子どもを看ることは非常に難しい 51 20.3%

無回答・無効 87 34.7%

合計 251 100.0%

票数 %

1 子どもの看護を理由に休みがとれない 27 52.9%

2 自営業なので休めない 10 19.6%

3 休暇日数が足りないので休めない 9 17.6%

4 その他 18 35.3%

無回答・無効 0 0.0%

合計 64 125.5%

「できれば仕事を休んで看たい」が 45.0%、「休んでみることが難しい」が 20.3%となっています。 

休んで看たかった日数は「2 日」（21.2%）が最も多く、次いで「1 日」（18.6%）、「5 日」（17.7%）

となっています。 

「子どもの看護を理由に休みがとれない」が 52.9%と最も多く、次いで「その他」が 35.3%となっ

ています。「その他」は、「人手不足」、「仕事が忙しくて休めない」、「休みにくい」等の回答が挙げられ

ています。 

45.0% 20.3% 34.7%

できれば仕事を休んでみたい

休んで子どもをみることは非常に難しい

無回答・無効

52.9%

19.6%

17.6%

35.3%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

できれば仕事を休んでみたかった日数

票数 %

1 1日 21 18.6%

2 2日 24 21.2%

3 3日 12 10.6%

4 4日 1 0.9%

5 5日 20 17.7%

6 6日 1 0.9%

7 7日 3 2.7%

8 8日 1 0.9%

9 10日 10 8.8%

10 13日 1 0.9%

11 20日 1 0.9%

12 30日以上 1 0.9%

無回答・無効 17 15.0%

合計 113 100.0%

休んで子どもをみることは非常に難しい

無回答・無効

18.6%

21.2%

10.6%

0.9%

17.7%

0.9%

2.7%

0.9%

8.8%

0.9%

0.9%

0.9%

15.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
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■お子さんの宿泊を伴う一時預かり等の利用について                      

問 16 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（預け先が見つからなかった場合も含む） あった場合、対処方法と日数（複数回答） 

 

 

 

 

  

 泊りがけでみてもらった日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１と答えた方　1年間の対処方法

票数 %

ア 
（同居者を含む）親族・知人にみてもらっ
た

82 86.3%

イ
子育て短期援助事業（ショートステイ）を利

用した（児童養護施設等で一定期間、子ど
もを保護する事業）

2 2.1%

ウ
イ以外の保育事業（認可外保育施設、
ベビーシッター等）を利用した

1 1.1%

エ 仕方なく子どもを連れていった 12 12.6%

オ 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 2 2.1%

カ その他 7 7.4%

無回答・無効 0 0.0%

合計 106 111.6%

泊りがけで保護者以外にみてもらったことが「なかった」が 84.7%で、「あった」が 13.7%となっ

ています。 

あった場合は、「（同居人含む）親族・知人にみてもらった」が 86.3%で最も多く、次いで「仕方な

く子どもを連れていった」が 12.6%となっています。 

「その他」では、「用事を断念した」等の回答がありました。 

票数 %

1 あった 95 13.7%

2 なかった 588 84.7%

無回答・無効 11 1.6%

合計 694 100.0%

13.7% 84.7%

1.6%

あった なかった 無回答・無効

86.3%

2.1%

1.1%

12.6%

2.1%

7.4%

0.0%

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

日数（年間）

ア  （同居者を含む）親族・知人にみてもらった日数 イ 子育て短期援助事業（ショートステイ）を利用した日数

票数 % 票数 %

1 1日 30 36.6% 1 1日 1 50.0%

2 2日 19 23.2% 2 30日以上 0 0.0%

3 3日 10 12.2% 無回答・無効 1 50.0%

4 4日 5 6.1% 合計 2 100.0%

5 5日 7 8.5%

7 7日 1 1.2% ウ イ以外の保育事業を利用した日数 

8 8日 1 1.2% 票数 %

10 10日 3 3.7% 1 10日 1 100.0%

12 12日 1 1.2% 無回答・無効 0 0.0%

15 15日 1 1.2% 合計 1 100.0%

21 25日 0 0.0%

無回答・無効 4 4.9%

合計 82 100.0%
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泊りがけで「（同居人含む）親族・知人にみてもらった」日数は「１日」が 36.6%で最も多く、次いで

「2 日」が 23.2%となっています。 

 

 

 

■お子さんの放課後の過ごし方について                           

問 17 お子さんは放課後をどのような場所で過ごしているか （放課後児童クラブ（学童保育）」の場合には、

利用を希望する時間も）（複数回答） 

 

 

「自宅」が 69.7%と最も多く、次いで「習い事」が 52.4%、「放課後児童クラブ（学童保育）」が

31.3%となっています。 

 

 

票数 %

1 自宅 484 69.7%

2 祖父母宅や友人・知人宅 103 14.8%

3 習い事（音楽、スポーツ、学習塾など） 364 52.4%

4 放課後カッパ塾 41 5.9%

5 放課後児童クラブ（学童保育） 217 31.3%

6 ファミリーサポートセンター 1 0.1%

7 放課後等デイサービス 11 1.6%

8 その他（区民会館、公園など） 92 13.3%

無回答・無効 1 0.1%

合計 1314 189.3%

69.7%

14.8%

52.4%

5.9%

31.3%

0.1%

1.6%

13.3%

0.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

エ　仕方なく子どもを連れていった日数 オ  仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数 

票数 % 票数 %

1 1日 4 33.3% 1 1日 1 50.0%

2 2日 2 16.7% 2 2日 1 50.0%

3 3日 2 16.7% 無回答・無効 0 0.0%

4 5日 1 8.3% 合計 2 100.0%

5 7日 1 8.3%

無回答・無効 2 16.7%

合計 12 100.0%

カ　その他の日数

票数 %

1 1日 1 14.3%

2 2日 2 28.6%

無回答・無効 4 57.1%

合計 7 100.0%
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1．自宅で過ごしている日数 2．祖父母宅や友人・知人宅で過ごしている日数

票数 % 票数 %

1 1日 75 15.5% 1 1日 48 46.6%

2 2日 88 18.2% 2 2日 21 20.4%

3 3日 85 17.6% 3 3日 10 9.7%

4 4日 41 8.5% 4 4日 6 5.8%

5 5日 147 30.4% 5 5日 15 14.6%

6 6日 8 1.7% 無回答・無効 3 2.9%

7 7日 20 4.1% 合計 103 100.0%

無回答・無効 20 4.1%

合計 484 100.0%

3．習い事で過ごしている日数 4．放課後カッパ塾で過ごしている日数

票数 % 票数 %

1 1日 98 26.9% 1 1日 23 56.1%

2 2日 122 33.5% 2 2日 17 41.5%

3 3日 83 22.8% 無回答・無効 1 2.4%

4 4日 38 10.4% 合計 41 100.0%

5 5日 17 4.7%

6 6日 2 0.5%

7 7日 1 0.3%

無回答・無効 3 0.8%

合計 364 100.0%

0

0

5．放課後児童クラブ（学童保育）で過ごしている日数 5．放課後児童クラブ（学童保育）利用時間

票数 % 票数 %

1 1日 4 1.8% 1 16時まで 8 3.7%

2 2日 11 5.1% 2 17時まで 63 29.0%

3 3日 30 13.8% 3 18時まで 100 46.1%

4 4日 29 13.4% 4 19時まで 40 18.4%

5 5日 139 64.1% 5 21時まで 1 0.5%

6 6日 2 0.9% 無回答・無効 5 2.3%

無回答・無効 2 0.9% 合計 217 100.0%

合計 217 100.0%

6．ファミリーサポートセンターで過ごしている日数 7．放課後等デイサービスで過ごしている日数

票数 % 票数 %

1 1日 1 100.0% 1 1日 1 9.1%

無回答・無効 0 0.0% 2 2日 2 18.2%

合計 1 100.0% 3 3日 2 18.2%

4 4日 1 9.1%

8．その他（区民会館、公園など） 5 5日 4 36.4%

票数 % 6 6日 1 9.1%

1 1日 26 28.3% 無回答・無効 0 0.0%

2 2日 22 23.9% 合計 11 100.0%

3 3日 20 21.7%

4 4日 13 14.1%

5 5日 10 10.9%

無回答・無効 1 1.1%

合計 92 100.0%

利用日数については、「自宅」は「5 日」(30.4%)で最も多く、次いで「2 日」が 18.2%となってい

ます。習い事は「2 日」が 33.5%、放課後児童クラブ（学童保育）は「5 日」が 64.1%と最も多くな

っています。 

また、放課後児童クラブの利用時間については、「18 時まで」が 46.1%、次いで「17 時まで」が

29.0%となっています。 
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問 18 土・日・祝日の放課後児童クラブの利用希望と利用したい時間帯について 

(１)土曜日 

 
 

 
 

 

  

（１）土曜日

票数 %

1
低学年（１～３年生）で利用したい（して
いる）

49 7.1%

2
高学年（４～６年生）で利用したい（して
いる）

18 2.6%

3 利用する必要はない 618 89.0%

無回答・無効 20 2.9%

合計 705 101.6%

「1 .低学年で利用したい（している）」を選択した方

土曜の（希望）開始時間 （希望）終了時間

票数 % 票数 %

1 7時 8 16.3% 1 11時 1 2.0%

2 8時 24 49.0% 2 12時 1 2.0%

3 9時 14 28.6% 3 13時 1 2.0%

4 15時 2 4.1% 4 14時 1 2.0%

無回答・無効 1 2.0% 5 15時 5 10.2%

合計 49 100.0% 6 16時 2 4.1%

7 17時 10 20.4%

8 18時 19 38.8%

9 19時 6 12.2%

10 20時 2 4.1%

無回答・無効 1 2.0%

合計 49 100.0%

「２.高学年で利用したい（している）」を選択した方

土曜の放課後児童クラブ（希望）開始時間 （希望）終了時間

票数 % 票数 %

1 7時 5 27.8% 1 12時 1 5.6%

2 8時 5 27.8% 2 13時 1 5.6%

3 9時 6 33.3% 3 15時 1 5.6%

4 15時 2 11.1% 4 16時 1 5.6%

無回答・無効 0 0.0% 5 17時 2 11.1%

合計 18 100.0% 6 18時 7 38.9%

7 19時 4 22.2%

8 20時 1 5.6%

無回答・無効 1 5.6%

合計 18 100.0%

土曜日は「利用する必要はない」が 89.0％で最も多くなっています。 

「利用したい（している）」は合わせて 9.7%で、「低学年」での希望が多くなっています。 

また、低学年の希望の開始時間は「8 時」が 49.0%、終了時間は「18 時」が 38.8%で最も多くな

っています。高学年の希望の開始時間は「9 時」が 33.3%、終了時間は「18 時」が 38.9%で最も多

くなっています。 

7.1%

2.6%

89.0%

2.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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(２)日曜日 

 
 

 
 

 

  

（２）日曜日

票数 %

1
低学年（１～３年生）で利用したい（して
いる）

25 3.6%

2
高学年（４～６年生）で利用したい（して
いる）

8 1.2%

3 利用する必要はない 646 93.1%

無回答・無効 20 2.9%

合計 699 100.7%

「1 .低学年で利用したい（している）」を選択した方

日曜の放課後児童クラブ（希望）開始時間 （希望）終了時間

票数 % 票数 %

1 7時 4 16.0% 1 11時 1 4.0%

2 8時 12 48.0% 2 15時 2 8.0%

3 9時 7 28.0% 3 16時 2 8.0%

4 10時 1 4.0% 4 17時 5 20.0%

5 13時 1 4.0% 5 18時 11 44.0%

無回答・無効 0 0.0% 6 19時 3 12.0%

合計 25 100.0% 7 20時 1 4.0%

無回答・無効 0 0.0%

合計 25 100.0%

「２.高学年で利用したい（している）」を選択した方

日曜の（希望）開始時間 （希望）終了時間

票数 % 票数 %

1 7時 2 25.0% 1 17時 2 25.0%

2 8時 3 37.5% 2 18時 3 37.5%

3 9時 1 12.5% 3 19時 2 25.0%

4 10時 2 25.0% 4 20時 1 12.5%

無回答・無効 0 0.0% 無回答・無効 0 0.0%

合計 8 100.0% 合計 8 100.0%

日曜日は「利用する必要はない」が 93.1%で最も多くなっています。 

「利用したい（している）」は合わせて 4.8%で、「低学年」での希望が多くなっています。 

また、低学年の希望の開始時間は「8 時」が 48.0%、終了時間は「18 時」が 44.0%で最も多く、

なっています。 

3.6%

1.2%

93.1%

2.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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(３)祝日 

 

 

 

 

 

  

（３）祝日

票数 %

1
低学年（１～３年生）で利用したい（して
いる）

42 6.1%

2
高学年（４～６年生）で利用したい（して
いる）

17 2.4%

3 利用する必要はない 628 90.5%

無回答・無効 17 2.4%

合計 704 101.4%

「1 .低学年で利用したい（している）」を選択した方

祝日の放課後児童クラブ（希望）開始時間 （希望）終了時間

票数 % 票数 %

1 7時 7 16.7% 1 15時 4 9.5%

2 8時 21 50.0% 2 16時 2 4.8%

3 9時 12 28.6% 3 17時 7 16.7%

4 10時 1 2.4% 4 18時 20 47.6%

無回答・無効 1 2.4% 5 19時 7 16.7%

合計 42 100.0% 6 20時 1 2.4%

17 無回答・無効 1 2.4%

18 合計 42 100.0%

19

「２.高学年で利用したい（している）」を選択した方

祝日の放課後児童クラブ（希望）開始時間 （希望）終了時間

票数 % 票数 %

1 7時 4 23.5% 1 15時 1 5.9%

2 8時 7 41.2% 2 17時 5 29.4%

3 9時 6 35.3% 3 18時 7 41.2%

無回答・無効 0 0.0% 4 19時 3 17.6%

合計 17 100.0% 5 20時 1 5.9%

無回答・無効 0 0.0%

合計 17 100.0%

祝日は「利用する必要はない」が 90.5%と最も多くなっています。 

「利用したい（している）」は合わせて 8.5%で、「低学年」の希望が多くなっています。 

また、低学年の希望の開始時間は「8 時」が 50.0%、終了時間は「18 時」が 47.6%で最も多くな

っています。 

高学年の希望の開始時間は「8 時」、終了時間は「18 時」が最も多くなっています。 

6.1%

2.4%

90.5%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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■お子さんの長期休暇の過ごし方について                           

問 19 お子さんは夏休み・冬休み等長期の休暇期間中をどのような場所で過ごしているか。 

 （「放課後児童クラブ（学童保育）」の場合、利用時間も）（複数回答） 

 
 

「自宅」が76.2%と最も多く、次いで「習い事（音楽・スポーツ・学習塾等）」が41.4%、「放課後児童

クラブ（学童保育）」が35.7%、「祖父母宅や友人・知人宅」が34.6%でほぼ同じ割合となっています。 

 

票数 %

1 自宅 529 76.2%

2 祖父母宅や友人・知人宅 240 34.6%

3 習い事（音楽・スポーツ・学習塾等） 287 41.4%

4 放課後児童クラブ（学童保育） 248 35.7%

5 ファミリーサポートセンター 1 0.1%

6 放課後等デイサービス 10 1.4%

7 その他（区民間、公園など） 69 9.9%

無回答・無効 6 0.9%

合計 1390 200.3%

76.2%

34.6%

41.4%

35.7%

0.1%

1.4%

9.9%

0.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

1．自宅で過ごしている日数 ２．祖父母宅や友人・知人宅で過ごしている日数

票数 % 票数 %

1 1日 39 7.4% 1 1日 95 39.6%

2 2日 87 16.4% 2 2日 61 25.4%

3 3日 59 11.2% 3 3日 31 12.9%

4 4日 56 10.6% 4 4日 10 4.2%

5 5日 106 20.0% 5 5日 21 8.8%

6 6日 20 3.8% 6 6日 1 0.4%

7 ７日 129 24.4% 7 ７日 5 2.1%

無回答・無効 33 6.2% 無回答・無効 16 6.7%

合計 529 100.0% 合計 240 100.0%

3．習い事で過ごしている日数

票数 %

1 1日 59 20.6%

2 2日 97 33.8%

3 3日 64 22.3%

4 4日 26 9.1%

5 5日 28 9.8%

6 6日 4 1.4%

7 ７日 2 0.7%

無回答・無効 7 2.4%

合計 287 100.0%

4．放課後児童クラブ（学童保育）で過ごしている日数 4．放課後児童クラブ（学童保育）利用時間

票数 % 票数 %

1 1日 7 2.8% 1 12時まで 1 0.4%

2 2日 11 4.4% 2 14時まで 2 0.8%

3 3日 45 18.1% 3 15時まで 4 1.6%

4 4日 43 17.3% 4 16時まで 31 12.5%

5 5日 132 53.2% 5 17時まで 67 27.0%

6 6日 7 2.8% 6 18時まで 107 43.1%

無回答・無効 3 1.2% 7 19時まで 32 12.9%

合計 248 100.0% 8 21時まで 1 0.4%

無回答・無効 3 1.2%

合計 248 100.0%
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問 20 夏休み・冬休み等長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望について（複数回答） 

 

 

長期の休暇期間中は「利用する必要はない」が 54.6%で最も多くなっています。 

「利用したい（している）」は合わせて 54.6%で、「低学年」での希望が 35.4%と多くなっていま

す。 

 

5．ファミリーサポートセンターで過ごしている日数 6．放課後等デイサービスで過ごしている日数

票数 % 票数 %

1 1日 1 100.0% 1 1日 1 10.0%

無回答・無効 0 0.0% 2 2日 0 0.0%

合計 1 100.0% 3 3日 1 10.0%

4 4日 1 10.0%

5 5日 6 60.0%

7．その他（区民会館、公園など） 6 6日 1 10.0%

票数 % 無回答・無効 0 0.0%

1 1日 20 29.0% 合計 10 100.0%

2 2日 20 29.0%

3 3日 11 15.9%

4 4日 6 8.7%

5 5日 6 8.7%

6 6日 1 1.4%

7 7日 1 1.4%

無回答・無効 4 5.8%

合計 69 100.0%

票数 %

1
低学年（１～３年生）で利用したい（して
いる）

246 35.4%

2
高学年（４～６年生）で利用したい（して
いる）

133 19.2%

3 利用する必要はない 379 54.6%

無回答・無効 12 1.7%

合計 770 111.0%

利用日数は、「自宅」が「7 日」で 24.4%と最も多く、次いで「5 日」が 20.0%となっています。

習い事（音楽・スポーツ・学習塾等）は「2 日」で 33.8%、放課後児童クラブ（学童保育）は「5 日

の 53.2%、「祖父母宅や友人・知人宅」は「1 日」が 39.6%で最も多くなっています。 

また、放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望時間は、「18 時まで」が 43.1%で最も多くなって

います。 

35.4%

19.2%

54.6%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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低学年の希望の開始時間は「8 時」が 54.5%、終了時間は「18 時」が 40.7%で最も多くなってい

ます。高学年の希望の開始時間は「8 時」が 54.9%、終了時間は「18 時」が 39.8%で最も多くなっ

ています。 

「1 .低学年で利用したい（している）」を選択した方

放課後児童クラブ利用（希望）開始時間 （希望）終了時間

票数 % 票数 %

1 7時 48 19.5% 1 12時 1 0.4%

2 8時 134 54.5% 2 13時 0 0.0%

3 9時 49 19.9% 3 14時 1 0.4%

4 10時 5 2.0% 4 15時 16 6.5%

5 11時 0 0.0% 5 16時 27 11.0%

6 12時 0 0.0% 6 17時 56 22.8%

7 13時 0 0.0% 7 18時 100 40.7%

8 14時 0 0.0% 8 19時 30 12.2%

9 15時 1 0.4% 9 20時 6 2.4%

無回答・無効 9 3.7% 10 21時 1 0.4%

合計 246 100.0% 無回答・無効 8 3.3%

合計 246 100.0%

「２.高学年で利用したい（している）」を選択した方

放課後児童クラブ利用（希望）開始時間 （希望）終了時間

票数 % 票数 %

1 7時 27 20.3% 1 14時 1 0.8%

2 8時 73 54.9% 2 15時 4 3.0%

3 9時 28 21.1% 3 16時 11 8.3%

4 10時 1 0.8% 4 17時 41 30.8%

5 11時 0 0.0% 5 18時 53 39.8%

6 12時 0 0.0% 6 19時 19 14.3%

7 13時 0 0.0% 7 20時 2 1.5%

8 14時 1 0.8% 無回答・無効 2 1.5%

無回答・無効 3 2.3% 合計 133 100.0%

合計 133 100.0%
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問 21 夏休み・冬休み等長期の休暇期間中に過ごす場所に望むこと（複数回答） 牛久市独自設問 

  

長期休暇中に過ごす場所に望むことは、「子どもが安全に過ごせること」が 95.4%と最も多く、次い

で「屋外で遊べる環境があること」が 71.3%、「希望する日・時間に利用できること」が 57.8%とな

っています。 

その他の記述では、「給食の提供」、「子どもが利用できる場所（プール･学校校庭の開放）」、「同学年

の子どもとの交流」等の回答が多く、他、「信頼できる人がいること」、「無料で利用できる環境」等の

回答もありました。 

  

票数 %

1 子どもが安全に過ごせること 662 95.4%

2 希望する日・時間に利用できること 401 57.8%

3 子どもの勉強を見てくれる人がいること 367 52.9%

4 イベントをやってくれること 221 31.8%

5 地域の人との交流があること 106 15.3%

6 パソコン教室、音楽教室などの講座 177 25.5%

7 学校の勉強の復習などの補習教室 288 41.5%

8 違う学年の事の交流があること 192 27.7%

9 屋外で遊べる環境があること 495 71.3%

10 その他 42 6.1%

無回答・無効 5 0.7%

合計 2,956 425.9%

95.4%

57.8%

52.9%

31.8%

15.3%

25.5%

41.5%

27.7%

71.3%

6.1%

0.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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■牛久市の子育て環境や支援について                              

問 22 牛久市の子ども・子育て支援に関わる項目①～⑰の「A 満足度」と「B 必要性（重要性）」牛久市独自設問 

【満足度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子ども・子育て支援に関する満足度は「親と子の健康の確保」で「満足」が 37.2%と最も高く、次

いで「子育てに関する医療・保健の充実」が 33.9%となっています。 

また、「誰もが安心・安全に過ごせるまちづくり」は「不満」が 3 割以上と高くなっています。 

2.9%

13.8%

14.3%

37.2%

33.9%

23.3%

12.2%

10.4%

21.0%

2.9%

3.3%

8.8%

13.8%

3.3%

4.8%

2.6%

2.9%

28.4%

65.7%

63.1%

50.9%

41.8%

47.6%

51.9%

46.4%

51.9%

29.5%

39.6%

51.0%

57.9%

21.3%

21.5%

20.2%

24.2%

3.6%

11.5%

6.3%

4.3%

21.2%

12.7%

8.4%

2.9%

5.2%

10.8%

23.1%

33.0%

21.8%

7.5%

6.9%

5.9%

9.2%

63.4%

7.6%

15.0%

6.3%

1.9%

14.7%

25.9%

38.6%

20.5%

55.2%

32.1%

6.1%

4.9%

66.6%

65.4%

69.7%

62.1%

1.7%

1.3%

1.3%

1.3%

1.3%

1.7%

1.6%

1.7%

1.4%

1.6%

1.9%

1.2%

1.6%

1.3%

1.4%

1.6%

1.6%

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

①次代の親の育成支援

②教育環境等の整備

③家庭と地域が連携した

子育ての充実

④親と子の健康の確保

⑤子育てに関する医療・保健の充実

⑥教育・保育施設事業の整備・充実

⑦地域における子育て支援の充実

⑧子育て支援の

ネットワークづくりの充実

⑨子どもの健全育成の充実

⑩ワーク・ライフ・バランスの実現

⑪仕事と子育ての両立支援の充実

⑫だれもが安心・安全に

過ごせるまちづくり

⑬子どもの安全対策

⑭ひとり親家庭の支援の充実

⑮障がい児への支援の充実

⑯児童虐待防止対策の充実

⑰子どもの貧困対策の充実

満足 ふつう 不満 わからない 無回答・無効

※①～⑰に当てはまる事業等について

　①将来親となる中高生との交流の機会の提供（幼児との

　　ふれあい体験事業）など

　②幼児教育、学校教育など

　③家庭教育学級、地域での社会奉仕活動

　④妊産婦健康診査、乳児検診、食育推進など

　⑤予防接種、医療費助成など
　⑥延長保育、一時預かり、放課後児童クラブなど

　⑦家庭児童相談、子育て広場、地域子育て支援センターなど

　⑧赤ちゃん交流、育児サークル等の支援など

⑨放課後カッパ塾、子育てサロン、スポーツ少年団の活動支援など

⑩男女共同参画の推進

⑪雇用環境、労働環境の改善

⑫通学路の整備、公園の整備、バリアフリー化など

⑬防犯・防災、交通安全

⑭母子家庭、父子家庭への支援など
⑮各種相談事業、発達支援など

⑯虐待の早期発見・早期対応など

⑰就学援助・支援など
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【重要性（必要性）】 

 
 

 

54.0%

86.3%

62.7%

87.8%

92.5%

84.3%

75.1%

65.6%

71.9%

49.4%

78.0%

89.3%

91.1%

71.5%

80.0%

84.9%

80.7%

20.2%

6.9%

23.3%

5.3%

2.2%

6.8%

13.8%

17.1%

15.9%

18.3%

8.9%

4.5%

3.2%

9.1%

4.8%

3.0%

4.9%

2.4%

0.0%

2.3%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

1.0%

0.1%

0.9%

0.3%

0.0%

0.0%

0.7%

0.1%

0.1%

0.7%

18.9%

2.7%

7.3%

2.3%

1.2%

4.0%

6.6%

11.7%

7.5%

26.9%

8.5%

2.0%

1.7%

14.7%

11.4%

7.9%

9.8%

4.5%

4.0%

4.3%

4.6%

4.2%

4.8%

4.3%

4.6%

4.6%

4.5%

4.3%

4.2%

4.0%

4.0%

3.7%

4.0%

3.9%

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

①次代の親の育成支援

②教育環境等の整備

③家庭と地域が連携した

子育ての充実

④親と子の健康の確保

⑤子育てに関する医療・保健の充実

⑥教育・保育施設事業の整備・充実

⑦地域における子育て支援の充実

⑧子育て支援の

ネットワークづくりの充実

⑨子どもの健全育成の充実

⑩ワーク・ライフ・バランスの実現

⑪仕事と子育ての両立支援の充実

⑫だれもが安心・安全に

過ごせるまちづくり

⑬子どもの安全対策

⑭ひとり親家庭の支援の充実

⑮障がい児への支援の充実

⑯児童虐待防止対策の充実

⑰子どもの貧困対策の充実

必要 どちらでもない 不必要 わからない 無回答・無効

子ども・子育て支援に関する重要性（必要性）は「子育てに関する医療・保健の充実」で「必要」が

92.5%と最も高く、次いで「子どもの安全対策」が 91.1%となっています。 

ほとんどの項目で「必要」が７～9 割以上となっており、重要性が高くなっていますが、「ワーク・

ライフ・バランスの実現」(49.4%)、「時代の親の育成支援」(54.0%)は 5 割程度と低くなっています。 
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【ＣＳ分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛久市の子ども・子育て支援における満足度および必要性（重要性）については、全項目の平均値が

満足度で 1.99、重要性で 2.87 となっており、満足度の評価が 2.00 をやや下回っています。 

満足度が高く・重要性が高い「強み」は右上の丸囲み内、「④親と子の健康の確保」など４項目で、一

方、重要性が高いにも関わらず満足度が低い、「特に改善が必要な項目」は、左上の四角囲み内、「⑪仕

事と子育ての両立支援の充実」、「⑫だれもが安心・安全に過ごせるまちづくり」など６項目です。 

【※CS分析とは】ＣＳ分析は、満足度、重要性（必要性）の回答を点数化し、設問（項目）ごとに平均して数値を算出します。満足度を横軸、重要性
（必要性）を縦軸として、点数化した各設問（項目）を分布することで、改善する項目と優先順位を明らかにする分析です。

【参考】点数化については、1～17項目の回答を以下の通り点数化し、平均値を算出しています。（「無効・無回答」はのぞく）
　満足度　　　　　　　　　満足　３点　　　ふつう　２点　　　不満　１点
　重要（必要）度　　　　　必要　３点　　　どちらでもない　２点　 　不必要　１点

拡大図

全体図

拡大図

全体図
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【満足度・重要度（必要性）の変換後のポイント数】 
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問 23 牛久市の教育・保育環境の充実等子育ての環境や支援に関してのご意見（自由回答/項目別に整理） 

 

 
 

 

 

■意見内容

票数 %

1 保育園について(公立・私立） 10 4.4%

2 幼稚園について(公立・私立） 3 1.3%

3
小学校について（学校教育、学校生活
等）

48 21.1%

4
放課後児童クラブ（学童保育）等につい
て

35 15.4%

5
地域子育て支援拠点事業（子育て支援
センター・子育て広場）等

2 0.9%

6
妊娠・出産・周産期医療・母子保健等
について

37 16.2%

7 防災・防犯・交通安全について 37 16.2%

8 遊び場・子どもの居場所・公園について 34 14.9%

9 ファミリーサポートセンターについて 1 0.4%

10
利用者支援について（相談事業・情報
提供・コンシェルジュ）

11 4.8%

11 アンケートについて 2 0.9%

12
その他（補助助成、病院・小児科、障がい
児・療養施設、市のまちづくり、その他等）

52 22.8%

合計 272 119.3%

※1人の回答者が複数の項目にわたって回答している場合は、それぞれの項目に票を入れているため、回答者数と票数は一致しない。

教育・保育環境の充実等子育ての環境や支援に関してのご意見については、「地域子ども・子育て支

援事業」が最も多くなっています。 

意見内容を項目別に細分化すると、「小学校について」（21.1%）、「その他」（22.8%）の要望が多く

寄せられています。 
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0.9%
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0.4%
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３ 調査票 

３ 調査票 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

-102- 

（１） 未就学児調査票 
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（２） 小学生調査票 
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