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I 　調査概要 

１． 調査の目的 

平成 27年４月から「子ども・子育て支援法」に基づく新制度がはじまり、砺波市においても、絶えず

変化するニーズに迅速に対応するため、「砺波市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育て支援サ

ービスの充実を図ってきた。 

本調査は、教育・保育・子育て支援に関する現状や今後の利用希望などを把握し、その内容を、令和

７年度を始期とする「第３期子ども・子育て支援事業計画」に反映することを目的として、子育て中の

世帯から無作為に抽出し、実施するものである。 

 

２． 調査概要 

（１） 調査地域 

　砺波市全域 

（２） 調査対象 

　①砺波市内在住の「未就学児」をお持ちの世帯・保護者（未就学児保護者調査） 

　②砺波市内在住の「小学生」をお持ちの世帯・保護者（小学生保護者調査）　 

　③砺波市内在住の「小学生」 

　※③は②に同封し、回答を依頼した。 

（３） 抽出方法 

住民基本台帳により、未就学児 1,200 人、小学生 800 人の計 2,000 人を無作為抽出 

（４） 調査の期間 

　令和６年４月 15日（月）～４月 30日（火） 

　※５月 31 日（金）までの回答を集計対象とした。 

（５） 調査方法 

調査対象者に対し、アンケート調査票を郵送配布し回収した。 

※アンケート調査票にインターネット回答フォームの URL と二次元コードを掲載し、インターネット

でも回答できるようにした。 

 

（６） 配布・回収状況 

※令和６年５月 31日時点 

 

 
　対象者 配布数

回収数
回収率

 合計 郵送 インターネット

 ①未就学児保護者 1,200 563 311 252 46.9％

 ②小学生保護者 800 352 211 141 44.0％

 ③小学生 800 285 199 86 35.6％
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（７） 調査結果の見方 

・調査結果や図表の「未就学児」は未就学児保護者、「小学生」は「小学生保護者」を表している。なお、

「Ⅲ調査結果【小学生】」の章に関しては小学生自身による回答である。 

・回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で四

捨五入した。そのため、単数回答（SA：Single Answer、複数の選択肢からひとつだけ選ぶ方式）であ

っても合計値が 100.0％にならない場合がある。 

・複数回答（MA：Multiple Answer、複数の選択肢から 2つ以上回答してもよい方式）の設問の場合、回

答は選択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しているため、通常その値は 100.0％を

超える。 

・図表中において「無回答・無効」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が困難な

ものを指す。 

・図表中の「Ｎ」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人の数）を表し

ている。 
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II 　調査結果【未就学児保護者・小学生保護者】 

１． 回答者の属性 

（１） 地区別回答者数 

 

 

 

 

件数 ％ 件数 ％

出町 147 26.1 71 20.2

庄下 33 5.9 24 6.8

中野 18 3.2 17 4.8

五鹿屋 22 3.9 16 4.5

東野尻 23 4.1 9 2.6

鷹栖 30 5.3 21 6.0

若林 3 0.5 4 1.1

林 69 12.3 45 12.8

高波 6 1.1 7 2.0

油田 78 13.9 33 9.4

南般若 19 3.4 26 7.4

柳瀬 19 3.4 13 3.7

太田 11 2.0 8 2.3

般若 18 3.2 10 2.8

東般若 16 2.8 9 2.6

栴檀野 7 1.2 6 1.7

栴檀山 0 0.0 0 0.0

東山見 7 1.2 11 3.1

青島 13 2.3 9 2.6

雄神 5 0.9 3 0.9

種田 8 1.4 7 2.0

無回答・無効 11 2.0 3 0.9

合計 563 100.0 352 100.0

地区
未就学児 小学生
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（２） 宛名のお子さんの年齢・学年 

①未就学児     ②小学生 

 

 

 

 

（３） きょうだいの人数 

①未就学児     ②小学生 

 

 

 

 

（４） 子どもが２人以上いる場合の末子の年齢 

①未就学児     ②小学生 

 

 

年齢 件数 ％ 学年 件数 ％

0歳（令和5年4月～令和6年3月） 95 16.9 1年生 63 17.9

1歳（令和4年4月～令和5年4月） 121 21.5 2年生 50 14.2

2歳（令和5年4月～令和6年5月） 102 18.1 3年生 63 17.9

3歳（令和5年4月～令和6年6月） 77 13.7 4年生 48 13.6

4歳（令和5年4月～令和6年7月） 95 16.9 5年生 67 19.0

5歳（令和5年4月～令和6年8月） 63 11.2 6年生 56 15.9

無回答・無効 10 1.8 無回答・無効 5 1.4

合計 563 100.0 合計 352 100.0

人数 件数 ％ 人数 件数 ％

1人 212 37.7 1人 82 23.3

2人 214 38.0 2人 159 45.2

3人 79 14.0 3人 79 22.4

4人 14 2.5 4人 16 4.5

5人以上 3 0.5 5人以上 1 0.3

無回答・無効 41 7.3 無回答・無効 15 4.3

合計 563 100.0 合計 352 100.0

年齢 件数 ％ 年齢 件数 ％

0歳 24 7.7 5歳以下 2 0.8

1歳 47 15.2 6歳 37 14.6

2歳 55 17.7 7歳 36 14.2

3歳 51 16.5 8歳 37 14.6

4歳 41 13.2 9歳 26 10.2

5歳 47 15.2 10歳 49 19.3

無回答・無効 45 14.5 11歳 40 15.7

合計 310 100.0 無回答・無効 27 10.6

合計 254 100.0
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（５） 調査票の記入者 

 

 

 

 

（６） 配偶者の有無 

 

 

 

 

（７） 子育てを主に行っている方 

 

 

 

 

 

82.6

78.7

17.1

20.7

0.4

0.30.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学児

N=563

小学生

N=352

母親 父親 その他 無回答・無効

96.4

91.2

3.4

8.5

0.2

0.3
80% 100%

未就学児

N=563

小学生

N=352

配偶者がいる 配偶者がいない 無回答・無効

66.3

55.7

32.0

38.9

0.2

2.6
0.2

1.7

0.9

0.9
0.5

0.3

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

未就学児

N=563

小学生

N=352

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
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２． 調査結果の概要 

２－１ 子どもの育ちをめぐる環境について 

（１） 子育てに日常的に関わっている人・施設 

子どもの子育て（教育）に日常的に関わっている人・施設についてきいたところ、「父母ともに」が未

就学児で 74.6％、小学生で 53.4％と最も多くなっている。次いで、未就学児は「祖父母」が 32.5％、

小学生は「小学校」が 39.7％となっている。 

 

【未就学児】 

 

※無回答・無効は表示しない 

【小学生】 

 

※無回答・無効は表示しない 

 

74.6

21.0

3.2

32.5

1.2

9.6

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他
(MA)

N=563

53.4

36.6

3.4

20.6

39.7

5.4

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

母親

父親

祖父母

小学校

その他
(MA)

N=352

 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか。お子さ

んからみた関係で当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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（２） 子育てに最も影響すると思われる環境 

　子育て（教育）にもっとも影響すると思われる環境についてきいたところ、「家庭」が未就学児で

96.6％、小学生で 93.2％と最も多くなっている。次いで、未就学児は「認定こども園」が 68.7％、小学

生は「小学校」が 83.5％となっている。 

 

【未就学児】 

 
※無回答・無効は表示しない 

【小学生】 

 

※無回答・無効は表示しない 

 

 

96.6
20.1

5.5

15.1

68.7

2.7

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

家庭

地域

幼稚園

保育所

認定こども園

その他
(MA)

N=563

93.2

27.0

83.5

5.4

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

家庭

地域

小学校

その他
(MA)

N=352

 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境すべてに○をつけてくださ

い。
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（３） 子どもをみてもらえる親族・知人の状況 

① 子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

　日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無についてきいたところ、「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」が未就学児で 58.3％、小学生で 50.6％と最も多くなっている。次い

で、「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が未就学児で 37.8％、小学生で 40.9％となっている。 

 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

37.8

58.3

0.4

4.1

8.5

40.9

50.6

1.1

5.4

12.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる

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

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

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

いずれもいない

未就学児

N=563

小学生

N=352

(MA)

 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○をつけてくださ

い。
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② 親族に子どもをみてもらっている状況 

　日頃、子どもをみてもらえる親族が「いる」とした人に、子どもをみてもらっている状況についてき

いたところ、「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」が未就学児で 48.8％、小学生で 46.8％と最も多くなっている。次いで、未就学児は

「祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である」が 29.8％、小学生は「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」が 27.2％である。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

 

 

48.8

29.8

29.4

25.2

11.2

5.0

46.8

21.3

27.2

25.9

11.0

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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

祖父母等の親族の身体的負担が

大きく心配である

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

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

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

その他

未就学児

N=500

小学生

N=302

(MA)

 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お答えください。当てはまる番号すべて

に○をつけてください。
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③ 友人・知人に子どもをみてもらっている状況 

　日頃、子どもをみてもらえる友人・知人が「いる」とした人に、子どもをみてもらっている状況につ

いてきいたところ、「友人・知人等の親族の身体的・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」が未就学児で 41.7％、小学生で 56.3％と最も多くなっている。次いで、

「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」が未就学児で 33.3％、小学生で 50.0％

となっている。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

41.7

4.2

25.0

33.3

4.2

12.5

56.3

0.0

31.3

50.0

0.0

6.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

友人・知人の身体的・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

友人・知人の身体的負担が大きく

心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な

負担が大きく心配である

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

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

その他

未就学児

N=24

小学生

N=20

(MA)

 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。
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（４） 気軽に相談できる相手の有無 

　子育てをするうえで気軽に相談できる相手・場所の有無についてみると、「いる/ある」が未就学児で

89.7％、小学生で 85.5％と８割以上を占めている。 

 

 

 

 

89.7

85.5

7.6

12.5

2.7

2.0

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

未就学児

N=563

小学生

N=352

いる/ある いない/ない 無回答・無効

 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる相手はいますか。または、

相談できる場所はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。
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（５） 相談相手 

　子育てに関して気軽に相談できる相手が「いる/ある」とした人に相談先をきいたところ、「祖父母等

の親族」が未就学児で 82.6％、小学生で 75.5％と最も多くなっている。次いで「友人や知人」が未就学

児で 69.3％、小学生で 71.1％となっている。 

 

【未就学児】 

 
※無回答・無効は表示しない 

【小学生】 

 

※無回答・無効は表示しない 

 

 

82.6

69.3

5.9

11.7

12.3

38.2

8.9

0.6

11.1

3.4

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（児童館等）・ＮＰＯ

厚生センター・健康センター

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市の子育て関連担当窓口

その他

 (MA)

N=505

75.5

71.1

12.8

3.0

33.9

0.7

11.4

4.0

0.3

2.3

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

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（児童館等）・ＮＰＯ

学校の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市の子育て関連担当窓口

児童相談所

その他

(MA)

N=301

 お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。当てはまる

番号すべてに○をつけてください。
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２－２ 保護者の就労状況 

（１） 就労状況 

【母親】 

　母親の現在の就労状況についてみると、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではな

い」が未就学児で 42.1％、小学生で 54.5％と最も多くなっている。また未就学児の「以前は就労してい

たが、現在は就労していない」は 11.7％と前回（H30）と比べ 6.1 ポイント減少している。 

 

 

42.1

37.9

34.7

54.5

57.5

45.4

17.1

13.5

9.8

0.9

0.7

1.0

26.3

27.1

23.8

36.1

34.5

36.9

2.0

2.9

2.3

0.9

11.7

17.8

26.2

6.3

5.4

12.9

0.4

0.3

1.3

0.3

0.5

1.4

0.5

0.5

1.9

2.0

1.5

1.6

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

未就学児

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

小学生

N=352

前回(H30)

N=409

前々回(H25)

N=575

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答・無効

 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。
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【父親】 

　父親の現在の就労状況についてみると、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではな

い」が未就学児で 92.9％、小学生で 90.6％と最も多い。 

 

 

 

92.9

90.8

89.8

90.6

90.0

89.0

2.3

0.6

0.1

0.3

0.7

0.2

0.5

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.4

0.6

0.7

0.2

4.1

7.5

9.5

8.2

9.0

9.9

80% 90% 100%

未就学児

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

小学生

N=352

前回(H30)

N=409

前々回(H25)

N=575

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答・無効



16 

（２） 就労日数・時間 

【母親】 

　就労している母親の 1週あたりの就労日数をみると、未就学児、小学生ともに「５日」が最も多くな

っている。また１日あたりの就労時間は未就学児、小学生ともに「８時間」が最も多くなっている。 

　パート・アルバイト等で就労している人に限定して１週あたりの就労日数をみると、未就学児、小学

生ともに「５日」が最も多くなっている。また１日あたりの就労時間をみると、未就学児は「６時間」、

小学生は「５時間」が最も多くなっている。 

 

■１週当たりの就労日数    ■１日当たりの就労時間 

 

■１週当たりの就労日数（パート・アルバイト）　■１日当たりの就労時間（パート・アルバイト） 

 

 １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）」をお答えください。就労日

数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介

護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。(　)内に数字でご記入ください。

 

0.4

0.6

3.9

8.7

76.0

8.5

0.4

0.0

0.9

4.3

9.9

71.7

10.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

未就学児

N=492

小学生

N=322

3.9

8.7

17.7

10.8

42.9

8.7

4.1

1.8

0.6

5.6

13.7

9.9

10.6

45.3

8.1

1.9

1.9

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

4時間以下

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

未就学児

N=492

小学生

N=322

 

1.3

1.9

11.9

24.5

55.3

3.1

0.6

0.0

2.4

11.0

23.6

55.9

3.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

未就学児

N=159

小学生

N=127

10.7

23.3

39.6

17.6

8.2

0.0

0.0

0.0

0.0

13.4

33.9

21.3

21.3

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

4時間以下

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

未就学児

N=159

小学生

N=127
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　就労している母親の家を出る時刻をみると、未就学児、小学生ともに「８時」が最も多く、帰宅時間

をみると、未就学児、小学生ともに「18 時」が最も多くなっている。 

　パート・アルバイト等で就労している人に限定して家を出る時刻をみると、未就学児、小学生ともに

「８時」が最も多く、帰宅時間をみると未就学児は「17 時」、小学生は「16 時」が最も多くなっている。 

 

■家を出る時刻    　　　■帰宅時刻 

 

■家を出る時刻（パート・アルバイト） 　　　■帰宅時刻（パート・アルバイト） 

 

 

 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについ

てお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。

 

0.0

0.4

31.3

54.9

8.3

1.8

0.2

0.6

0.3

1.2

25.5

57.5

9.6

0.9

0.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80%

5時以前

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時以降

未就学児

N=492

小学生

N=322

3.0

1.2

1.6

5.9

9.8

21.1

40.0

11.4

1.2

1.0

1.0

2.2

2.8

3.1

8.4

12.4

14.9

34.8

10.6

3.7

0.9

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時以降

未就学児

N=492

小学生

N=322

 

0.0

0.4

31.3

54.9

8.3

1.8

0.2

0.6

0.0

0.0

7.9

64.6

18.9

0.8

0.0

1.6

0% 20% 40% 60% 80%

5時以前

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時以降

未就学児

N=492

小学生

N=126

1.3

3.8

5.0

15.1

25.8

31.4

11.9

0.6

0.0

0.0

2.5

2.4

7.1

7.9

20.5

26.0

18.1

8.7

1.6

0.0

0.8

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時以降

未就学児

N=159

小学生

N=127
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【父親】 

　就労している父親の 1週あたりの就労日数をみると、未就学児、小学生ともに「５日」が最も多くな

っている。また１日あたりの就労時間は未就学児、小学生ともに「８時間」が最も多くなっている。 

 

■１週当たりの就労日数    ■１日当たりの就労時間 

 

就労している父親の家を出る時刻をみると、未就学児、小学生ともに「７時」が最も多く、帰宅時間

をみると、未就学児は「18 時」、小学生は「19時」が最も多くなっている。 

 

■家を出る時刻    　　　■帰宅時刻 

 

 

 

0.0

0.0

0.7

0.7

70.0

25.3

2.2

0.0

0.0

1.6

0.3

69.5

25.2

1.9

0% 20% 40% 60% 80%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

未就学児

N=537

小学生

N=321

1.1

1.7

46.9

18.6

15.5

3.9

10.4

0.3

1.2

47.7

14.6

16.5

5.3

11.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6時間以下

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

未就学児

N=537

小学生

N=321

 

1.5

10.1

50.3

29.2

3.2

0.6

0.0

2.0

0.6

9.7

52.3

29.0

2.2

1.2

0.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80%

5時以前

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時以降

未就学児

N=537

小学生

N=321

3.9

0.0

0.4

0.6

6.5

29.6

25.3

17.9

6.5

3.5

2.2

2.8

0.3

0.0

0.3

6.2

24.0

29.6

13.1

10.3

4.0

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

13時以前

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時以降

未就学児

N=537

小学生

N=321



19 

（３） パート・アルバイト等で就労している方のフルタイムへの転換希望 

パート・アルバイト等で就労している母親にフルタイムへの転換希望があるかきいたところ、「パー

ト・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望する」が未就学児で 48.4％、小学

生で 46.5％と最も多くなっている。 

 

【母親】 

 

 

【父親】 

 

 

8.2

10.2

35.8

29.9

48.4

46.5

1.9

1.6

5.7

11.8

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

未就学児

N=159

小学生

N=127

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望する

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい

無回答・無効

100.0

100.0

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

未就学児

N=1

小学生

N=1

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望する

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい

無回答・無効

 フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。
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（４） 現在就労していない人の就労希望 

　現在就労していない母親に就労希望についてきいたところ、未就学児は「すぐにでも、もしくは１年

以内に就労したい」、小学生は「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が最も多くなっ

ている。 

　「１年より先、一番下の子どもが◯歳になった頃に就労したい」と回答した人に、子どもが何歳にな

ったら就労したいかきいたところ、未就学児は「３歳」、小学生は「６歳」が最も多くなっている。 

　就労を希望する人が希望する就労形態については、未就学児、小学生ともに「パートタイム・アルバ

イト等」が最も多くなっている。 

 

■就労に対する希望 

【母親】 

 
 

【父親】 

 

 

17.6

43.5

29.4

13.0

42.6

30.4

10.3

13.0

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

未就学児

N=68

小学生

N=23

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

1年より先、一番下の子どもが◯歳になった頃に就労したい

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい

無回答・無効

100.0

100.0

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

未就学児

N=3

小学生

N=2

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

1年より先、一番下の子どもが◯歳になった頃に就労したい

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい

無回答・無効

 就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該当する(　)

内には数字をご記入ください。
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■子どもが何歳になったら就労したいか 

【母親】    　　　【父親】 

      

 

■希望する就労形態 

【母親】 

 

 

【父親】 

10.3

14.3

89.7

71.4 14.3

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

未就学児

N=29

小学生

N=7

フルタイム（1週5日程度・1日8時間程度の就労）

パートタイム・アルバイト等

無回答・無効

33.3

100.0

33.3 33.3

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

未就学児

N=3

小学生

N=2

フルタイム（1週5日程度・1日8時間程度の就労）

パートタイム・アルバイト等

無回答・無効

 （単位：％）

未就学児
N=20

小学生
N=3

1歳 5.0 0.0

2歳 10.0 0.0

3歳 30.0 0.0

4歳 0.0 0.0

5歳 5.0 0.0

6歳 10.0 100.0

7歳 25.0 0.0

8歳 5.0 0.0

9歳 0.0 0.0

10歳以上 0.0 0.0

無回答・無効 10.0 0.0

合計 100.0 100.0

 

※父親は回答なし
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■パート・アルバイト就労希望者の希望就労日数 

【母親】    　　　【父親】 

 

 

■パート・アルバイト就労希望者の希望就労時間 

【母親】    　　　【父親】 

 

 

 

 

 

 

 
（単位：％）

未就学児
N=26

小学生
N=5

1日 0.0 0.0

2日 3.8 0.0

3日 23.1 20.0

4日 34.6 60.0

5日 30.8 0.0

6日 0.0 0.0

7日 0.0 0.0

無回答・無効 7.7 20.0

合計 100.0 100.0  

※小学生は回答なし

（単位：％）

未就学児
N=1

1日 0.0

2日 0.0

3日 0.0

4日 0.0

5日 100.0

6日 0.0

7日 0.0

無回答・無効 0.0

合計 100.0

 
（単位：％）

未就学児
N=24

小学生
N=0

1時間 0.0 0.0

2時間 0.0 0.0

3時間 0.0 0.0

4時間 20.8 0.0

5時間 37.5 0.0

6時間以上 33.3 0.0

無回答・無効 8.3 0.0

合計 100.0 0.0  

※小学生は回答なし

（単位：％）

未就学児
N=1

1時間 0.0

2時間 0.0

3時間 0.0

4時間 0.0

5時間 0.0

6時間以上 100.0

無回答・無効 0.0

合計 100.0
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２－３ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況【未就学児のみ】 

（１） 教育・保育事業の利用状況 

　未就学児の幼稚園・保育所などの「定期的な教育・保育事業」の利用状況について、「利用している」

は 76.6％、「利用していない」は 23.3％である。前々回（H25）、前回（H30）と比較すると「利用してい

る」の割合は増加傾向にあり、前回（H30）より 9.1 ポイント増加した。 

　年齢別に「利用している」の回答をみると、０歳は 14.7％、１歳は 71.9％、２歳は 85.3％と年齢と

ともに増加し、３歳以上は全ての回答者が「利用している」と回答している。 

 
 

 

 

76.6

67.5

62.0

14.7

71.9

85.3

100.0

100.0

100.0

23.3

31.6

37.3

85.3

27.3

14.7

0.2

1.0

0.6

0.8

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

全体

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

0歳

N=95

1歳

N=121

2歳

N=102

3歳

N=77

4歳

N=95

5歳

N=63

利用している 利用していない 無回答・無効

 宛名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育事業」を利用されていますか。

当てはまる番号１つに○をつけてください。
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■地区別・年齢別の利用状況 

 

地区別・年齢別の教区・保育の利用状況は次の通り。 

 
 

（単位：％）

地区 年齢 件数 利用している 利用していない 無回答・無効

出町 小計 147 70.7 28.6 0.7

0歳 31 9.7 90.3 -

1歳 29 69.0 27.6 3.4

2歳 22 72.7 27.3 -

3歳 26 100.0 - -

4歳 23 100.0 - -

5歳 13 100.0 - -

庄下 小計 33 84.8 15.2 -

0歳 5 20.0 80.0 -

1歳 7 100.0 - -

2歳 4 75.0 25.0 -

3歳 5 100.0 - -

4歳 2 100.0 - -

5歳 9 100.0 - -

中野 小計 18 88.9 11.1 -

0歳 0 - - -

1歳 3 66.7 33.3 -

2歳 4 75.0 25.0 -

3歳 4 100.0 - -

4歳 4 100.0 - -

5歳 3 100.0 - -

五鹿屋 小計 22 77.3 22.7 -

0歳 4 25.0 75.0 -

1歳 4 100.0 - -

2歳 4 75.0 25.0 -

3歳 2 100.0 - -

4歳 2 100.0 - -

5歳 5 100.0 - -

東野尻 小計 23 73.9 26.1 -

0歳 5 40.0 60.0 -

1歳 4 25.0 75.0 -

2歳 5 100.0 - -

3歳 3 100.0 - -

4歳 2 100.0 - -

5歳 4 100.0 - -

鷹栖 小計 30 83.3 16.7 -

0歳 5 - 100.0 -

1歳 4 100.0 - -

2歳 3 100.0 - -

3歳 6 100.0 - -

4歳 8 100.0 - -

5歳 3 100.0 - -

若林 小計 3 100.0 - -

0歳 0 - - -

1歳 0 - - -

2歳 1 100.0 - -

3歳 0 - - -

4歳 1 100.0 - -

5歳 1 100.0 - -
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（単位：％）

地区 年齢 件数 利用している 利用していない 無回答・無効

林 小計 69 79.7 20.3 -

0歳 9 11.1 88.9 -

1歳 16 62.5 37.5 -

2歳 11 100.0 - -

3歳 12 100.0 - -

4歳 16 100.0 - -

5歳 4 100.0 - -

高波 小計 6 83.3 16.7 -

0歳 1 - 100.0 -

1歳 2 100.0 - -

2歳 0 - - -

3歳 0 - - -

4歳 2 100.0 - -

5歳 1 100.0 - -

油田 小計 78 75.6 24.4 -

0歳 14 14.3 85.7 -

1歳 20 80.0 20.0 -

2歳 19 84.2 15.8 -

3歳 5 100.0 - -

4歳 12 100.0 - -

5歳 7 100.0 - -

南般若 小計 19 84.2 15.8 -

0歳 2 - 100.0 -

1歳 5 80.0 20.0 -

2歳 6 100.0 - -

3歳 2 100.0 - -

4歳 3 100.0 - -

5歳 1 100.0 - -

柳瀬 小計 19 73.7 26.3 -

0歳 3 - 100.0 -

1歳 2 50.0 50.0 -

2歳 4 100.0 - -

3歳 5 100.0 - -

4歳 3 100.0 - -

5歳 1 100.0 - -

太田 小計 11 72.7 27.3 -

0歳 3 - 100.0 -

1歳 3 100.0 - -

2歳 0 - - -

3歳 1 100.0 - -

4歳 2 100.0 - -

5歳 2 100.0 - -

般若 小計 18 72.2 27.8 -

0歳 2 100.0 - -

1歳 6 50.0 50.0 -

2歳 5 60.0 40.0 -

3歳 1 100.0 - -

4歳 3 100.0 - -

5歳 1 100.0 - -
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（単位：％）

地区 年齢 件数 利用している 利用していない 無回答・無効

東般若 小計 16 75.0 25.0 -

0歳 2 - 100.0 -

1歳 4 50.0 50.0 -

2歳 4 100.0 - -

3歳 2 100.0 - -

4歳 2 100.0 - -

5歳 2 100.0 - -

栴檀野 小計 7 85.7 14.3 -

0歳 1 - 100.0 -

1歳 0 - - -

2歳 1 100.0 - -

3歳 1 100.0 - -

4歳 3 100.0 - -

5歳 1 100.0 - -

栴檀山 小計 0 - - -

0歳 0 - - -

1歳 0 - - -

2歳 0 - - -

3歳 0 - - -

4歳 0 - - -

5歳 0 - - -

東山見 小計 7 71.4 28.6 -

0歳 2 50.0 50.0 -

1歳 1 - 100.0 -

2歳 0 - - -

3歳 0 - - -

4歳 3 100.0 - -

5歳 1 100.0 - -

青島 小計 13 84.6 15.4 -

0歳 1 - 100.0 -

1歳 3 100.0 - -

2歳 6 83.3 16.7 -

3歳 0 - - -

4歳 1 100.0 - -

5歳 2 100.0 - -

雄神 小計 5 100.0 - -

0歳 0 - - -

1歳 2 100.0 - -

2歳 1 100.0 - -

3歳 0 - - -

4歳 1 100.0 - -

5歳 1 100.0 - -

種田 小計 8 75.0 25.0 -

0歳 1 - 100.0 -

1歳 3 66.7 33.3 -

2歳 1 100.0 - -

3歳 1 100.0 - -

4歳 2 100.0 - -

5歳 0 - - -
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（２） 利用している教育・保育の事業【教育・保育を利用している人のみ】 

　「定期的な教育・保育事業」を「利用している」人に、定期的に利用している事業をきいたところ、

「認定こども園」が 83.5％と最も多く、次いで「保育所」が 12.8％となっている。 

　前々回（H25）、前回（H30）と比較すると、「認定こども園」の利用者が大きく増加し、前回（H30）よ

り 56.0 ポイント増加した。一方「幼稚園」、「保育所」の利用者が大きく減少しており、「幼稚園」は前

回（H30）より 11.0 ポイント、「保育所」は前回（H30）より 40.6 ポイント減少している。 

 

 
※無回答・無効は表示しない 

【未就学児保護者】　図表 35　利用している教育・保育の事業 

 

■特に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を強く希望する方 

 

 

2.6

0.9

12.8

83.5

0.2

0.0

0.7

0.2

0.2

0.0

0.0

1.6

13.6

9.9

53.4

27.5

0.0

0.2

2.4

0.5

0.2

0.2

0.0

1.4

25.4

9.1

70.7

0.8

0.0

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育所

認定こども園

小規模保育所

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回(H25)

N=492

(MA)

件数 ％

はい 1 100.0

いいえ 0 0.0

無回答・無効 0 0.0

合計 1 100.0

 宛名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じて「定期的に」

利用している事業をお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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■地区別・年齢別の利用状況 

 

地区別・年齢別の教区・保育の利用状況は次の通り。 

 

 

 

 

（単位：％）

地区 年齢 件数 幼稚園

幼稚園の

預かり保

育

保育所
認定こど

も園

小規模保

育所

家庭的保

育

事業所内

保育施設

自治体の

認証・認

定保育施

設

その他の

認可外の

保育施設

居宅訪問

型保育

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他

出町 小計 104 2.9 - 2.9 90.4 1.0 - - 1.0 - - - 1.9

0歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

1歳 20 5.0 - 5.0 90.0 - - - - - - - -

2歳 16 - - - 87.5 6.3 - - 6.3 - - - 6.3

3歳 26 3.8 - 7.7 88.5 - - - - - - - -

4歳 23 4.3 - - 100.0 - - - - - - - 4.3

5歳 13 - - - 100.0 - - - - - - - -

庄下 小計 28 - - 71.4 21.4 - - - - - - - 7.1

0歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

1歳 7 - - 71.4 28.6 - - - - - - - -

2歳 3 - - 100.0 - - - - - - - - -

3歳 5 - - 80.0 20.0 - - - - - - - -

4歳 2 - - 50.0 - - - - - - - - 50.0

5歳 9 - - 77.8 22.2 - - - - - - - 11.1

中野 小計 16 - - 18.8 81.3 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

3歳 4 - - 25.0 75.0 - - - - - - - -

4歳 4 - - 50.0 50.0 - - - - - - - -

5歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

五鹿屋 小計 17 - - - 94.1 - - - - 5.9 - - -

0歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

1歳 4 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

3歳 2 - - - 50.0 - - - - 50.0 - - -

4歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 5 - - - 100.0 - - - - - - - -

東野尻 小計 17 - 5.9 - 100.0 - - - - - - - -

0歳 2 - 50.0 - 100.0 - - - - - - - -

1歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 5 - - - 100.0 - - - - - - - -

3歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

4歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 4 - - - 100.0 - - - - - - - -

鷹栖 小計 25 - - - 96.0 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 4 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

3歳 6 - - - 100.0 - - - - - - - -

4歳 8 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -
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（単位：％）

地区 年齢 件数 幼稚園

幼稚園の

預かり保

育

保育所
認定こど

も園

小規模保

育所

家庭的保

育

事業所内

保育施設

自治体の

認証・認

定保育施

設

その他の

認可外の

保育施設

居宅訪問

型保育

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他

若林 小計 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 0 - - - - - - - - - - - -

2歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

3歳 0 - - - - - - - - - - - -

4歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

林 小計 55 10.9 3.6 5.5 87.3 - - - - - - - -

0歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

1歳 10 - - 10.0 90.0 - - - - - - - -

2歳 11 18.2 - 9.1 72.7 - - - - - - - -

3歳 12 16.7 16.7 8.3 91.7 - - - - - - - -

4歳 16 12.5 - - 93.8 - - - - - - - -

5歳 4 - - - 100.0 - - - - - - - -

高波 小計 5 - - - 100.0 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 0 - - - - - - - - - - - -

3歳 0 - - - - - - - - - - - -

4歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

油田 小計 59 1.7 - 16.9 79.7 - - 1.7 - - - - -

0歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

1歳 16 6.3 - 18.8 75.0 - - 6.3 - - - - -

2歳 16 - - 25.0 75.0 - - - - - - - -

3歳 5 - - 20.0 80.0 - - - - - - - -

4歳 12 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 7 - - 28.6 71.4 - - - - - - - -

南般若 小計 16 - - 43.8 50.0 - - - - - - - 6.3

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 4 - - 75.0 25.0 - - - - - - - -

2歳 6 - - 50.0 33.3 - - - - - - - 16.7

3歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

4歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 1 - - 100.0 - - - - - - - - -

柳瀬 小計 14 7.1 - 57.1 35.7 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 1 - - 100.0 - - - - - - - - -

2歳 4 - - 75.0 25.0 - - - - - - - -

3歳 5 - - 60.0 40.0 - - - - - - - -

4歳 3 33.3 - 33.3 33.3 - - - - - - - -

5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

太田 小計 8 - - - 100.0 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 0 - - - - - - - - - - - -

3歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

4歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

般若 小計 13 - - - 84.6 - - 7.7 - - - - 7.7

0歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

1歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 3 - - - 66.7 - - 33.3 - - - - -

3歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

4歳 3 - - - 66.7 - - - - - - - 33.3

5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -



30 

 

 

（単位：％）

地区 年齢 件数 幼稚園

幼稚園の

預かり保

育

保育所
認定こど

も園

小規模保

育所

家庭的保

育

事業所内

保育施設

自治体の

認証・認

定保育施

設

その他の

認可外の

保育施設

居宅訪問

型保育

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他

東般若 小計 12 - 8.3 - 83.3 - - 8.3 - - - - 8.3

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 2 - - - 50.0 - - 50.0 - - - - -

2歳 4 - 25.0 - 100.0 - - - - - - - -

3歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

4歳 2 - - - 50.0 - - - - - - - 50.0

5歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

栴檀野 小計 6 - - - 100.0 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 0 - - - - - - - - - - - -

2歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

3歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

4歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

栴檀山 小計 0 - - - - - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 0 - - - - - - - - - - - -

2歳 0 - - - - - - - - - - - -

3歳 0 - - - - - - - - - - - -

4歳 0 - - - - - - - - - - - -

5歳 0 - - - - - - - - - - - -

東山見 小計 5 - - - 100.0 - - - - - - - -

0歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

1歳 0 - - - - - - - - - - - -

2歳 0 - - - - - - - - - - - -

3歳 0 - - - - - - - - - - - -

4歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

青島 小計 11 - - - 100.0 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 5 - - - 100.0 - - - - - - - -

3歳 0 - - - - - - - - - - - -

4歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

雄神 小計 5 - - - 100.0 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

3歳 0 - - - - - - - - - - - -

4歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

種田 小計 6 - - - 100.0 - - - - - - - -

0歳 0 - - - - - - - - - - - -

1歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

2歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

3歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

4歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -

5歳 0 - - - - - - - - - - - -
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（３） 利用時間 

　「定期的な教育・保育事業」を「利用している」人の、現在の 1 週あたりの利用日数は「５日」が

92.1％と最も多くなっている。1日あたりの利用時間は「８～９時間未満」が 31.8％と最も多く、次い

で「９～10 時間未満」が 18.8％となっている。 

　利用開始時間は「８時」、利用終了時間は「16 時」が最も多くなっている。 

 

① 現在の状況 

 

 

 

 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、どのくらい利用していますか。また、希望

としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時まで）か

を、(　　)内に具体的な数字でご記入ください。

 ■利用日数 

0.2

0.0

0.0

0.7

92.1

3.7

0.7

0.7

1.9

0.2

89.6

5.2

0.6

0.4

1.0

1.2

89.8

6.1

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回

(H25)

N=492

■利用時間 

0.0

0.0

5.3

3.0

17.9

31.8

18.8

18.6

1.4

0.7

8.2

5.4

17.4

26.1

15.1

22.9

1.8

0.2

12.6

6.1

25.6

21.5

15.7

15.4

0% 10% 20% 30% 40%

4時間未満

4～5時間未満

5～6時間未満

6～7時間未満

7～8時間未満

8～9時間未満

9～10時間未満

10時間以上

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回(H25)

N=492

 ■開始時間 

12.1

56.6

27.8

0.0

10.6

52.5

33.9

1.7

5.3

45.3

46.5

1.4

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

7時以前

8時

9時

10時以降

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回

(H25)

N=492

■終了時間 

0.0

2.8

8.6

39.4

24.6

20.4

0.7

0.5

0.4

15.0

39.8

20.2

21.9

0.7

0.2

0.8

19.9

38.6

19.5

17.5

2.0

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

11時以前

12～13時

14～15時

16時

17時

18時

19時以降

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回

(H25)

N=492
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② 希望 

　「定期的な教育・保育事業」を「利用している」人の、希望する 1週あたりの利用日数は「５日」が

79.1％と最も多くなっている。1日あたりの利用時間は「８～９時間未満」が 28.1％と最も多く、次い

で「10 時間以上」が 21.3％となっている。 

　利用開始時間は「８時」、利用終了時間は「16 時」が最も多くなっている。 

 

 

 

 

 

 ■利用日数 

0.2

0.0

0.2

0.5

79.1

7.4

0.2

0.5

0.7

0.5

73.6

11.1

0.0

0.2

0.4

0.4

79.5

18.1

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回

(H25)

N=492

■利用時間 

0.0

0.0

1.4

4.6

12.1

28.1

18.8

21.3

1.6

0.5

2.4

5.4

12.5

20.2

16.5

26.4

1.4

0.2

2.2

6.3

25.4

22.2

18.1

22.4

0% 10% 20% 30% 40%

4時間未満

4～5時間未満

5～6時間未満

6～7時間未満

7～8時間未満

8～9時間未満

9～10時間未満

10時間以上

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回(H25)

N=492

 ■開始時間 

0.0

14.4

50.6

22.0

0.5

0.2

14.4

41.4

28.0

1.7

0.0

9.3

45.3

41.9

1.2

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

6時以前

7時

8時

9時

10時以降

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回

(H25)

N=492

■終了時間 

0.0

1.6

5.8

27.4

26.2

20.9

5.3

0.5

0.2

8.9

27.5

20.9

21.4

6.1

0.0

0.6

10.2

36.4

21.7

20.9

7.9

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

11時以前

12～13時

14～15時

16時

17時

18時

19時

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回

(H25)

N=492
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（４） 利用場所 

　利用している教育・保育事業の実施場所は、「砺波市内」が 94.0％、「他の市町村」が 3.0％である。

前々回（H25）、前回（H30）と同様の傾向がみられる。 

 

 

 

 

94.0

94.1

94.5

3.0

4.9

5.1

3.0

0.9

0.4

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

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回(H25)

N=492

砺波市内 他の市町村 無回答・無効

 現在、利用している教育・保育事業の実施場所についてうかがいます。１つに○をつけてください。
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（５） 教育・保育事業を利用している理由 

　教育・保育の事業を利用している理由についてきいたところ、「子育て（教育を含む）をしている方が

現在就労している」が 85.8％と最も多く、次いで「子どもの教育や発達のため」が 55.0％となってい

る。 

　前々回（H25）、前回（H30）と同様の傾向がみられるが、「子どもの教育や発達のため」は前回（H30）

に比べ 5.5 ポイント減少している。 

 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

55.0

85.8

3.5

1.4

1.4

0.2

1.2

60.5

86.8

0.7

1.2

2.6

0.5

0.7

65.2

78.0

2.0

1.0

0.6

0.2

2.2

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

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が

現在就労している

子育てをしている方が

就労予定である/求職中である

子育てをしている方が

家族・親族などを介護している

子育てをしている方に

病気や障がいがある

子育てをしている方が学生である

その他

今回

N=431

前回(H30)

N=425

前々回(H25)

N=492

(MA)

 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由についてうかがいます。主な理由として当て

はまる番号すべてに○をつけてください。
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（６） 教育・保育事業を利用していない理由 

教育・保育の事業を利用していない理由についてきいたところ、「子どもがまだ小さいため」が 52.7％

と最も多く、次いで「利用する必要がない」が 44.3％となっている。 

　前回（H30）と比較すると、「利用する必要がない」は 7.6 ポイント増加した。一方、「利用したいが、

保育・教育の事業に空きがない」は 10.3 ポイント減少している。 

　「子どもがまだ小さいため」と回答した方に保育・教育事業の利用を開始したい子どもの年齢を訪ね

たところ、「１歳～２歳未満」が 65.2％と最も多くなっている。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

■「定期的な保育・教育事業」の利用を開始したい子どもの年齢 

 

44.3

4.6

0.0

3.8

0.8

0.8

0.8

52.7

12.2

36.7

9.0

0.0

14.1

2.0

1.0

2.5

52.8

14.6

42.2

20.3

0.0

14.2

5.1

1.7

1.4

49.3

8.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に

空きがない

利用したいが、経済的な理由で

事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の

条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、

納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

その他

今回

N=131

前回(H30)

N=199

前々回(H25)

N=296

(MA)

件数 ％

1歳～2歳未満 45 65.2

2歳～3歳未満 8 11.6

3歳～4歳未満 7 10.1

4歳～5歳未満 0 0.0

5歳～6歳未満 0 0.0

6歳以上 0 0.0

無回答・無効 9 13.0

合計 69 100.0

 利用していない理由は何ですか。理由としてもっとも当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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（７） 定期的に利用したい教育・保育の事業 

① 利用したい事業 

　現在の利用状況にかかわらず、平日の教育・保育の事業として定期的に利用したいと考える事業につ

いてきいたところ、「認定こども園」が 82.8％と最も多く、次いで「保育所」が 28.6％となっている。 

　前々回（H25）、前回（H30）に比べ「認定こども園」の割合が増加しており、前回（H30）に比べ、36.1

ポイント増加した。一方、前々回（H25）、前回（H30）に比べ「幼稚園」「幼稚園の預かり保育」「保育所」

の割合が減少しており、前回（H30）に比べ「幼稚園」は 52.5 ポイント、「幼稚園の預かり保育」は 10.1

ポイント、「保育所」は 35.8 ポイント減少している。 

 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

11.9

7.5

28.6

82.8

4.3

2.1

4.1

1.8

0.9

5.9

7.6

2.1

64.4

17.6

64.4

46.7

4.9

2.7

7.1

2.1

1.1

4.3

7.0

2.4

69.0

19.8

69.0

10.2

4.4

1.8

5.3

2.1

0.4

2.4

6.7

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育所

認定こども園

小規模保育所

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

今回

N=563
前回(H30)

N=630
前々回(H25)

N=793

(MA)

 現在、利用している・利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日の教育・保育の事業として、

定期的に利用したいと考える事業をお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。な

お、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。保育所の場合、世帯収入に応じた利用

料が設定されています。
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② 利用したい場所 

　教育・保育の事業を利用したい場所についてきいたところ、「砺波市内」が 94.5％、「他の市町村」が

3.2％となっている。前々回（H25）、前回（H30）と同様の傾向がみられる。 

 

 

94.5

95.9

94.3

3.2

1.9

2.0

2.3

2.2

3.7

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

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

砺波市内 他の市町村 無回答・無効

 教育・保育の事業を利用したい場所についてうかがいます。１つに○をつけてください。
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■地区別・年齢別の利用したい事業 

 

地区別・年齢別の教育・保育で利用したい事業は、次の通り。 

（単位：％）

地区 年齢 件数 幼稚園

幼稚園の

預かり保

育

保育所
認定こど

も園

小規模保

育所

家庭的保

育

事業所内

保育施設

自治体の

認証・認

定保育施

設

その他の

認可外の

保育施設

居宅訪問

型保育

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他

出町 小計 147 12.9 9.5 20.4 85.7 6.1 2.7 3.4 2.0 0.7 6.1 9.5 3.4
0歳 30 16.7 10.0 40.0 93.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10.0 16.7 -
1歳 29 13.8 13.8 44.8 93.1 10.3 - 3.4 3.4 - 10.3 6.9 3.4
2歳 21 4.8 14.3 - 76.2 14.3 4.8 4.8 - - - 14.3 4.8
3歳 26 26.9 11.5 3.8 84.6 - - 3.8 - - 7.7 3.8 7.7
4歳 22 9.1 4.5 9.1 90.9 9.1 9.1 4.5 - - 4.5 13.6 4.5
5歳 13 - - 15.4 100.0 - - - 7.7 - - - -

庄下 小計 33 9.1 6.1 69.7 48.5 3.0 - 3.0 - - 3.0 6.1 6.1
0歳 5 20.0 20.0 80.0 60.0 - - 20.0 - - - - -
1歳 7 - - 71.4 57.1 - - - - - - - -
2歳 4 25.0 - 50.0 50.0 - - - - - - 25.0 -
3歳 5 20.0 20.0 80.0 40.0 - - - - - 20.0 - -
4歳 2 - - 50.0 100.0 - - - - - - - 50.0
5歳 9 - - 77.8 33.3 11.1 - - - - - 11.1 11.1

中野 小計 18 11.1 - 38.9 66.7 - - 5.6 - - - 11.1 -
0歳 0 - - - - - - - - - - - -
1歳 3 - - - 100.0 - - - - - - 33.3 -
2歳 4 - - 50.0 75.0 - - - - - - - -
3歳 4 - - 50.0 50.0 - - 25.0 - - - - -
4歳 4 50.0 - 50.0 25.0 - - - - - - - -
5歳 3 - - 33.3 100.0 - - - - - - 33.3 -

五鹿屋 小計 22 13.6 9.1 18.2 86.4 4.5 - 9.1 4.5 4.5 - 4.5 -
0歳 4 - - - 100.0 - - - - - - - -
1歳 4 25.0 25.0 50.0 100.0 25.0 - 50.0 25.0 - - - -
2歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -
3歳 2 - - 50.0 50.0 - - - - 50.0 - - -
4歳 2 50.0 50.0 50.0 100.0 - - - - - - - -
5歳 5 20.0 - - 100.0 - - - - - - 20.0 -

東野尻 小計 23 - 4.3 4.3 82.6 4.3 - 4.3 - - 4.3 8.7 4.3
0歳 5 - 20.0 - 60.0 20.0 - 20.0 - - - - -
1歳 4 - - 25.0 75.0 - - - - - 25.0 - 25.0
2歳 5 - - - 80.0 - - - - - - 20.0 -
3歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -
4歳 2 - - - 100.0 - - - - - - 50.0 -
5歳 4 - - - 100.0 - - - - - - - -

鷹栖 小計 30 - 3.3 13.3 93.3 3.3 3.3 3.3 - 3.3 3.3 6.7 3.3
0歳 5 - - 20.0 80.0 20.0 - - - - 20.0 20.0 20.0
1歳 4 - - - 100.0 - - - - - - - -
2歳 3 - 33.3 - 100.0 - - - - - - - -
3歳 6 - - - 100.0 - - - - - - - -
4歳 8 - - 12.5 100.0 - 12.5 12.5 - 12.5 - 12.5 -
5歳 3 - - 66.7 100.0 - - - - - - - -

若林 小計 3 - - - 100.0 - - - - - - - -
0歳 0 - - - - - - - - - - - -
1歳 0 - - - - - - - - - - - -
2歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
3歳 0 - - - - - - - - - - - -
4歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

林 小計 69 21.7 15.9 20.3 87.0 1.4 - 2.9 1.4 - 8.7 4.3 2.9
0歳 9 22.2 11.1 11.1 88.9 - - - - - - - -
1歳 15 26.7 13.3 33.3 100.0 - - - - - 13.3 6.7 6.7
2歳 11 45.5 36.4 36.4 81.8 - - - - - - - -
3歳 12 16.7 25.0 16.7 91.7 - - 8.3 - - 8.3 8.3 8.3
4歳 15 13.3 6.7 13.3 86.7 6.7 - 6.7 6.7 - 6.7 6.7 -
5歳 4 - - - 100.0 - - - - - 50.0 - -

高波 小計 6 - - - 83.3 16.7 - - - - - 16.7 -
0歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
1歳 2 - - - 100.0 - - - - - - 50.0 -
2歳 0 - - - - - - - - - - - -
3歳 0 - - - - - - - - - - - -
4歳 2 - - - 50.0 50.0 - - - - - - -
5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
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（単位：％）

地区 年齢 件数 幼稚園

幼稚園の

預かり保

育

保育所
認定こど

も園

小規模保

育所

家庭的保

育

事業所内

保育施設

自治体の

認証・認

定保育施

設

その他の

認可外の

保育施設

居宅訪問

型保育

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他

油田 小計 78 12.8 5.1 30.8 83.3 3.8 3.8 2.6 3.8 1.3 6.4 6.4 -
0歳 14 7.1 - 28.6 78.6 14.3 - 7.1 - - - - -
1歳 20 30.0 5.0 35.0 90.0 - 5.0 - 5.0 5.0 10.0 10.0 -
2歳 18 16.7 16.7 50.0 83.3 5.6 11.1 5.6 5.6 - 11.1 11.1 -
3歳 5 - - 20.0 80.0 - - - - - - - -
4歳 11 - - - 100.0 - - - - - 9.1 9.1 -
5歳 7 - - 42.9 85.7 - - - 14.3 - - - -

南般若 小計 19 10.5 10.5 63.2 57.9 10.5 - 5.3 - 5.3 10.5 10.5 -
0歳 2 - - 50.0 50.0 - - - - - 50.0 - -
1歳 5 20.0 20.0 80.0 40.0 20.0 - - - 20.0 - - -
2歳 6 - - 83.3 50.0 16.7 - 16.7 - - 16.7 33.3 -
3歳 2 50.0 50.0 50.0 100.0 - - - - - - - -
4歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -
5歳 1 - - 100.0 - - - - - - - - -

柳瀬 小計 19 10.5 5.3 57.9 47.4 - 10.5 - - - 15.8 - -
0歳 3 - - 66.7 66.7 - - - - - - - -
1歳 2 - 50.0 50.0 50.0 - 50.0 - - - 50.0 - -
2歳 4 - - 75.0 25.0 - - - - - - - -
3歳 5 - - 80.0 40.0 - 20.0 - - - 20.0 - -
4歳 3 66.7 - 33.3 66.7 - - - - - 33.3 - -
5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

太田 小計 11 9.1 - 27.3 100.0 - - - - - - 27.3 -
0歳 3 33.3 - 66.7 100.0 - - - - - - 66.7 -
1歳 3 - - - 100.0 - - - - - - 33.3 -
2歳 0 - - - - - - - - - - - -
3歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
4歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -
5歳 2 - - 50.0 100.0 - - - - - - - -

般若 小計 18 11.1 - 27.8 83.3 5.6 - 11.1 - - 11.1 - 5.6
0歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
1歳 6 33.3 - 33.3 83.3 - - - - - - - 16.7
2歳 5 - - 60.0 100.0 20.0 - 20.0 - - 20.0 - -
3歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
4歳 2 - - - 100.0 - - 50.0 - - 50.0 - -
5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

東般若 小計 16 6.3 - 31.3 93.8 - - 12.5 - - 6.3 12.5 -
0歳 2 - - 50.0 100.0 - - - - - - - -
1歳 4 25.0 - 50.0 75.0 - - 25.0 - - - 25.0 -
2歳 4 - - 25.0 100.0 - - 25.0 - - - 25.0 -
3歳 2 - - - 100.0 - - - - - 50.0 - -
4歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -
5歳 2 - - 50.0 100.0 - - - - - - - -

栴檀野 小計 7 14.3 14.3 14.3 71.4 14.3 14.3 14.3 - - - - -
0歳 1 - - 100.0 - - - - - - - - -
1歳 0 - - - - - - - - - - - -
2歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
3歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
4歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -
5歳 1 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 100.0 - - - - -

栴檀山 小計 0 - - - - - - - - - - - -
0歳 0 - - - - - - - - - - - -
1歳 0 - - - - - - - - - - - -
2歳 0 - - - - - - - - - - - -
3歳 0 - - - - - - - - - - - -
4歳 0 - - - - - - - - - - - -
5歳 0 - - - - - - - - - - - -

東山見 小計 7 - - 14.3 100.0 - - - - - - 28.6 -
0歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -
1歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
2歳 0 - - - - - - - - - - - -
3歳 0 - - - - - - - - - - - -
4歳 3 - - - 100.0 - - - - - - 66.7 -
5歳 1 - - 100.0 100.0 - - - - - - - -

青島 小計 13 - - 15.4 84.6 - - - - - 7.7 7.7 -
0歳 1 - - - - - - - - - 100.0 100.0 -
1歳 3 - - - 100.0 - - - - - - - -
2歳 6 - - 33.3 83.3 - - - - - - - -
3歳 0 - - - - - - - - - - - -
4歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
5歳 2 - - - 100.0 - - - - - - - -
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（単位：％）

地区 年齢 件数 幼稚園

幼稚園の

預かり保

育

保育所
認定こど

も園

小規模保

育所

家庭的保

育

事業所内

保育施設

自治体の

認証・認

定保育施

設

その他の

認可外の

保育施設

居宅訪問

型保育

ファミ

リー・サ

ポート・

センター

その他

雄神 小計 5 20.0 - 60.0 100.0 - - - - - - - -
0歳 0 - - - - - - - - - - - -
1歳 2 - - 100.0 100.0 - - - - - - - -
2歳 1 100.0 - 100.0 100.0 - - - - - - - -
3歳 0 - - - - - - - - - - - -
4歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
5歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -

種田 小計 8 25.0 25.0 50.0 100.0 12.5 - - - - - - -
0歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
1歳 3 33.3 33.3 100.0 100.0 33.3 - - - - - - -
2歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
3歳 1 - - - 100.0 - - - - - - - -
4歳 2 50.0 50.0 50.0 100.0 - - - - - - - -
5歳 0 - - - - - - - - - - - -
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２－４ 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】 

（１） 現在の利用状況 

地域の子育て支援事業の利用状況について、「利用していない」83.5％と最も多く、次いで「地域子育

て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をする場）」が 13.3％となっている。 

地域子育て支援拠点事業の１月あたりの利用回数をみると、「１回」と「２～３回」が 17.3％となっ

ている。またその他当該自治体で実施している類似の事業の１月あたりの利用回数をみると、「１回」が

41.7％、「２～３回」が 33.3％となっている。 

 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

 

 

 

13.3

2.1

83.5

20.3

2.2

76.0

21.5

3.1

72.6

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

地域子育て支援拠点事業

その他当該自治体で

実施している類似の事業

利用していない

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

(MA)

 宛名のお子さんは、現在、「地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）」を利用していますか。

次の中から、利用されているものの番号すべてに○をつけてください。また、おおよその利用回数（頻

度）を(　　)内に数字でご記入ください。

 ■地域子育て支援拠点事業（月当たり回数） 

（単位：％）

今回
N=75

前回
(H30)
N=128

前々回
(H25)
N=160

1回 20.0 20.3 21.3

2～3回 17.3 12.5 25.6

4～5回 12.0 10.2 11.9

6～7回 0.0 0.8 1.9

8～9回 4.0 0.0 10.6

10回以上 10.7 5.5 27.5

無回答・無効 36.0 50.8 1.3

合計 100.0 100.0 100.1

■その他類似の事業（月当たり回数） 

（単位：％）

今回
N=12

前回
(H30)
N=14

前々回
(H25)
N=25

1回 41.7 50.0 56.0

2～3回 33.3 21.4 28.0

4～5回 0.0 0.0 12.0

6～7回 8.3 0.0 0.0

8～9回 0.0 0.0 0.0

10回以上 0.0 0.0 0.0

無回答・無効 16.7 28.6 4.0

合計 100.0 100.0 100.0
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（２） 今後の利用希望 

地域子育て支援拠点事業の今後の利用意向についてきいたところ、「新たに利用したり、利用日数を

増やしたりしたいとは思わない」が 60.6％と最も多く、次いで「利用していないが、今後利用したい」

が 27.5％となっている。 

「利用していないが、今後利用したい」と回答した人の 1 月あたりの利用希望回数は、「１回」が

30.3％、「２～３回」「４～５回」が 20.6％である。また「すでに利用しているが、今後利用日数を増や

したい」と回答した人の 1月あたりの利用希望回数は、「２～３回」「４～５回」「８～９回」が 17.1％

となっている。 

 

 

 

 

 

27.5

18.3

24.0

6.2

11.3

12.2

60.6

60.6

56.4

5.7

9.8

7.4

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

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたりしたいとは思わない

無回答・無効

 「地域子育て支援拠点事業」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いますか。当てはまる番号１つに○をつけて、おおよその利用回数（頻度）

を(　　)内に数字でご記入ください。

 ■利用希望回数【今後利用したい】(１月当たり) 

（単位：％）

今回
N=155

前回
(H30)
N=115

前々回
(H25)
N=190

1回 30.3 18.3 18.4

2～3回 20.6 26.1 22.1

4～5回 20.6 7.8 17.9

6～7回 1.3 2.6 0.5

8～9回 1.3 0.9 14.2

10回以上 7.1 5.2 18.4

無回答・無効 18.7 39.1 8.4

合計 100.0 100.0 99.9

■利用希望回数【日数を増やしたい】(１月当たり） 

（単位：％）

今回
N=35

前回
(H30)
N=71

前々回
(H25)
N=190

1回 5.7 0.0 5.2

2～3回 17.1 23.9 16.5

4～5回 17.1 9.9 38.1

6～7回 2.9 2.8 2.1

8～9回 17.1 1.4 12.4

10回以上 8.6 4.2 21.6

無回答・無効 31.4 57.7 4.1

合計 100.0 100.0 100.0
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（３）  子育てに関する事業の認知度や利用希望 

A 認知度（知っている） 

　子育てに関する事業の認知度をみると、「②健康センターの情報・相談事業 (育児相談、もぐもぐ教

室)」が 86.7％と最も多く、次いで「⑦子育て支援アプリ（となみっ子なび）」が 66.1％となっている。 

　前回（H30）に比べ、「④保育所や幼稚園の園庭等の開放（すくすく広場、遊びの広場）」は 34.6 ポイ

ント、「⑤子育ての総合相談窓口（こども家庭センター）」は 17.5 ポイント減少している。 

 
 

63.6

86.7

25.9

29.7

38.2

40.1

66.1

20.4

20.4

72.2

87.9

29.4

64.3

55.7

39.2

19.5

31.4

69.1

87.8

22.4

73.4

57.9

36.7

17.3

32.3

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

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

(子育て、親育ち講座等)

②健康センターの情報・相談事業

(育児相談、もぐもぐ教室)

③教育相談センター・教育相談室

(ひよどり教室、にこにこ相談)

④保育所や幼稚園の園庭等の開放

(すくすく広場、あそびの広場)

⑤子育ての総合相談窓口

(こども家庭センター)

⑥市発行の子育て支援情報誌

(「子育て支援情報」)

⑦子育て支援アプリ

（となみっ子なび）

⑧親子ふれあい塾

⑨地域のボランティアグループによる

活動事業

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後利用したいと思うものを

お答えください。①～⑧の事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、当てはまる「はい」「いいえ」の

番号１つに○をつけてください。
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Ｂ利用状況（利用したことがある） 

　子育てに関する事業の利用状況をみると、「②健康センターの情報・相談事業 (育児相談、もぐもぐ教

室)」が 65.9％と最も多く、次いで「⑦子育て支援アプリ（となみっ子なび）」が 38.5％となっている。 

　前回（H30）に比べ、「①母親（父親）学級、両親学級、育児学級（子育て、親育ち講座等）」は 16.8

ポイント、「④保育所や幼稚園の園庭等の開放（すくすく広場、遊びの広場）」は 21.9 ポイント、「⑨地

域のボランティアグループによる活動事業」は 5.4 ポイント減少している。 

 
 

 

 

35.3

65.9

7.5

12.1

5.9

21.0

38.5

7.1

11.9

52.1

70.8

7.5

34.0

4.3

20.6

7.9

17.3

47.4

56.4

4.4

45.3

6.1

18.8

7.4

17.8

0% 20% 40% 60% 80%

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

(子育て、親育ち講座等)

②健康センターの情報・相談事業

(育児相談、もぐもぐ教室)

③教育相談センター・教育相談室

(ひよどり教室、にこにこ相談)

④保育所や幼稚園の園庭等の開放

(すくすく広場、あそびの広場)

⑤子育ての総合相談窓口

(こども家庭センター)

⑥市発行の子育て支援情報誌

(「子育て支援情報」)

⑦子育て支援アプリ

（となみっ子なび）

⑧親子ふれあい塾

⑨地域のボランティアグループによる

活動事業

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793
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Ｃ利用希望（今後利用したい） 

　子育てに関する事業の利用希望をみると、「④保育所や幼稚園の園庭等の開放（すくすく広場、遊びの

広場）」が 64.7％と最も多く、次いで「⑥市発行の子育て支援情報誌（「子育て支援情報」）」が 60.0％と

なっている。 

　前回（H30）に比べ、「③教育相談センター・教育相談室（ひよどり教室、にこにこ相談）」は 7.6 ポイ

ント、「④保育所や幼稚園の園庭等の開放（すくすく広場、遊びの広場）」は 15ポイント、「⑤子育ての

総合相談窓口（こども家庭センター）」は 17.5 ポイント、「⑥市発行の子育て支援情報誌（「子育て支援

情報」）」は 8.9 ポイント増加している。 

 

 

 

45.5

58.8

43.3

64.7

46.2

60.0

54.5

43.3

42.8

41.1

55.1

35.7

49.7

28.7

51.1

38.9

41.1

43.1

54.1

35.9

55.4

35.6

56.0

45.0

44.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

(子育て、親育ち講座等)

②健康センターの情報・相談事業

(育児相談、もぐもぐ教室)

③教育相談センター・教育相談室

(ひよどり教室、にこにこ相談)

④保育所や幼稚園の園庭等の開放

(すくすく広場、あそびの広場)

⑤子育ての総合相談窓口

(こども家庭センター)

⑥市発行の子育て支援情報誌

(「子育て支援情報」)

⑦子育て支援アプリ

（となみっ子なび）

⑧親子ふれあい塾

⑨地域のボランティアグループによる

活動事業

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793
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２－５ 　土曜・休日、長期休暇中の定期的な教育・保育【未就学児のみ】 
（１） 土曜・休日の教育・保育の利用希望 

① 利用希望状況 

【土曜日】 

　土曜日の定期的な教育・保育の事業の利用希望について、「利用する必要はない」が 67.9％と最も多

く、次いで「月に１～２回は利用したい」が 27.0％となっている。 

　利用開始時間は「８時」、終了時間は「17 時」が最も多くなっている。 

 

 

■利用したい時間帯 

 

 

67.9

62.9

61.7

4.6

7.9

9.2

27.0

27.8

28.0

0.5

1.4

1.1

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

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

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

 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の事業の利用希望はありま

すか（一時的な利用は除きます）。希望がある場合は、利用したい時間帯を、24 時間制でご記入くだ

さい。なお、既に利用されている方は、現在の状況についてお答えください。また、これらの事業の

利用には、一定の利用者負担が発生します。

 【開始時間】 

0.6

16.9

44.4

29.8

6.2

0.0

14.2

54.7

26.7

1.3

0.3

8.1

46.1

37.6

5.1

0% 20% 40% 60% 80%

6時以前

7時

8時

9時

10時以降

未就学児

N=178

前回(H30)

N=225

前々回

(H25)

N=295

【終了時間】 

0.0

5.6

3.9

2.8

9.0

24.2

25.8

21.9

2.8

0.0

3.1

4.0

4.4

4.4

22.2

27.1

27.6

3.5

0.0

2.7

1.7

2.7

11.2

28.5

21.7

26.1

2.7

0% 20% 40% 60%

12時以前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

未就学児

N=178

前回(H30)

N=225

前々回

(H25)

N=295
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【日曜日・祝日】 

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、「利用する必要はない」が 84.2％と

最も多く、次いで「月に１～２回は利用したい」が 13.7％となっている。 

利用開始時間は「８時」、終了時間は「18 時」が最も多くなっている。 

 

 

 

■利用したい時間帯 

 

 

 

84.2

82.5

80.1

0.9

1.9

1.4

13.7

13.8

16.4

1.2

1.7

2.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

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

 【開始時間】 

0.0

18.3

46.3

23.2

9.8

0.0

12.1

56.6

25.3

2.0

0.0

7.1

42.6

35.3

9.2

0% 20% 40% 60% 80%

6時以前

7時

8時

9時

10時以降

未就学児

N=82

前回(H30)

N=99

前々回

(H25)

N=141

【終了時間】 

0.0

4.9

3.7

1.2

7.3

18.3

26.8

28.0

7.3

0.0

3.0

1.0

4.0

3.0

21.2

31.3

27.3

6.1

0.0

3.5

0.7

3.5

7.8

27.7

19.1

28.4

3.5

0% 20% 40% 60%

11時以前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

未就学児

N=82

前回(H30)

N=99

前々回

(H25)

N=141
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② 毎週ではなく時々利用したい理由 

　土曜日と日曜日・祝日の定期的な教育・保育の事業を毎週ではなく、時々利用したい理由について、

「月に数回仕事が入るため」が 66.9％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 37.3％となっている。 

　前回（H30）と比較すると、「月に数回仕事が入るため」は 14.9 ポイント減少したが、「平日に済ませ

られない用事をまとめて済ませるため」は 11.3 ポイント、「息抜きのため」は 12.7 ポイント増加して

いる。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

66.9

37.3

1.8

36.7

10.1

81.8

26.0

2.6

24.0

10.2

64.1

30.5

3.9

21.2

7.3

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

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事を

まとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

今回

N=169

前回(H30)

N=196

前々回(H25)

N=259

(MA)

 毎週ではなく、時々利用したい理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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■地区別の土曜・休日の教育・保育の利用希望 

　地区別の土曜・休日の教育・保育の利用希望は、次の通り。 

 

 

（単位：％）

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

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

出町 147 64.6 8.2 27.2 - 79.6 2.0 17.0 1.4

庄下 33 90.9 - 9.1 - 100.0 - - -

中野 18 61.1 - 38.9 - 77.8 5.6 16.7 -

五鹿屋 22 59.1 4.5 36.4 - 90.9 - 9.1 -

東野尻 23 78.3 4.3 13.0 4.3 87.0 - 8.7 4.3

鷹栖 30 56.7 6.7 36.7 - 83.3 3.3 13.3 -

若林 3 33.3 - 66.7 - 100.0 - - -

林 69 63.8 4.3 31.9 - 76.8 - 21.7 1.4

高波 6 66.7 - 33.3 - 100.0 - - -

油田 78 69.2 1.3 29.5 - 84.6 - 14.1 1.3

南般若 19 73.7 10.5 15.8 - 84.2 - 15.8 -

柳瀬 19 73.7 - 26.3 - 89.5 - 10.5 -

太田 11 81.8 - 18.2 - 100.0 - - -

般若 18 66.7 5.6 27.8 - 83.3 - 16.7 -

東般若 16 56.3 6.3 31.3 6.3 75.0 - 18.8 6.3

栴檀野 7 85.7 - 14.3 - 100.0 - - -

栴檀山 0 - - - - - - - -

東山見 7 71.4 - 28.6 - 100.0 - - -

青島 13 69.2 - 23.1 7.7 84.6 - 7.7 7.7

雄神 5 80.0 - 20.0 - 100.0 - - -

種田 8 87.5 12.5 - - 100.0 - - -

土曜日 日調日・祝日

地区 件数
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（２） 長期休暇期間中の教育・保育の利用希望【幼稚園利用者のみ】 

① 利用希望状況 

幼稚園利用者の長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望についてきいたところ、「休みの期間中、

ほぼ毎週利用したい」が 63.6％と最も多く、次いで「休みの期間中、週に数日利用したい」が 27.3％と

なっている。 

前回（H30）に比べ、「ほぼ毎週利用したい」が 25.4 ポイント増加している。 

 

 
【未就学児保護者】　図表 67　長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用希望（幼稚園利用者） 

 

■利用したい時間帯 

 

 

9.1

19.1

35.9

63.6

38.2

34.4

27.3

36.8

28.1

5.9

1.6

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

今回

N=11

前回(H30)

N=68

前々回(H25)

N=128

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

 宛名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用を希望しま

すか。希望がある場合は、利用したい時間帯を、24時間制でご記入ください。なお、既に利用されて

いる方は、現在の状況についてお答えください。また、これらの事業の利用には、一定の利用者負担

が発生します。

 【開始時間】 

0.0

10.0

30.0

50.0

0.0

0.0

5.9

49.0

41.2

2.0

1.3

2.5

46.3

47.5

2.5

0% 20% 40% 60% 80%

6時以前

7時

8時

9時

10時以降

未就学児

N=10

前回(H30)

N=51

前々回

(H25)

N=80

【終了時間】 

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

50.0

0.0

20.0

0.0

0.0

2.0

0.0

5.9

17.6

25.5

21.6

21.6

3.9

1.3

3.8

2.5

11.3

16.3

25.0

16.3

20.0

3.8

0% 20% 40% 60%

11時以前

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

未就学児

N=10

前回(H30)

N=51

前々回

(H25)

N=80
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■幼稚園利用者の地区別の長期休暇期間中の教育・保育の利用希望 

　幼稚園利用者の地区別の長期休暇期間中の教育・保育の利用希望は、次の通り。 

c 

 

（単位：％）

地区 件数 利用する必要はない
休みの期間中、

ほぼ毎週利用したい
休みの期間中、

週に数日利用したい

出町 3 33.3 66.7 -

庄下 0 - - -

中野 0 - - -

五鹿屋 0 - - -

東野尻 0 - - -

鷹栖 0 - - -

若林 0 - - -

林 6 - 50.0 50.0

高波 0 - - -

油田 1 - 100.0 -

南般若 0 - - -

柳瀬 1 - 100.0 -

太田 0 - - -

般若 0 - - -

東般若 0 - - -

栴檀野 0 - - -

栴檀山 0 - - -

東山見 0 - - -

青島 0 - - -

雄神 0 - - -

種田 0 - - -
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② 毎日ではなく、たまに利用したい理由 

幼稚園利用者のうち、長期休暇期間中の教育・保育事業を毎日ではなく、時々利用したいと回答した

方のその理由についてきいたところ、「週に数回仕事が入るため」「買い物等の用事をまとめて済ませる

ため」「息抜きのため」「その他」に回答がみられている。 

 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

33.3

33.3

0.0

33.3

33.3

52.0

40.0

8.0

36.0

16.0

36.1

44.4

5.6

33.3

30.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

週に数回仕事が入るため

買い物等の用事をまとめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要なため

息抜きのため

その他

今回

N=3

前回(H30)

N=25

前々回(H25)

N=36

(MA)

 毎日ではなく、時々利用したい理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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２－６ 子どもの病気の際の対応 

（１） 子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった経験の有無 

　この１年間に、子どもの病気やケガで通常の事業がりようできなかったことはあるか（未就学児）、も

しくは学校を休んだことはあるか（小学生）についてきいたところ、「あった」が未就学児で 78.9％、

小学生で 82.7％となっている。 

 
※未就学児は、平日の教育・保育事業を利用している方のみ 

 

 

78.9

82.7

19.3

16.8

1.9

0.6

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

未就学児

N=431

小学生

N=352

あった なかった 無回答・無効

 この１年間に、宛名の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りますか。
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（２） 子どもが病気の際の対応状況 

　病気やケガで通常の事業が利用できなかったり、学校を休んだりした場合に、この 1年間に行った対

処方法をみると、「母親が休んだ」が未就学児で 88.8％、小学生で 79.4％と最も多く、次いで未就学児

は「父親が休んだ」が 52.6％、小学生は「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」が 39.9％

となっている。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

 

52.6

88.8

47.4

6.2

1.5

0.0

0.0

0.3

1.8

28.9

79.4

39.9

6.9

0.7

0.0

0.0

11.3

1.7

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

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に

子どもをみてもらった

父親または母親のうち

就労していない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

未就学児

N=340

小学生

N=291

(MA)

 宛名のお子さんが病気やケガで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合に、この

１年間に行った対処方法として当てはまる記号すべてに○をつけ、それぞれの日数も(　　)内に数字

でご記入ください。（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。）
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■教育・保育の事業が利用できなかった場合の対処方法の日数 

【未就学児】 

 

 

【小学生】 

 

 

（単位：件）

1日 2日 3日 4日 5～9日 10日以上

父親が休んだ 21 22 31 5 61 32

母親が休んだ 9 13 17 7 95 136

（同居者を含む）親族・知人に
子どもをみてもらった

12 19 14 5 45 53

父親または母親のうち
就労していない方が子どもをみた

3 2 1 2 2 6

病児・病後児の保育を利用した 0 0 1 1 3 0

ベビーシッターを利用した 0 0 0 0 0 0

ファミリー・サポート・センターを
利用した

0 0 0 0 0 0

仕方なく子どもだけで留守番を
させた

0 0 0 1 0 0

その他 0 1 0 0 2 2

（単位：件）

1日 2日 3日 4日 5～9日 10日以上

父親が休んだ 21 26 16 2 12 6

母親が休んだ 26 36 25 9 79 45

（同居者を含む）親族・知人に
子どもをみてもらった

17 22 27 5 26 10

父親または母親のうち
就労していない方が子どもをみた

1 4 2 1 7 5

病児・病後児の保育を利用した 0 1 1 0 0 0

ベビーシッターを利用した 0 0 0 0 0 0

ファミリー・サポート・センターを
利用した

0 0 0 0 0 0

仕方なく子どもだけで留守番を
させた

8 9 11 0 3 1

その他 1 0 0 1 0 0
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（３） 病児・病後児保育の利用希望 

① 利用希望 

　病気やケガで通常の事業が利用できなかったり、学校を休んだりして父親もしくは母親が休んで看た

際に、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きいたところ、「できれば病

児・病後児保育施設等を利用したい」は未就学児で 47.4％、小学生で 22.6％となっている。 

　「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」回答者の利用希望日数をみると、未就学児、小学

生ともに「５～９日」が最も多くなっている。 

 

 

■利用希望日数 

 

 

47.4

22.6

51.6

77.4

1.0

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

未就学児

N=310

小学生

N=84

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

（単位：件）

1日 2日 3日 4日 5～9日 10日以上

未就学児(N=147) 7 9 17 2 51 41

小学生(N=19) 0 3 5 1 6 2

 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。当てはまる番

号１つに○をつけ、日数についても(　　)内に数字でご記入ください。なお、病児・病後児のための

事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医の受診が必要となります。
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② 希望する事業形態 

　「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」回答者に、どのような事業形態が望ましいかきい

たところ、未就学児では「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」が 81.6％と最も多く、次い

で「他の施設（例：幼稚園・保育所等）に併設した施設で子どもを保育する事業」が 67.3％となってい

る。小学生では「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」と「他の施設（例：幼稚園・保育所

等）に併設した施設で子どもを保育する事業」が 57.9％となっている。 

 

※無回答・無効は表示しない 

③ 利用したくない理由 

　病児・病後児保育施設等を「利用したいとは思わない」回答者に利用したくない理由をきいたところ、

未就学児、小学生ともに「親が仕事を休んで対応する」が最も多く、次いで「病児・病後児を他人にみ

てもらうのは不安」となっている。 

©

 
※無回答・無効は表示しない 

 

67.3

81.6

15.6

2.0

57.9

57.9

26.3

0.0

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

他の施設（例：幼稚園・保育所等）に併設した施設

で子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

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）

その他

未就学児

N=147

小学生

N=19

(MA)

56.3

4.4

11.3

25.6

27.5

59.4

19.4

36.9

9.2

10.8

16.9

32.3

50.8

24.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

病児・病後児を他人にみてもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性

（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

未就学児

N=160

小学生

N=65

(MA)

 上記の目的で子供を預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか。当てはまる番

号すべてに○をつけてください。

 そう思われる理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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④ 休んで対応したいと思ったか 

　「父母のいずれかが休んだ」以外の対応をした人に、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看た

い」と思ったかについてきいたところ、「できれば仕事を休んで看たい」が未就学児で 61.3％、小学生

で 76.5％となっている。 

　仕事を休んで看たいと思った日数は、未就学児では「10日以上」が最も多く、小学生では「２日」が

最も多くなっている。 

 
 

■仕事を休んで看たい日数 

 

 

 

61.3

76.5

25.7

5.9

13.1

17.6

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

未就学児

N=191

小学生

N=17

できれば仕事を休んで看たい 休んで看ることは非常に難しい 無回答・無効

（単位：件）

1日 2日 3日 4日 5～9日 10日以上

未就学児(N=117) 13 7 9 3 33 37

小学生(N=13) 1 4 3 0 2 1

 その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか。当てはまる番号１つに

○をつけ、仕事を休んで看たかった日数についても数字でご記入ください。
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⑤ 仕事を休んで看ることが難しい理由 

　「休んで看ることは非常に難しい」と回答した方にその理由についてきいたところ、未就学児は「休

暇日数が足りないので休めない」が 42.9％と最も多く、次いで「その他」が 40.8％である。小学生は

「休暇日数が足りないので休めない」に回答がみられた。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

18.4

8.2

42.9

40.8

0.0

0.0

100.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

その他

未就学児

N=49

小学生

N=1

(MA)

 そう思われる理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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２－７ 　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 
（１） 不定期の教育・保育事業の利用状況【未就学児のみ】 

① 利用状況 

　私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、不定期に利用している事業についてきいたところ、「利用

していない」が最も多く 91.7％、次いで「一時預かり（私用など理由を問わずに保育所などで一時的に

子どもを保育する事業）」が 4.8％となっている。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

■利用日数 

 

 

4.8

1.2

0.2

0.0

0.2

0.4

91.7

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

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

(MA)

N=563

（単位：件）

1日 2日 3日 4日 5～9日 10日以上

一時預かり 3 3 1 0 5 9

幼稚園の預かり保育 0 0 2 0 1 2

ファミリー・サポート・センター 0 0 1 0 0 0

夜間養護等事業：トワイライトステイ 0 0 0 0 0 0

ベビーシッター 0 1 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 2 0

 宛名のお子さんについて、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りますか。ある場合は、当てはまる番号すべてに○をつ

け、１年間の利用日数（おおよそ）を(　　)内に数字でご記入ください。
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② 利用していない理由 

　不定期の教育・保育事業を利用していない理由についてきいたところ、「特に利用する必要がない」が

72.3％と最も多く、次いで「事業の利用方法（手続き等）がわからない」が 20.3％となっている。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

72.3

7.2

1.9

7.0

12.2

9.5

17.6

20.3

6.4

0% 20% 40% 60% 80%

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に差がある

地域の事業の利便性

（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのか

どうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

その他
(MA)

N=563

 現在利用していない理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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（２） （子どもの病気やケガ以外での）不定期の教育・保育の利用希望【未就学児のみ】 

① 利用希望 

　私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、事業を利用する必要性についてきいたところ、「利用する

必要がある」が 27.5％、「利用する必要はない」が 69.4％となっている。前々回（H25）、前回（H30）と

比べ「利用する必要がある」の割合が減少しており、前回（H30）に比べ 9.2 ポイント減少した。 

「利用する必要がある」と回答した方にその目的を聞いたところ、「私用（買い物、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」が 68.4％と最も多く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子

ども(兄弟姉妹を含む)や親の通院など」が 63.9％となっている。 

利用したい年間日数については「私用・リフレッシュ目的」が「10 日以上」、「冠婚葬祭、学校行事、

子どもや親の通院など」が「５～９日」、「不定期の就労」が「10 日以上」最も多くなっている。 

 

 
※無回答・無効は表示しない 

■利用したい年間日数 

 

27.5

36.7

40.0

69.4

57.8

54.6

3.0

5.6

5.4

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

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

利用する必要がある 利用する必要はない 無回答・無効

68.4

63.9

27.1

4.5

64.1

68.8

33.3

6.1

64.7

65.0

32.8

3.8

0% 20% 40% 60% 80%

私用（買い物、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

冠婚葬祭、学校行事、子ども

(兄弟姉妹を含む)や親の通院など

不定期の就労

その他

今回

N=155

前回(H30)

N=231

前々回(H25)

N=317

(MA)

（単位：件）

1日 2日 3日 4日 5～9日 10～29日 30日以上

私用、リフレッシュ目的 5 14 12 2 25 32 3

冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院など 6 11 10 2 36 23 0

不定期の就労 0 2 4 2 12 13 3

その他 0 0 2 0 1 2 1

 宛名のお子さんについて、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

る必要があると思いますか。利用の必要の有無について当てはまる番号・記号すべてに○をつけ、利

用したい日数の合計と、目的別の内訳の日数を(  　)内に数字でご記入ください。なお、事業の利用

には、一定の利用料がかかります。
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② 希望する事業形態 

　私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、不定期に子どもを預ける場合、どのような事業形態が望

ましいかきいたところ、「大規模施設で子どもを保育する事業」が 74.2％と最も多く、次いで「小規模

施設で子どもを保育する事業」が 58.1％となっている。 

　前回（H30）に比べ「小規模施設で子どもを保育する事業」は 11.3 ポイント、「地域住民が子育て家庭

等の近くの場所で保育する事業」は 5.9 ポイント増加している。 

 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

 

74.2

58.1

27.1

6.5

74.0

46.8

21.2

2.2

66.2

48.6

19.9

1.6

0% 20% 40% 60% 80%

大規模施設で子どもを保育する事業

小規模施設で子どもを保育する事業

地域住民が子育て家庭等の

近くの場所で保育する事業

その他

今回

N=155

前回(H30)

N=231

前々回(H25)

N=317

(MA)

 お子さんを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか。当てはまる番号すべて

に○をつけてください。
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（３） 宿泊を伴う一時預かりの利用状況 

① 利用状況 

　保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、泊まりがけで家族以外にみてもらう必

要があったかについてきいたところ、「あった」は未就学児で 9.9％、小学生で 9.4％となっている。そ

の対象方法については、未就学児、小学生ともに「親族・友人にみてもらった」が最も多くなっている。 

 

 
 

 

■対象方法別利用日数 

 

9.9

9.4

88.5

89.8

1.6

0.9

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

未就学児

N=563

小学生

N=352

あった なかった 無回答・無効

31.6

0.0

0.0

7.1

0.0

0.6

87.9

0.0

0.0

3.0

3.0

9.1

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

親族・友人にみてもらった

短期入所生活援助事業を利用した

短期入所生活援助事業以外の保育事業

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

未就学児

N=155

小学生

N=33

(MA)

（単位：件）

未就学児（N=155） 小学生（N=33）

1日 2日 3日 4日 5～9日 10日以上 1日 2日 3日 4日 5～9日 10日以上

親族・友人にみてもらった 17 5 11 2 4 7 17 2 3 1 3 2

短期入所生活援助事業を利用した 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

短期入所生活援助事業以外の保育事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

仕方なく子どもを同行させた 4 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

その他 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛名のお子さんを泊ま

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りましたか（預け先が見つからなかった場

合も含む）。あった場合は、この１年間の対処方法として当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ

の日数も(  　)内に数字でご記入ください。



65 

② 親族・知人にみてもらった人の困難度 

　保護者の用事により、泊まりがけで「親族・友人にみてもらった」と回答した方に、その場合の困難

度についてきいたところ、未就学児、小学生ともに「特に困難ではない」が最も多くなっている。 

 

【未就学児保護者】　図表 106　親族・友人にみてもらう際の困難度 

 

 

 

6.1

6.1

44.9

24.2

46.9

51.5

2.0

18.2

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

未就学児

N=49

小学生

N=33

非常に困難 どちらかというと困難 特に困難ではない 無回答・無効

 その場合の困難度はどの程度でしたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。
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２－８ 小学校就学後の放課後の過ごし方【未就学児５歳以上及び小学生のみ】 

（１） 小学校低学年（１～３年生） 

【未就学児（５歳以上）】 

　未就学児（５歳以上）を対象に、小学校就学後、小学校低学年（１～３年生）の間は平日の放課後を

どのような場所で過ごさせたいと思うかきいたところ、「放課後児童クラブ」が最も多く 54.0％、次い

で「自宅」が 34.9％となっている。 

場所別の利用日数をみると、「放課後児童クラブ」は「５日」が最も多くなっている。また、放課後児

童クラブの利用（を希望する）時間は、「18 時」が最も多くなっている。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

34.9

12.7

14.3

7.9

14.3

54.0

0.0

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）
(MA)

N=63

 宛名のお子さんについて、小学校低学年(１～３年生)のうちは、放課後(平日の小学校終了後)の時間

をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ希望す

る週当たりの日数を数字でご記入ください。また、「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望する

時間を(　　)内に数字でご記入ください。時間は 24 時間制でご記入ください。

 ■場所別利用日数 

（単位：件）
1日 2日 3日 4日 5日

自宅 3 3 3 0 9
祖父母宅や友人・知人宅 1 1 1 1 2
習い事 4 2 1 0 0
児童館 1 1 1 0 2
放課後子ども教室 0 2 0 0 6
放課後児童クラブ 0 2 2 1 25
ファミリー・サポート・センター 0 0 0 0 0
その他 1 0 1 0 0

■放課後児童クラブの利用希望時間 

件数（件）
15時以前 1
16時 6
17時 9
18時 11
19時 4
20時以降 0
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【小学生】 

　小学生を対象に、小学校低学年（１～３年生）の間は、平日の放課後をどのような場所で過ごさせた

いと思うかきいたところ、「自宅」が最も多く 64.2％、次いで「放課後児童クラブ」が 35.2％となって

いる。 

場所別の利用日数をみると、「放課後児童クラブ」は「５日」が最も多くなっている。また、放課後児

童クラブの利用（を希望する）時間は、「18 時」が最も多くなっている。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

64.2

13.4

29.8

4.5

1.1

35.2

0.6

7.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）
(MA)

N=352

 ■場所別利用日数 

（単位：件）
1日 2日 3日 4日 5日

自宅 19 22 21 21 110
祖父母宅や友人・知人宅 9 4 11 7 14
習い事 32 29 25 9 6
児童館 8 4 2 0 1
放課後子ども教室 0 1 0 0 3
放課後児童クラブ 2 3 6 6 104
ファミリー・サポート・センター 0 0 2 0 0
その他 4 9 8 1 4

■放課後児童クラブの利用希望時間 

件数（件）
15時以前 4
16時 21
17時 35
18時 64
19時 0
20時以降 0



68 

■地区別小学校低学年（１～３年生）時の放課後の過ごし方 

　地区別の小学校低学年における放課後の過ごし方は、次の通り。 

【未就学児】 

 

 

【小学生】 

 

 

 

 

（単位：％）

地区 件数 自宅
祖父母宅や

友人・知人宅
習い事 児童館

放課後

子ども教室

放課後児童

クラブ

ファミリー・サポー

ト・センター
その他

出町 147 2.7 0.7 2.0 0.7 2.7 4.8 - -
庄下 33 12.1 - - - 6.1 18.2 - -
中野 18 5.6 5.6 - - - 11.1 - -
五鹿屋 22 9.1 9.1 4.5 4.5 9.1 18.2 - 4.5
東野尻 23 4.3 4.3 - - - 8.7 - -
鷹栖 30 3.3 - - - - 3.3 - 3.3
若林 3 - - 33.3 - - - - -
林 69 1.4 - - - - 2.9 - -
高波 6 - - - - - - - -
油田 78 5.1 3.8 2.6 1.3 - 3.8 - -
南般若 19 - - - - - 5.3 - -
柳瀬 19 - - - - - 5.3 - -
太田 11 9.1 - - - 9.1 - - -
般若 18 - - - - - - - -
東般若 16 12.5 - 6.3 - - - - -
栴檀野 7 - - - - - 14.3 - -
栴檀山 0 - - - - - - - -
東山見 7 14.3 - - 14.3 - 14.3 - -
青島 13 - - - - - 7.7 - -
雄神 5 - - - - - 20.0 - -
種田 8 - - - - - - - -
無回答・無効 11 - - 9.1 9.1 - 9.1 - -

（単位：％）

地区 件数 自宅
祖父母宅や

友人・知人宅
習い事 児童館

放課後

子ども教室

放課後児童

クラブ

ファミリー・サポー

ト・センター
その他

出町 71 69.0 12.7 32.4 14.1 - 31.0 1.4 16.9
庄下 24 70.8 - 33.3 - - 33.3 - 4.2
中野 17 76.5 29.4 29.4 - 5.9 47.1 5.9 -
五鹿屋 16 37.5 12.5 31.3 6.3 - 50.0 - -
東野尻 9 77.8 33.3 55.6 11.1 - 22.2 - 11.1
鷹栖 21 47.6 9.5 33.3 - 4.8 42.9 - -
若林 4 100.0 25.0 50.0 - - - - -
林 45 62.2 8.9 33.3 - - 40.0 - 13.3
高波 7 100.0 28.6 57.1 - - - - -
油田 33 48.5 15.2 24.2 - - 48.5 - 3.0
南般若 26 57.7 19.2 15.4 - 3.8 46.2 - -
柳瀬 13 46.2 7.7 15.4 - 7.7 38.5 - 7.7
太田 8 50.0 - 12.5 - - 62.5 - -
般若 10 70.0 - 40.0 - - 20.0 - 10.0
東般若 9 88.9 11.1 33.3 - - 11.1 - -
栴檀野 6 66.7 16.7 - - - 33.3 - -
栴檀山 0 - - - - - - - -
東山見 11 63.6 36.4 27.3 27.3 - 18.2 - 18.2
青島 9 77.8 11.1 44.4 11.1 - 22.2 - -
雄神 3 100.0 33.3 33.3 - - - - -
種田 7 100.0 - 14.3 - - - - 14.3
無回答・無効 3 33.3 - - - - 66.7 - -
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（２） 小学校高学年（４～６年生） 

【未就学児（５歳以上）】 

　未就学児（５歳以上）を対象に、小学校就学後、小学校高学年（４～６年生）の間は平日の放課後を

どのような場所で過ごさせたいと思うかきいたところ、「自宅」が最も多く 58.7％、次いで「習い事」

が 31.7％となっている。 

場所別の利用日数をみると、「放課後児童クラブ」は「５日」が最も多くなっている。また、放課後児

童クラブの利用（を希望する）時間は、「17 時」と「18時」が最も多くなっている。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

58.7

14.3

31.7

9.5

15.9

27.0

0.0

6.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）
(MA)

N=63

 宛名のお子さんについて、小学校高学年(４～６年生)になったら、放課後(平日の小学校終了後)の時

間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ希望

する週当たりの日数を数字でご記入ください。また、「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望す

る時間を(　　)内に数字でご記入ください。時間は 24時間制でご記入ください。

 ■場所別利用日数 

（単位：件）
1日 2日 3日 4日 5日

自宅 2 5 5 0 20
祖父母宅や友人・知人宅 2 4 0 0 1
習い事 8 4 5 1 0
児童館 2 0 0 0 3
放課後子ども教室 2 1 2 0 3
放課後児童クラブ 2 0 4 0 7
ファミリー・サポート・センター 0 0 0 0 0
その他 2 0 1 0 0

■放課後児童クラブの利用希望時間 

件数（件）
15時以前 2
16時 1
17時 5
18時 5
19時 2
20時以降 0
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【小学生】 

　小学生を対象に、小学校高学年（４～６年生）の間は、平日の放課後をどのような場所で過ごさせた

いと思うかきいたところ、「自宅」が最も多く 80.1％、次いで「習い事」が 44.3％となっている。 

場所別の利用日数をみると、「放課後児童クラブ」は「５日」が最も多くなっている。また、放課後児

童クラブの利用（を希望する）時間は、「18 時」が最も多くなっている。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

80.1

15.1

44.3

9.7

4.8

15.9

0.3

12.2

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

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）
(MA)

N=352

 ■場所別利用日数 

（単位：件）
1日 2日 3日 4日 5日

自宅 18 31 40 25 136
祖父母宅や友人・知人宅 9 12 7 5 13
習い事 35 60 38 11 6
児童館 9 7 5 2 4
放課後子ども教室 5 1 2 1 4
放課後児童クラブ 4 8 8 0 32
ファミリー・サポート・センター 0 1 0 0 0
その他 11 13 9 2 7

■放課後児童クラブの利用希望時間 

件数（件）
15時以前 0
16時 8
17時 17
18時 22
19時 1
20時以降 1
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■地区別小学校低学年（４～６年生）時の放課後の過ごし方 

　地区別の小学校低学年における放課後の過ごし方は、次の通り。 

【未就学児】 

 

 

【小学生】 

 

 

 

 

（単位：％）

地区 件数 自宅
祖父母宅や

友人・知人宅
習い事 児童館

放課後

子ども教室

放課後児童

クラブ

ファミリー・サポー

ト・センター
その他

出町 147 4.8 - 4.1 0.7 3.4 3.4 - -
庄下 33 15.2 6.1 3.0 3.0 6.1 6.1 - -
中野 18 11.1 5.6 5.6 - - - - -
五鹿屋 22 13.6 9.1 18.2 4.5 4.5 9.1 - 9.1
東野尻 23 13.0 4.3 - - - 4.3 - -
鷹栖 30 6.7 3.3 3.3 - - 3.3 - 3.3
若林 3 - - 33.3 - - - - -
林 69 2.9 - - - - 1.4 - -
高波 6 - - - - - - - -
油田 78 7.7 2.6 5.1 - 1.3 1.3 - 1.3
南般若 19 - - - - - 5.3 - -
柳瀬 19 5.3 - - - - - - -
太田 11 9.1 - - - 9.1 - - -
般若 18 - - - - - - - -
東般若 16 12.5 - 6.3 - - - - -
栴檀野 7 14.3 - - - - - - -
栴檀山 7 - - - - - - - -
東山見 13 - - - 7.7 - 7.7 - -
青島 5 20.0 - - 20.0 - 20.0 - -
雄神 8 - - - - - - - -
種田 11 - - - - - - - -
無回答・無効563 0.2 - 0.2 0.2 - 0.2 - -

（単位：％）

地区 件数 自宅
祖父母宅や

友人・知人宅
習い事 児童館

放課後

子ども教室

放課後児童

クラブ

ファミリー・サポー

ト・センター
その他

出町 71 81.7 7.0 53.5 23.9 11.3 12.7 - 29.6
庄下 24 95.8 4.2 50.0 - - 12.5 - -
中野 17 94.1 41.2 29.4 - - 17.6 - -
五鹿屋 16 68.8 6.3 37.5 - - 37.5 - -
東野尻 9 77.8 22.2 55.6 11.1 11.1 22.2 - 11.1
鷹栖 21 76.2 9.5 38.1 - - 19.0 - 4.8
若林 4 100.0 25.0 50.0 - - - - -
林 45 73.3 15.6 55.6 13.3 6.7 17.8 2.2 22.2
高波 7 100.0 28.6 57.1 - - - - -
油田 33 60.6 12.1 30.3 3.0 6.1 15.2 - 6.1
南般若 26 92.3 15.4 38.5 3.8 3.8 7.7 - 3.8
柳瀬 13 92.3 15.4 46.2 - - - - 7.7
太田 8 75.0 12.5 50.0 25.0 12.5 25.0 - 12.5
般若 10 70.0 20.0 40.0 10.0 - 30.0 - 10.0
東般若 9 77.8 11.1 44.4 - - 11.1 - -
栴檀野 6 66.7 16.7 - - - 33.3 - -
栴檀山 0 - - - - - - - -
東山見 11 72.7 36.4 27.3 27.3 - 18.2 - 27.3
青島 9 88.9 33.3 66.7 22.2 - 22.2 - -
雄神 3 100.0 33.3 33.3 - 33.3 - - -
種田 7 100.0 28.6 42.9 - - - - 14.3
無回答・無効 3 33.3 - - - - 66.7 - -
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（３） 土曜日、日曜日・祝日【放課後児童クラブ利用者（未就学児は利用希望者）のみ】 

① 土曜日 

　放課後児童クラブを利用したい（利用している）と回答した方に、土曜日の利用希望についてきいた

ところ、未就学児（５歳以上）は「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が 17.2％、「高学年（４～

６年生）になっても利用したい」が 5.2％、「利用する必要はない」が 46.6％となっている。 

一方、小学生は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が 18.5％、「高学年（４～６年生）にな

っても利用したい」が 9.6％、「利用する必要はない」が 62.2％となっている。 

　希望する開始時間は、未就学児、小学生ともに「８時」、希望終了時間は「18 時」が多くなっている。 

 
【未就学児保護者】　図表 125　放課後児童クラブの利用希望（土曜日） 

 

 

17.2

20.9

18.7

18.5

33.7

25.9

5.2

11.6

23.6

9.6

10.2

14.8

46.6

67.4

52.8

62.2

45.9

47.4

31.0

4.9

9.6

10.2

11.9

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

未就学児

N=58
前回(H30)

N=43
前々回(H25)

N=123

小学生

N=135
前回(H30)

N=98
前々回(H25)

N=135

低学年（1～3年生）の間は利用したい

高学年（4～6年生）になっても利用したい

利用する必要はない

無回答・無効

 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラブの利用希望はありますか。（事

業の利用には、一定の利用料がかかります。）それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけてく

ださい。また、利用したい時間帯を、(　　)内に 24 時間制でご記入ください。

 【利用開始時間】 

7.7

61.5

7.7

0.0

7.7

7.7

0.0

21.1

34.2

15.8

2.6

0.0

13.2

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

7時

8時

9時

10～13時台

14時

15時

16時

未就学児

N=13

小学生

N=38

【利用終了時間】 

0.0

0.0

0.0

15.4

30.8

7.7

30.8

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6

5.3

18.4

60.5

2.6

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

未就学児

N=13

小学生

N=38
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■地区別土曜日における放課後児童クラブの利用希望【放課後児童クラブ利用者（未就学児は利用希望

者）のみ】 

地区別の土曜日における放課後児童クラブの利用希望は次の通り。 

【未就学児】 

 

【小学生】 

（単位：％）

地区 件数
低学年（1～3年生）の間は

利用したい
高学年（4～6年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

出町 147 2.0 - 3.4
庄下 33 3.0 - 12.1
中野 18 - - 11.1
五鹿屋 22 4.5 - 9.1
東野尻 23 - - 17.4
鷹栖 30 - - 3.3
若林 3 - - -
林 69 4.3 1.4 1.4
高波 6 - - -
油田 78 2.6 - 3.8
南般若 19 - - 5.3
柳瀬 19 - 5.3 5.3
太田 11 - - -
般若 18 - - -
東般若 16 - - -
栴檀野 7 - - 14.3
栴檀山 0 - - -
東山見 7 - 14.3 14.3
青島 13 - - 7.7
雄神 5 - - -
種田 8 - - -

（単位：％）

地区 件数
低学年（1～3年生）の間は

利用したい
高学年（4～6年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

出町 71 5.6 0.0 26.8
庄下 24 12.5 0.0 20.8
中野 17 0.0 5.9 41.2
五鹿屋 16 6.3 18.8 18.8
東野尻 9 11.1 0.0 11.1
鷹栖 21 19.0 9.5 19.0
若林 4 0.0 0.0 0.0
林 45 6.7 8.9 24.4
高波 7 0.0 0.0 0.0
油田 33 9.1 6.1 27.3
南般若 26 7.7 0.0 30.8
柳瀬 13 23.1 0.0 15.4
太田 8 0.0 0.0 62.5
般若 10 0.0 0.0 30.0
東般若 9 0.0 0.0 11.1
栴檀野 6 0.0 0.0 33.3
栴檀山 0 0.0 0.0 0.0
東山見 11 0.0 0.0 27.3
青島 9 0.0 11.1 11.1
雄神 3 0.0 0.0 0.0
種田 7 0.0 0.0 0.0
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② 日曜日・祝日 

放課後児童クラブ(放課後児童教室)を利用したい（利用している）と回答した方に、日曜日・祝日の

利用希望についてきいたところ、未就学児（５歳以上）は「低学年（１～３年生）の間は利用したい」

が 10.3％、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が 5.2％、「利用する必要はない」が 51.7％

となっている。 

一方小学生は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が 8.9％、「高学年（４～６年生）になっ

ても利用したい」が 5.2％、「利用する必要はない」が 79.3％となっている。 

　希望する開始時間は、未就学児、小学生ともに「８時」、希望終了時間は「18 時」が最も多くなって

いる。 

 

 
 

 

 

 

 

10.3

2.3
7.3

8.9

10.2

7.8

5.2

11.6

13.0

5.2

4.1

13.8

51.7

86.0

74.0
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77.5

78.4

32.8

5.7

6.7

8.2

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

未就学児

N=58
前回(H30)

N=43
前々回(H25)

N=123

小学生

N=135
前回(H30)

N=98
前々回(H25)

N=135

低学年（1～3年生）の間は利用したい

高学年（4～6年生）になっても利用したい

利用する必要はない

無回答・無効

 【開始時間】 

11.1

66.7

11.1

0.0

0.0

11.1

0.0

26.3

42.1

21.1

10.5

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

7時以前

8時

9時

10～13時

14時

15時

16時

未就学児

N=9

小学生

N=19

【終了時間】 

0.0

11.1

0.0

0.0

22.2

11.1

44.4

11.1

0.0

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

15.8

63.2

10.5

5.3

0% 20% 40% 60% 80%

12時以前

13～15時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

未就学児

N=9

小学生

N=19
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■地区別日曜日・祝日における放課後児童クラブの利用希望【放課後児童クラブ利用者（未就学児は利

用希望者）のみ】 

地区別の日曜日・祝日おける放課後児童クラブの利用希望は次の通り。 

【未就学児】 

 

【小学生】 

（単位：％）

地区 件数
低学年（1～3年生）の間は

利用したい
高学年（4～6年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

出町 147 1.4 - 4.1
庄下 33 - - 15.2
中野 18 - - 11.1
五鹿屋 22 - - 13.6
東野尻 23 4.3 - 13.0
鷹栖 30 - - 3.3
若林 3 - - -
林 69 1.4 1.4 2.9
高波 6 - - -
油田 78 2.6 - 3.8
南般若 19 - - 5.3
柳瀬 19 - 5.3 5.3
太田 11 - - -
般若 18 - - -
東般若 16 - - -
栴檀野 7 - - 14.3
栴檀山 0 - - -
東山見 7 - 14.3 14.3
青島 13 - - 7.7
雄神 5 - - -
種田 8 - - -

（単位：％）

地区 件数
低学年（1～3年生）の間は

利用したい
高学年（4～6年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

出町 71 2.8 - 32.4
庄下 24 4.2 - 29.2
中野 17 - - 47.1
五鹿屋 16 6.3 6.3 31.3
東野尻 9 11.1 - 11.1
鷹栖 21 9.5 9.5 28.6
若林 4 - - -
林 45 2.2 4.4 33.3
高波 7 - - -
油田 33 - 3.0 42.4
南般若 26 3.8 - 34.6
柳瀬 13 7.7 - 30.8
太田 8 - - 62.5
般若 10 - - 30.0
東般若 9 - - 11.1
栴檀野 6 - - 33.3
栴檀山 0 - - -
東山見 11 - - 27.3
青島 9 - 11.1 11.1
雄神 3 - - -
種田 7 - - -
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長期休暇期間中【未就学児５歳以上及び小学生のみ】 

夏休み・冬休みなどの長期休暇期間中の利用希望についてきいたところ、未就学児は「低学年（１～

３年生）の間は利用したい」が 31.7％、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が 23.8％、「利

用する必要はない」が 25.4％となっている。 

小学生は、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が 25.0％、「高学年（４～６年生）になっても

利用したい」が 19.0％、「利用する必要はない」が 48.3％となっている。 

　希望する開始時間は、未就学児、小学生ともに「８時」が多く、終了時間は未就学児、小学生ともに

「18 時」が多くなっている。 

 
【未就学児保護者】　図表 129　長期休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望 

 

 

 

31.7

26.4

23.7

25.0

21.0

16.5

23.8

21.7

29.4

19.0

15.2

20.2

25.4

28.7

27.5

48.3

58.9

59.3

19.0

23.3

19.4

7.7

4.9

4.0

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

未就学児

N=63
前回(H30)

N=129
前々回(H25)

N=211

小学生

N=352
前回(H30)

N=409
前々回(H25)

N=575

低学年（1～3年生）の間は利用したい

高学年（4～6年生）になっても利用したい

利用する必要はない

無回答・無効

 宛名のお子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期休暇期間中の放課後児童クラブの利

用希望はありますか。（事業の利用には、一定の利用料がかかります。）当てはまる番号１つに○をつ

けてください。また、利用したい時間帯を(　　)内に 24時間制でご記入ください。

 【開始時間】 

20.0

57.1

8.6

2.9

0.0

0.0

0.0

12.3

63.9

12.3

1.3

1.3

3.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

7時以前

8時

9時

10～13時

14時

15時

16時以降

未就学児

N=35

小学生

N=155

【終了時間】 

0.0

0.0

2.9

5.7

22.9

20.0

28.6

8.6

0.0

0.6

0.6

0.6

4.5

14.8

22.6

45.2

4.5

1.3

0% 20% 40% 60% 80%

12時以前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

未就学児

N=35

小学生

N=155
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■地区別長期休暇中における放課後児童クラブの利用希望 

　地区別の長期休暇中における放課後児童クラブの利用希望は次の通り。 

【未就学児】 

 

 

【小学生】 

 

 

（単位：％）

地区 件数
低学年（1～3年生）の間は

利用したい
高学年（4～6年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

出町 147 2.7 3.4 1.4
庄下 33 18.2 3.0 3.0
中野 18 11.1 - -
五鹿屋 22 4.5 13.6 4.5
東野尻 23 8.7 - 8.7
鷹栖 30 - 3.3 3.3
若林 3 - - 33.3
林 69 1.4 1.4 1.4
高波 6 - - -
油田 78 2.6 - 3.8
南般若 19 - 5.3 -
柳瀬 19 5.3 - -
太田 11 - - 18.2
般若 18 - - -
東般若 16 - - 12.5
栴檀野 7 - 14.3 -
栴檀山 0 - - -
東山見 7 - 14.3 -
青島 13 - 7.7 -
雄神 5 20.0 - -
種田 8 - - -

（単位：％）

地区 件数
低学年（1～3年生）の間は

利用したい
高学年（4～6年生）に
なっても利用したい

利用する必要はない

出町 71 25.4 21.1 42.3
庄下 24 16.7 20.8 54.2
中野 17 35.3 5.9 58.8
五鹿屋 16 18.8 37.5 43.8
東野尻 9 33.3 22.2 44.4
鷹栖 21 33.3 19.0 42.9
若林 4 25.0 - 75.0
林 45 22.2 28.9 37.8
高波 7 28.6 - 71.4
油田 33 39.4 15.2 39.4
南般若 26 19.2 7.7 61.5
柳瀬 13 30.8 23.1 46.2
太田 8 25.0 37.5 25.0
般若 10 20.0 40.0 40.0
東般若 9 11.1 - 88.9
栴檀野 6 - 16.7 66.7
栴檀山 0 - - -
東山見 11 18.2 18.2 63.6
青島 9 22.2 - 55.6
雄神 3 - 33.3 66.7
種田 7 28.6 - 71.4
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（４） 放課後児童クラブの開所時間【小学生のみ】 

小学生保護者に放課後児童クラブの開所時間について延長を希望するかきいたところ、「今の実施時

間で問題ない」が 65.9％と最も多く、次いで「多少費用が上がっても良いので延長してほしい」が 17.6％

となっている。 

また、延長を希望する人に延長希望時刻をきいたところ、「19 時以前」が最も多くなっている。 

 

 

 

 

■延長希望時間 

 

 

 

今の実施時間で

問題ない

65.9%

延長してほしいが、費

用が上がるなら今のま

まで良い

10.5%

多少費用が上がっても良い

ので延長してほしい

17.6%

無回答・無効

6.0%

N=352

件数（件）
19時以前 76
20時 7
21時 1
22時 0
23時以降 0

 現在、砺波市の放課後児童クラブの開所時間は、放課後から 18 時までとなっていますが、この開所

時間について、当てはまる番号１つに○をつけてください。
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２－９ 職場の両立支援制度【未就学児のみ】 

（１） 育児休業の取得状況 

　子どもが生まれたときの保護者の育児休業取得状況をみると、母親は「取得した（取得中である）」が

72.3％と最も多く、次いで「働いていなかった」が 21.3％となっている。前回（H30）に比べ、「取得し

た（取得中である）」が 15.2 ポイント増加している。 

一方、父親は「取得していない」が 74.2％と最も多く、次いで「取得した（取得中である）」が 21.5％

である。前回（H30）に比べ、「取得した（取得中である）」が 18.5 ポイント増加している。 

 

【母親】 

 

 

【父親】 

 

 

21.3

31.6

36.9

72.3

57.1

47.8

5.9

10.8

14.6

0.5

0.5

0.6

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

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

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

1.2

0.6

0.9

21.5

3.0

1.9

74.2

88.6

90.4

3.0

7.8

6.8

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

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

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

 宛名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。母親、父

親それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけてください。また、取得していない方はその理

由を下から選び数字でご記入ください。
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■育児休業を取得しなかった理由 

【母親】 

母親の育児休業を取得していない理由については、「子育てや家事に専念するため退職した」が

21.2％と最も多く、次いで「有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった」が 18.2％となって

いる。 

前回（H30）と比較すると、「有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった」は 5.0 ポイント

増加している。一方で「子育てや家事に専念するため退職した」が 6.7 ポイント、「職場に育児休業の制

度がなかった（就業規則に定めがなかった）」が 11.4 ポイント減少している。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

12.1

12.1

3.0

9.1

0.0

6.1

3.0

0.0

3.0

21.2

12.1

18.2

0.0

0.0

39.4

11.8

14.7

7.4

5.9

0.0

8.8

5.9

0.0

1.5

27.9

23.5

13.2

1.5

2.9

20.6

19.8

12.9

9.5

12.9

0.0

9.5

3.4

0.0

0.0

40.5

28.4

7.8

2.6

0.9

13.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が専業主婦(専業主夫)、祖父母等の親族に

みてもらえるなど、制度を利用する 必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前6週間、産後8週間）を

取得できることを知らずに退職した

その他

今回

N=33

前回(H30)

N=68

前々回(H25)

N=116

(MA)
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【父親】 

父親の育児休業を取得していない理由については、「仕事が忙しかった」が 47.1％と最も多く、次い

で「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が 43.5％となっている。 

前回（H30）と比較すると、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」は 16.3 ポイント、「仕事

が忙しかった」は 11.3 ポイント増加している。一方で「配偶者が専業主婦(専業主夫)、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」は 8.9 ポイント減少している。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

 

43.5

47.1

0.0

2.6

6.9

27.3

1.9

36.6

14.8

0.0

8.6

0.5

1.9

0.0

7.9

27.2

35.8

0.7

2.0

5.0

27.8

0.7

40.5

23.7

0.0

7.7

0.0

1.4

0.0

4.5

31.0

29.7

0.3

2.9

4.5

25.8

1.5

32.6

34.0

0.3

9.5

0.4

1.8

0.0

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が専業主婦(専業主夫)、祖父母等の親族に

みてもらえるなど、制度を利用する 必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前6週間、産後8週間）を

取得できることを知らずに退職した

その他

今回

N=418

前回(H30)

N=558

前々回(H25)

N=717

(MA)
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（２） 育児休業給付・保険料免除の認知度 

　育児休業給付及び保険料免除の仕組みの認知度について、「育児休業給付、保険料免除のいずれも知

っていた」が 57.2％と最も多く、次いで「育児休業給付のみ知っていた」が 24.3％となっている。 

前回（H30）と比較すると、「育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた」が 14.7 ポイント増加

している。 

 

 

 

57.2

42.5

36.9

24.3

33.2

35.2

0.9

0.3

1.0

17.2

21.7

25.0

0.4

2.2

1.9

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

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった

無回答・無効

 子どもが原則１歳（保育所における保育の実施が行われないなど一定の条件を満たす場合は１歳６ヶ

月）になるまで育児休業給付が支給される仕組み、子どもが満３歳になるまでの育児休業等（法定の

育児休業及び企業が法定を上回る期間設けた育児休業に準ずる措置）期間について、健康保険及び厚

生年金保険の保険料が免除になる仕組みがありますが、そのことをご存知でしたか。当てはまる番号

１つに○をつけてください。
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（３） 育児休業取得後の職場復帰 

① 育児休業取得後の職場復帰状況 

育児休業を取得した（取得中である）と回答した人に、育児休業取得後、職場復帰についてきいたと

ころ、「育児休業取得後、職場に復帰した」が母親で 72.5％、父親で 86.8％と最も多くなっている。 

また「現在も育児休業中である」は母親で 22.6％、父親で 7.4％となっており、父親については回答

者がみられるようになった。 

 

 

72.5

71.1

73.9

86.8

68.4

93.3

22.6

23.6

17.9

7.4

3.7

4.2

6.9

1.2

1.1

1.3

5.8

31.6

6.7

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

母親

N=407

前回(H30)

N=360

前々回(H25)

N=379

父親

N=121

前回(H30)

N=19

前々回(H25)

N=15

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

 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。
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② 職場復帰のタイミング 

育児休業取得後、職場に復帰した人に、職場復帰の時期が年度初めの保育所入所に合わせたタイミン

グだったかきいたところ、母親は「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」が 33.6％、「それ以

外だった」が 65.4％となっている。 

一方、父親は「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」が 1.0％、「それ以外だった」が 93.3％

となっている。 

 

 

33.6

32.0

27.5

1.0

65.4

65.6

70.0

93.3

100.0

100.0

1.0

2.3

2.5

5.7

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

母親

N=295

前回(H30)

N=256

前々回(H25)

N=379

父親

N=105

前回(H30)

N=13

前々回(H25)

N=15

年度初めの入所に合わせたタイミングだった

それ以外だった

無回答・無効

 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミングでしたか。あるいは

それ以外でしたか。どちらか１つに○をつけてください。
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③ 育児休業取得後の職場復帰時期 

育児休業取得後、職場に復帰した人に、子どもが何歳何ヶ月のときに職場に復帰したかきいたところ、

母親の実際の復帰時期は「１歳～１歳６ヶ月未満」が 73.2％と最も多く、次いで「６ヶ月～１歳未満」

が 14.9％となっており、希望の復帰時期は、「１歳～１歳６ヶ月未満」が 51.9％と最も多く、次いで「１

歳６ヶ月～２歳未満」が 15.3％となっている。 

一方、父親の実際の復帰時期は「１ヶ月～３ヶ月未満」が 38.5％と最も多く、次いで「３ヶ月～６ヶ

月未満」が 13.3％となっており、希望の復帰時期は「１歳～１歳６ヶ月未満」が 29.5％と最も多く、次

いで「１ヶ月～３ヶ月未満」が 28.6 となっている。 

 

【母親】 

 

【父親】 

 

 

0.3

14.9

73.2

5.4

3.1

0.0

0.0

4.1

51.9

15.3

12.2

6.4

0% 20% 40% 60% 80%

6ヶ月未満

6ヶ月～1歳未満

1歳～1歳6ヶ月未満

1歳6ヶ月～2歳未満

2歳～3歳未満

3歳以上

実際

希望

N=295

0.0

47.6

13.3

10.5

1.9

1.0

0.0

0.0

28.6

14.3

9.5

29.5

1.9

1.0

0% 20% 40% 60% 80%

1ヶ月未満

1ヶ月～3ヶ月未満

3ヶ月～6ヶ月未満

6ヶ月～1歳未満

1歳～1歳6ヶ月未満

1歳6ヶ月～2歳未満

2歳以上

実際

希望

N=105

 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ましたか。また、お勤め先の育児

休業の制度の期間内で、希望としてはお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。(　　)

内に数字でご記入ください。
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④ 職場に３歳まで休暇を取得できる制度があった場合に何歳何ヶ月まで取得したかったか 

　勤務先に育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、子どもが何歳何ヶ月のときまで

取得したかったかきいたところ、母親は「３歳以上」が 27.8％と最も多く、次いで「１歳～１歳６ヶ月

未満」が 27.1％となっている。 

一方、父親は「１歳～１歳６ヶ月未満」が 40.0％と最も多く、次いで「６ヶ月未満」が 18.1％となっ

ている。 

 

 

0.3

2.0

27.1

18.3

18.3

27.8

18.1

5.7

40.0

6.7

5.7

10.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6ヶ月未満

6ヶ月～1歳未満

1歳～1歳6ヶ月未満

1歳6ヶ月～2歳未満

2歳～3歳未満

3歳以上

母親

N=295

父親

N=105

 お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、希望としてはお子さんが何

歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。(　　)内に数字でご記入ください。
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⑤ 希望より早く復帰した理由 

　希望より早く復帰した人にその理由についてきいたところ、母親、父親ともに「経済的な理由で早く

復帰する必要があった」が最も多く、次いで「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」となって

いる。 

 

 

25.5

0.9

35.8

28.3

17.9

0.0

3.0

54.5

21.2

9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

希望する保育所などに入所するため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

母親

N=106
父親

N=33

(MA)

 希望の時期に復帰しなかった理由についてうかがいます。 

「希望」より早く復帰した方　※当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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⑥ 希望より遅く復帰した理由 

　希望より遅く復帰した人にその理由についてきいたところ、母親は「希望する保育所に入れなかった

ため」「自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため」「配偶者や家族の希望があったため」に回答

がみられる。 

 

 
※無回答・無効は表示しない 

※父親は回答なし 

 

 

16.7

16.7

16.7

0.0

0.0

33.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

希望する保育所などに入れなかったため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

子どもをみてくれる人がいなかったため

その他
母親

N=6

(MA)

 希望の時期に復帰しなかった理由についてうかがいます。 

「希望」より遅く復帰した方　※当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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⑦ 職場復帰時の短時間勤務制度の利用 

　育児休業からの職場復帰時に短時間勤務制度を利用したかきいたところ、母親は「利用した」が

51.5％、「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」が 19.7％となっている。前回（H30）

と比較すると、「利用した」が 19.9 ポイント増加し、「利用したかったが、利用しなかった（利用できな

かった）」が 18.2 ポイント減少している。 

一方、父親は「利用する必要がなかった」が 63.8％、「利用した」が 3.8％、「利用したかったが、利

用しなかった（利用できなかった）」が 23.8％となっている。前回（H30）と比較すると、「利用した」

の回答がみられ、「利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」は 16.1 ポイント増加して

いる。 

 

 

 

 

25.4

27.0

29.3

63.8

69.2

50.0

51.5

31.6

24.6

3.8

19.7

37.9

41.8

23.8

7.7

35.7

3.4

3.5

4.3

8.6

23.1

14.3

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

母親

N=295

前回(H30)

N=256

前々回(H25)

N=280

父親

N=105

前回(H30)

N=13

前々回(H25)

N=14

利用する必要がなかった

利用した

利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）

無回答・無効

 育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。当てはまる番号１つに○をつけ

てください。
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⑧ 短時間勤務制度を利用しなかった理由 

育児休業からの職場復帰時に短時間勤務制度を利用していない理由についてきいたところ、母親は

「短時間勤務にすると給与が減額される」が 53.4％と最も多く、次いで「職場に短時間勤務制度を取り

にくい雰囲気があった」が 46.6％となっている。 

一方父親は、「仕事が忙しかった」が 76.0％と最も多く、次いで「短時間勤務にすると給与が減額さ

れる」が 48.0％となっている。 

 

 
 

46.6

39.7

53.4

6.9

1.7

1.7

3.4

3.4

3.4

3.4

40.0

76.0

48.0

0.0

12.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が減額される

短時間勤務にすると、

保育所の入所申請の優先順位が下がる

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

配偶者が専業主夫、祖父母等の親族に

みてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に短時間勤務制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

その他

母親

N=58

父親

N=25

(MA)

 短時間勤務制度を利用しなかった理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。
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（４） １歳になった時必ず利用できる事業があれば１歳まで育児休業を取得するか 

　現在育児休業中の人のうち、子どもが１歳になったときに必ず利用できる事業があれば、１歳になる

まで育児休業を取得するか、または復帰するかきいたところ、母親は「１歳になるまで育児休業を取得

したい」が 97.8％であり、「１歳になる前に復帰したい」が 1.1％となっている。前回（H30）と比較す

ると、「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 9.6 ポイント増加している。 

　父親は「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 44.4％、「１歳になる前に復帰したい」が 33.3％

となっている。 

 

【母親】 

 

 

【父親】 

 

※過去回答はなし 

 

 

97.8

88.2

88.2

1.1

5.9

7.4

1.1

5.9

4.4

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

今回

N=92

前回(H30)

N=85

前々回(H25)

N=68

1歳になるまで育児休業を取得したい

1歳になる前に復帰したい

無回答・無効

44.4 33.3 22.2

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

今回

N=9

1歳になるまで育児休業を取得したい

1歳になる前に復帰したい

無回答・無効

 宛名のお子さんが１歳になったときに必ず利用できる事業があれば、１歳になるまで育児休業を取得

しますか。または、利用できる事業があっても１歳になる前に復帰しますか。当てはまる番号１つに

○をつけてください。
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（５） 住んでいる地域にあればよいと思われる施設 

　住んでいる地域にあればよいと思う施設についてきいたところ、「認定こども園」が 48.3％と最も多

く、次いで「保育所」が 8.2％となっている。前回（H30）と比較すると、「認定こども園」が 26.6 ポイ

ント増加し、「保育所」が 11.0 ポイント減少している。 

 

 

 

■地区別　住んでいる場所にあればよいと思う施設 

 

 

 

3.6

4.9

10.6

8.2

19.2

44.1

48.3

21.7

24.7

3.0

1.7

2.9

36.9

52.4

17.7

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

今回

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

幼稚園 保育所 認定こども園 その他 無回答・無効

（単位：％）

地区 件数 幼稚園 保育所 認定こども園 その他 無回答・無効

出町 147 4.8 3.4 55.8 2.0 34.0

庄下 33 3.0 30.3 30.3 3.0 33.3

中野 18 5.6 16.7 55.6 - 22.2

五鹿屋 22 - 9.1 54.5 - 36.4

東野尻 23 4.3 - 60.9 4.3 30.4

鷹栖 30 3.3 3.3 63.3 6.7 23.3

若林 3 - - 100.0 - -

林 69 4.3 2.9 49.3 - 43.5

高波 6 - - 16.7 - 83.3

油田 78 2.6 11.5 41.0 3.8 41.0

南般若 19 - 26.3 42.1 - 31.6

柳瀬 19 5.3 15.8 21.1 5.3 52.6

太田 11 - 9.1 54.5 - 36.4

般若 18 5.6 - 38.9 16.7 38.9

東般若 16 - - 68.8 6.3 25.0

栴檀野 7 14.3 - 57.1 - 28.6

栴檀山 0 - - - - -

東山見 7 - - 14.3 14.3 71.4

青島 13 - 15.4 38.5 7.7 38.5

雄神 5 - - 80.0 - 20.0

種田 8 - 12.5 37.5 - 50.0

 お住まいの地域にあればよいと思われる施設について、当てはまる番号１つに○を付けてください。
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２－１０ 生活の状況について 

（１） 経済状況 

　現在の暮らしの経済状況についてきいたところ、未就学児では、「大変ゆとりがある」が 1.1％、「や

やゆとりがある」が 9.8％、「普通」が 51.7％、「やや苦しい」が 26.1％、「大変苦しい」が 10.5％とな

っている。 

小学生では、「大変ゆとりがある」が 1.4％、「ややゆとりがある」が 8.5％、「普通」が 52.6％、「や

や苦しい」が 27.0％、「大変苦しい」が 10.2％となっている。 

 

 

1.1

1.4

9.8

8.5

51.7

52.6

26.1

27.0

10.5

10.2

0.9

0.3

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

未就学児

N=563

小学生

N=352

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通

やや苦しい 大変苦しい 無回答・無効

 現在の暮らしの経済状況をどのように感じていますか。当てはまる番号１つに○を付けてください。
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（２） 去年１年間の世帯全体の収入 

去年（令和５年）１年間の世帯全体の収入についてきいたところ、未就学児では、「600～700 万円未

満」が 16.9％と最も多く、次いで「500～600 万円未満」が 14.7％となっている。 

小学生では、「800～900 万円未満」が 19.6％と最も多く、次いで「600～700 万円未満」が 17.0％とな

っている。 

 

 

 

0.2

0.0

0.0

0.5

1.8

2.1

1.4

8.0

13.9

14.7

16.9

10.7

6.0

12.4

8.3

0.0

0.0

0.3

0.3

0.9

1.7

3.7

3.7

10.2

13.1

17.0

11.4

6.8

19.6

7.7

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0 円

50万円未満

50～100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800～900万円未満

900万円以上

わからない

未就学児

N=563

小学生

N=352

 去年（令和５年）１年間の世帯全体の収入は、税込みではどれに近いでしょうか。当てはまる番号１

つに○を付けてください。 

※「世帯全体の収入」とは、あなたご自身の収入、夫や妻など配偶者の収入、その他の家族の収入、

年金や児童手当など社会保障給付費の合計をいいます。
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（３） 子どもが使うことができるもの 

子どもが使うことができるものについてきいたところ、「ある」と回答した人の割合は、未就学児で、

「子ども部屋（きょうだいと一緒に使っている場合も含む）」が 54.7％、「インターネットにつながるパ

ソコン（きょうだいや家族と一緒に使っている場合も含む）」が 46.9％、「自分専用の勉強机」が 9.8％、

「自分専用の携帯電話」が 1.6％、「自分専用の自転車」が 28.4％となっている。 

小学生では、「子ども部屋（きょうだいと一緒に使っている場合も含む）」が 73.0％、「インターネッ

トにつながるパソコン（きょうだいや家族と一緒に使っている場合も含む）」が 73.3％、「自分専用の勉

強机」が 62.2％、「自分専用の携帯電話」が 17.3％、「自分専用の自転車」が 90.1％となっている。 

 

【未就学児】 

 

 

【小学生】 

 

 

（単位：％）
未就学児

(N=563)

０歳

(N=95)

１歳

(N=121)

２歳

(N=102)

３歳

(N=77)

４歳

(N=95)

５歳

(N=63)

①子ども部屋

（きょうだいと一緒に使っている場合も含む）
54.7 49.5 50.4 56.9 57.1 55.8 61.9

②インターネットにつながるパソコン

（きょうだいや家族と一緒に使っている場合も含む）
46.9 36.8 42.1 45.1 50.6 54.7 54.0

③自分専用の勉強机 9.8 5.3 9.1 7.8 10.4 10.5 17.5

④自分専用の携帯電話 1.6 0.0 0.8 1.0 2.6 3.2 3.2

⑤自分専用の自転車 28.4 2.1 10.7 13.7 37.7 49.5 77.8

（単位：％）
小学生

(N=352)

1年生

(N=63)

2年生

(N=50)

3年生

(N=63)

4年生

(N=48)

5年生

(N=67)

6年生

(N=56)

①子ども部屋

（きょうだいと一緒に使っている場合も含む）
73.0 71.4 64.0 63.5 77.1 79.1 83.9

②インターネットにつながるパソコン

（きょうだいや家族と一緒に使っている場合も含む）
73.3 61.9 64.0 76.2 75.0 76.1 87.5

③自分専用の勉強机 62.2 36.5 54.0 54.0 64.6 79.1 85.7

④自分専用の携帯電話 17.3 4.8 6.0 15.9 25.0 28.4 25.0

⑤自分専用の自転車 90.1 81.0 92.0 93.7 91.7 91.0 92.9

 宛名のお子さんには、自分が使うことができる、次のものがありますか。①～⑤のそれぞれについて、

「ある」「ない」の番号いずれか１つに○をつけてください。
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（４） 子育てに対する意識と経験 

子育てに対する意識と経験についてきいたところ、「あてはまる」と回答した人の割合は、未就学児、

小学生ともに「家族としての絆が芽生えた」「この子が生まれてきてくれてよかったと思える」「子ども

の成長が楽しい」「子育てを通して自分が成長できたと思う」の肯定的意見において、80％以上みられて

いる。 

一方、「いらいらして子どもにあたってしまった」は未就学児で 67.5％、小学生で 81.3％が、「感情的

な言葉で怒鳴ったことがある」は小学生で 79.5％が「あてはまる」と回答している。 

 

 

 

67.5

27.0

28.4

1.6

28.4

28.2

30.2

18.5

1.2

91.5

98.6

98.9

89.0

81.3

36.9

32.4

79.5

13.4

26.1

23.3

16.5

3.4

89.2

98.6

97.2

89.8

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

いらいらして子どもにあたってしまった

しつけのいきすぎがあった

つい感情的に子どもを叩いたことがある

感情的な言葉で怒鳴ったことがある

この子がいなかったらと思ったことがある

子育てから解放されたい

子どもを育てるために我慢ばかりしている

子育ては孤独だと感じる

子育てにはあまり関心がない

家族としての絆が芽生えた

この子が生まれてきてくれてよかったと思える

子どもの成長が楽しい

子育てを通して自分が成長できたと思う

未就学児

N=563

小学生

N=352

(MA)

 これまでの子育ての中で次のようなことがあったり、思ったりしたことはありますか。①～⑬のそれ

ぞれについて、「あてはまる」「あてはまらない」の番号いずれか１つに○をつけてください。
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２－１１ ヤングケアラーについて【新規設問】 

（１） 「ヤングケアラー」の認知状況 

　「ヤングケアラー」という言葉の認知状況についてきいたところ、未就学児では、「聞いたことがあり、

内容も知っている」が 64.5％、「聞いたことはあるが、よく知らない」が 18.5％、「聞いたことはない」

が 14.4％となっている。 

小学生では、「聞いたことがあり、内容も知っている」が 73.6％、「聞いたことはあるが、よく知らな

い」が 14.5％、「聞いたことはない」が 8.2％となっている。 

 

 

 

 

64.5

73.6

18.5

14.5

14.4

8.2

2.7

3.7

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

未就学児

N=563

小学生

N=352

聞いたことがあり、内容も知っている 聞いたことはあるが、よく知らない

聞いたことはない 無回答・無効

 あなたは「ヤングケアラー」という言葉を知っていますか。当てはまる番号１つに○を付けてくださ

い。
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（２） ヤングケアラーと思われるお子さんが身近にいるか 

　家族や親族、または友人・知人のお子さんにヤングケアラーと思われるお子さんがいるかきいたとこ

ろ、未就学児では、「家族・親族にいる」が 1.8％、「友人・知人のお子さんにいる」が 1.4％、「いない・

わからない」が 94.1％となっている。 

小学生では、「家族・親族にいる」が 1.7％、「友人・知人のお子さんにいる」が 5.7％、「いない・わ

からない」が 88.6％となっている。 

 

 

1.8

1.7

1.4

5.7

94.1

88.6

2.7

4.0

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

未就学児

N=563

小学生

N=352

家族・親族にいる 友人・知人のお子さんにいる

いない・わからない 無回答・無効

 家族や親族、または友人・知人のお子さんにヤングケアラーと思われるお子さんはいますか。当ては

まる番号１つに○を付けてください。
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（３） ヤングケアラーが相談しやすい環境作りとして必要なこと 

ヤングケアラーが相談しやすい環境づくりとして必要なことについてきいたところ、未就学児では、

「電話やメール、SNS での相談が可能であること」が 59.7％と最も多く、次いで「24 時間いつでも相談

できること」が 57.2％となっている。 

小学生では、「学校に相談窓口があること」が 60.2％と最も多く、次いで「24 時間いつでも相談でき

ること」が 58.5％となっている。 

 

 

 

 

 

44.8

54.0

59.7

57.2

8.5

9.9

48.6

60.2

51.7

58.5

8.5

6.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ヤングケアラー専用の相談窓口があること

学校に相談窓口があること

電話やメール、SNSでの相談が可能であること

24時間いつでも相談できること

その他

特にない

未就学児

N=563

小学生

N=352

(MA)

 ヤングケアラーに関して、相談しやすい環境づくりとして必要なことはどんなことだと思いますか。

当てはまる番号すべてに○を付けてください。
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２－１２ 砺波市の子育て環境や支援全般について 

（１） 子育て環境や支援に対する満足度 

砺波市の子育ての環境や支援に対する満足度について５段階できいたところ、未就学児、小学生とも

に「３．どちらでもない」とする人が最も多い。 

満足度を点数化した際の平均値は、未就学児が 3.00、小学生が 2.94 となっており、未就学児は前回

（H30）に比べ 0.04 ポイント増、小学生は 0.08 ポイント減となっている。 

 

※「5」で最も満足度が高く、「1」で最も満足度が低い 

 

■学年・年齢別の子育て環境や支援に対する満足度 

　学年・年齢別の子育て環境や支援に対する満足度は次の通り。 

 

 

7.8

6.7

10.2

5.4

4.6

5.2

19.9

21.9

21.8

22.2

16.6

22.6

40.5

43.3

34.4

47.2

49.9

50.6

25.9

22.5

19.0

19.0

19.3

17.9

4.6

4.6

3.7

4.0

4.2

2.6

1.2

1.0
10.8

2.3
5.4

1.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学児

N=563

前回(H30)

N=630

前々回(H25)

N=793

小学生

N=352

前回(H30)

N=409

前々回(H25)

N=575

1.低い 2.やや低い 3.どちらでもない 4.やや高い 5.高い 無回答・無効

【平均値】

3.02

2.82

2.96

2.90

【平均値】

3.00

3.02

2.94

2.82

2.96

2.90

（単位：％）

件数 1 2 3 4 5
無回答
・無効

平均値

0歳 95 3.2 14.7 37.9 37.9 6.3 - 3.29
1歳 121 9.1 20.7 40.5 23.1 5.0 1.7 2.89
2歳 102 4.9 23.5 49.0 19.6 1.0 2.0 2.82
3歳 77 7.8 20.8 32.5 29.9 7.8 1.3 3.05
4歳 95 13.7 20.0 35.8 22.1 6.3 2.1 2.81
5歳 63 9.5 19.0 44.4 25.4 1.6 - 2.90
1年生 63 7.9 33.3 38.1 15.9 3.2 1.6 2.68
2年生 50 12.0 20.0 46.0 16.0 4.0 2.0 2.74
3年生 63 1.6 17.5 47.6 22.2 7.9 3.2 3.08
4年生 48 2.1 14.6 60.4 20.8 2.1 - 3.06
5年生 67 4.5 26.9 43.3 19.4 3.0 3.0 2.81
6年生 56 3.6 17.9 53.6 17.9 3.6 3.6 2.89

小
学
生

未
就
学
児

 砺波市の子育ての環境や支援に対する満足度について、当てはまる番号１つに○を付けてください。
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■地区別子育て環境や支援に対する満足度 

　地区別の子育て環境や支援に対する満足度は次の通り。 

 

【未就学児】 

 

【小学生】 

 

 

（単位：％）

件数 1 2 3 4 5
無回答
・無効

平均値

出町 147 8.8 16.3 36.7 29.3 6.8 2.0 3.03
庄下 33 6.1 15.2 60.6 18.2 0.0 0.0 2.91
中野 18 11.1 27.8 38.9 22.2 0.0 0.0 2.72
五鹿屋 22 9.1 40.9 27.3 22.7 0.0 0.0 2.64
東野尻 23 21.7 13.0 21.7 39.1 4.3 0.0 2.91
鷹栖 30 6.7 20.0 43.3 20.0 10.0 0.0 3.07
若林 3 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 2.67
林 69 11.6 18.8 31.9 30.4 7.2 0.0 3.03
高波 6 0.0 0.0 66.7 16.7 0.0 16.7 2.67
油田 78 6.4 17.9 44.9 24.4 3.8 2.6 2.94
南般若 19 0.0 15.8 47.4 36.8 0.0 0.0 3.21
柳瀬 19 0.0 10.5 47.4 36.8 5.3 0.0 3.37
太田 11 9.1 18.2 54.5 18.2 0.0 0.0 2.82
般若 18 5.6 22.2 61.1 11.1 0.0 0.0 2.78
東般若 16 0.0 18.8 50.0 25.0 6.3 0.0 3.19
栴檀野 7 14.3 14.3 57.1 0.0 14.3 0.0 2.86
栴檀山 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
東山見 7 0.0 28.6 42.9 14.3 0.0 14.3 2.43
青島 13 7.7 53.8 38.5 0.0 0.0 0.0 2.31
雄神 5 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 2.80
種田 8 12.5 12.5 25.0 37.5 12.5 0.0 3.25

（単位：％）

件数 1 2 3 4 5
無回答
・無効

平均値

出町 71 5.6 25.4 45.1 15.5 4.2 4.2 2.75
庄下 24 4.2 25.0 58.3 12.5 - - 2.79
中野 17 5.9 5.9 47.1 35.3 5.9 - 3.29
五鹿屋 16 6.3 18.8 50.0 12.5 6.3 6.3 2.75
東野尻 9 - 11.1 33.3 55.6 - - 3.44
鷹栖 21 4.8 23.8 52.4 19.0 - - 2.86
若林 4 - - 100.0 - - - 3.00
林 45 4.4 20.0 40.0 22.2 6.7 6.7 2.87
高波 7 - 14.3 42.9 42.9 - - 3.29
油田 33 6.1 15.2 60.6 9.1 6.1 3.0 2.85
南般若 26 - 19.2 46.2 23.1 11.5 - 3.27
柳瀬 13 - 30.8 53.8 15.4 - - 2.85
太田 8 - 37.5 37.5 25.0 - - 2.88
般若 10 10.0 40.0 30.0 10.0 10.0 - 2.70
東般若 9 11.1 - 77.8 11.1 - - 2.89
栴檀野 6 - 16.7 50.0 33.3 - - 3.17
栴檀山 0 - - - - - - -
東山見 11 - 36.4 45.5 18.2 - - 2.82
青島 9 11.1 44.4 33.3 11.1 - - 2.44
雄神 3 33.3 33.3 - 33.3 - - 2.33
種田 7 28.6 28.6 28.6 14.3 - - 2.29
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（２） 砺波市に望む子育て支援 

　砺波市に対してどのような子育て支援を期待するかきいたところ、未就学児は「子どもが安心して遊

べる公園等の整備」が 69.1％と最も多く、次いで「医療費助成や児童手当などの充実」が 67.0％となっ

ている。小学生は「医療費助成や児童手当などの充実」が 70.7％と最も多く、次いで「子どもが安心し

て遊べる公園等の整備」が 55.1％となっている。 

 

※無回答・無効は表示しない 

 

 

67.0

49.7

44.9

33.2

69.1

52.4

26.8

55.2

26.5

15.6

12.8

30.0

30.9

0.9

8.9

70.7

48.0

24.7

42.0

55.1

35.8

20.5

51.7

16.2

7.4

9.9

20.5

28.1

1.7

8.5

0% 20% 40% 60% 80%

医療費助成や児童手当などの充実

子どもの医療体制の充実

保育の充実

教育体制の整備

子どもが安心して遊べる公園等の整備

子どもが楽しめるイベントなどの充実

気軽に相談できる場所や機関の整備

働きながら子育てできる労働環境の整備

子育てに関する情報提供の充実

子育て中の親同士のネットワーク化の推進

子どもの虐待防止のための対策や啓発

男女がともに子育てに参加できる環境の整備

子どもの病気や障がいなどへの

専門的な支援の充実

特にない

その他

未就学児

N=563

小学生

N=352

(MA)

 砺波市に対してどのような子育て支援を期待しますか。当てはまる番号すべてに○をつけてくださ

い。
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【未就学児】 

■地区別　砺波市に望む子育て支援 

 

■年齢別　砺波市に望む子育て支援 

 

 

（単位：％）

件

数

医

療

費

助

成

や

児

童

手

当

な

ど

の

充

実

子

ど

も

の

医

療

体

制

の

充

実

保

育

の

充

実

教

育

体

制

の

整

備

子

ど

も

が

安

心

し

て

遊

べ

る

公

園

等

の

整

備

子

ど

も

が

楽

し

め

る

イ

ベ

ン

ト

な

ど

の

充

実

気

軽

に

相

談

で

き

る

場

所

や

機

関

の

整

備

働

き

な

が

ら

子

育

て

で

き

る

労

働

環

境

の

整

備

子

育

て

に

関

す

る

情

報

提

供

の

充

実

子

育

て

中

の

親

同

士

の

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

化

の

推

進

子

ど

も

の

虐

待

防

止

の

た

め

の

対

策

や

啓

発

男

女

が

と

も

に

子

育

て

に

参

加

で

き

る

環

境

の

整

備

子

ど

も

の

病

気

や

障

が

い

な

ど

へ

の

専

門

的

な

支

援

の

充

実

特

に

な

い

そ

の

他

出町 147 66.0 47.6 44.9 32.7 69.4 57.8 31.3 54.4 28.6 15.6 14.3 32.7 31.3 - 6.8

庄下 33 75.8 48.5 27.3 15.2 69.7 51.5 21.2 39.4 30.3 12.1 15.2 15.2 39.4 - 24.2

中野 18 61.1 55.6 44.4 33.3 61.1 55.6 27.8 55.6 33.3 16.7 22.2 50.0 27.8 - 16.7

五鹿屋 22 45.5 40.9 31.8 31.8 68.2 50.0 22.7 59.1 18.2 22.7 18.2 31.8 36.4 - 13.6

東野尻 23 65.2 43.5 39.1 39.1 73.9 60.9 17.4 65.2 26.1 34.8 13.0 34.8 21.7 - 8.7

鷹栖 30 66.7 46.7 30.0 26.7 73.3 60.0 30.0 63.3 26.7 13.3 10.0 20.0 36.7 - 6.7

若林 3 66.7 66.7 - - 66.7 66.7 33.3 - 33.3 33.3 - - 33.3 - -

林 69 68.1 52.2 49.3 39.1 69.6 47.8 29.0 59.4 29.0 17.4 11.6 31.9 31.9 - 14.5

高波 6 66.7 50.0 66.7 - 33.3 - 33.3 33.3 33.3 - - 16.7 - - 16.7

油田 78 67.9 60.3 56.4 35.9 65.4 48.7 23.1 60.3 25.6 12.8 10.3 26.9 28.2 - 3.8

南般若 19 57.9 31.6 42.1 36.8 68.4 42.1 5.3 42.1 10.5 5.3 - 21.1 36.8 - 10.5

柳瀬 19 63.2 47.4 26.3 21.1 73.7 36.8 21.1 68.4 5.3 5.3 15.8 21.1 31.6 - -

太田 11 72.7 45.5 36.4 36.4 72.7 63.6 27.3 45.5 18.2 36.4 - 9.1 9.1 - -

般若 18 66.7 50.0 50.0 50.0 77.8 44.4 11.1 50.0 22.2 16.7 16.7 38.9 22.2 - 11.1

東般若 16 75.0 43.8 31.3 31.3 56.3 68.8 37.5 31.3 31.3 12.5 6.3 25.0 31.3 - -

栴檀野 7 85.7 42.9 71.4 28.6 42.9 14.3 57.1 71.4 14.3 - 28.6 57.1 14.3 - 14.3

栴檀山 - - - - - - - - - - - - - - - -

東山見 7 71.4 42.9 28.6 42.9 57.1 57.1 57.1 71.4 14.3 28.6 28.6 42.9 42.9 - 14.3

青島 13 76.9 61.5 61.5 46.2 100.0 46.2 23.1 76.9 30.8 23.1 15.4 61.5 53.8 - -

雄神 5 40.0 20.0 60.0 20.0 80.0 60.0 20.0 40.0 20.0 - - - 20.0 - -

種田 8 75.0 62.5 62.5 37.5 75.0 50.0 12.5 25.0 37.5 - 12.5 25.0 25.0 - 12.5

（単位：％）

件

数

医

療

費

助

成

や

児

童

手

当

な

ど

の

充

実

子

ど

も

の

医

療

体

制

の

充

実

保

育

の

充

実

教

育

体

制

の

整

備

子

ど

も

が

安

心

し

て

遊

べ

る

公

園

等

の

整

備

子

ど

も

が

楽

し

め

る

イ

ベ

ン

ト

な

ど

の

充

実

気

軽

に

相

談

で

き

る

場

所

や

機

関

の

整

備

働

き

な

が

ら

子

育

て

で

き

る

労

働

環

境

の

整

備

子

育

て

に

関

す

る

情

報

提

供

の

充

実

子

育

て

中

の

親

同

士

の

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

化

の

推

進

子

ど

も

の

虐

待

防

止

の

た

め

の

対

策

や

啓

発

男

女

が

と

も

に

子

育

て

に

参

加

で

き

る

環

境

の

整

備

子

ど

も

の

病

気

や

障

が

い

な

ど

へ

の

専

門

的

な

支

援

の

充

実

特

に

な

い

そ

の

他

0歳 95 70.5 48.4 50.5 28.4 70.5 61.1 29.5 60.0 31.6 14.7 7.4 28.4 25.3 - 7.4

1歳 121 68.6 49.6 46.3 30.6 67.8 48.8 22.3 57.0 31.4 19.8 14.9 41.3 31.4 - 9.9

2歳 102 74.5 58.8 49.0 38.2 72.5 54.9 29.4 56.9 31.4 17.6 15.7 36.3 39.2 - 8.8

3歳 77 59.7 50.6 45.5 31.2 63.6 48.1 29.9 48.1 16.9 15.6 15.6 28.6 32.5 - 7.8

4歳 95 57.9 42.1 37.9 32.6 65.3 44.2 22.1 50.5 17.9 10.5 11.6 15.8 24.2 - 10.5

5歳 63 66.7 42.9 36.5 41.3 71.4 55.6 25.4 55.6 22.2 9.5 4.8 22.2 27.0 - 7.9
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【小学生】 

■地区別　砺波市に望む子育て支援 

 

■年齢別　砺波市に望む子育て支援 

 

 

（単位：％）

件

数

医

療

費

助

成

や

児

童

手

当

な

ど

の
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実
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イ

ベ

ン
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気

軽
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機
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が
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出町 71 66.2 43.7 28.2 36.6 57.7 33.8 25.4 57.7 12.7 8.5 12.7 14.1 26.8 - 9.9

庄下 24 75.0 37.5 16.7 45.8 45.8 45.8 29.2 29.2 20.8 4.2 20.8 25.0 45.8 - 8.3

中野 17 52.9 41.2 11.8 52.9 52.9 29.4 11.8 47.1 17.6 17.6 5.9 5.9 35.3 - -

五鹿屋 16 75.0 43.8 12.5 31.3 43.8 25.0 18.8 50.0 12.5 - 6.3 18.8 6.3 - 12.5

東野尻 9 88.9 55.6 11.1 44.4 66.7 33.3 11.1 55.6 - - - 55.6 55.6 - -

鷹栖 21 76.2 42.9 19.0 42.9 57.1 52.4 28.6 47.6 19.0 9.5 4.8 23.8 38.1 - 4.8

若林 4 100.0 75.0 25.0 25.0 100.0 75.0 50.0 75.0 50.0 - - - 25.0 - -

林 45 71.1 42.2 33.3 37.8 55.6 28.9 15.6 60.0 15.6 6.7 13.3 37.8 28.9 - 8.9

高波 7 57.1 42.9 28.6 42.9 42.9 14.3 14.3 42.9 - 14.3 - - 14.3 - 14.3

油田 33 84.8 72.7 30.3 48.5 57.6 45.5 21.2 48.5 36.4 6.1 9.1 21.2 24.2 - 12.1

南般若 26 76.9 61.5 15.4 30.8 46.2 42.3 23.1 50.0 11.5 7.7 11.5 15.4 19.2 - -

柳瀬 13 61.5 46.2 38.5 53.8 53.8 38.5 23.1 30.8 15.4 30.8 15.4 15.4 30.8 - 23.1

太田 8 75.0 37.5 25.0 25.0 50.0 25.0 25.0 62.5 12.5 - 12.5 25.0 12.5 - -

般若 10 60.0 30.0 20.0 30.0 60.0 30.0 - 50.0 10.0 10.0 - 10.0 10.0 - 20.0

東般若 9 55.6 33.3 22.2 44.4 66.7 55.6 11.1 33.3 22.2 - 11.1 - 33.3 - 22.2

栴檀野 6 50.0 33.3 - 100.0 50.0 50.0 50.0 33.3 50.0 - 16.7 33.3 33.3 - -

栴檀山 - - - - - - - - - - - - - - - -

東山見 11 63.6 45.5 9.1 36.4 45.5 18.2 9.1 63.6 - 9.1 - 18.2 27.3 - -

青島 9 77.8 55.6 44.4 55.6 77.8 33.3 22.2 77.8 11.1 - - 33.3 44.4 - 11.1

雄神 3 100.0 100.0 33.3 66.7 33.3 - - 100.0 - - 33.3 33.3 66.7 - -

種田 7 57.1 57.1 28.6 57.1 42.9 14.3 - 28.6 - - - 14.3 - - 14.3

（単位：％）
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1年生 63 66.7 42.9 27.0 30.2 60.3 47.6 28.6 58.7 15.9 6.3 9.5 25.4 38.1 - 15.9

2年生 50 68.0 46.0 18.0 40.0 50.0 38.0 20.0 48.0 14.0 6.0 6.0 22.0 16.0 - 6.0

3年生 63 74.6 44.4 33.3 42.9 55.6 34.9 11.1 50.8 17.5 7.9 12.7 17.5 25.4 - 7.9

4年生 48 77.1 52.1 20.8 33.3 56.3 33.3 27.1 58.3 18.8 6.3 12.5 27.1 31.3 - 8.3

5年生 67 65.7 49.3 25.4 52.2 52.2 26.9 9.0 41.8 17.9 10.4 9.0 16.4 28.4 - 6.0

6年生 56 73.2 51.8 17.9 48.2 51.8 35.7 32.1 50.0 14.3 7.1 10.7 16.1 28.6 - 7.1
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（３） 利用したい支援・サービス 

　利用したい支援やサービスについてきいたところ、未就学児は「学校や家庭以外で子どもが安心して

通える居場所」が 67.3％と最も多く、次いで「学校や家庭以外で子どもが無償で勉強を学べる支援」が

62.0％となっている。 

小学生は「学校や家庭以外で子どもが無償で勉強を学べる支援」が 70.2％と最も多く、次いで「学校

や家庭以外で子どもが安心して通える居場所」が 63.4％となっている。 

 

※無回答・無効は表示しない 

 

 

 

62.0

67.3

18.7

52.6

24.0

50.1

25.2

49.2

2.7

70.2

63.4

17.3

56.0

15.6

32.4

16.5

26.1

2.0

0% 20% 40% 60% 80%

学校や家庭以外で子どもが無償で勉強を学べる支援

学校や家庭以外で子どもが安心して通える居場所

保護者が同伴しなくても、子どもが地域の人と食事が

できる場所

保護者が送迎しなくても、子どもの移動や交通手段を

支えてくれるサービス

自分が仕事や職業に活かせる資格を取るための支援

急な仕事や残業時に子どもの世話をしてくれる支援

夜間や土日でも気軽に相談できるサービス

自分がリフレッシュする時間をもてるよう、

子育てを支援してくれるサービス

その他

未就学児

N=563

小学生

N=352

(MA)

 あなたは、次のような支援やサービスがあれば利用したいと思いますか。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。
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III 調査結果【小学生】 

１． 回答者の属性 

（１） 学年 

　回答者の割合は、「小学１年生」が 16.0％、「小学２年生」が 15.6％、「小学３年生」が 18.1％、「小

学４年生」が 15.2％、「小学５年生」が 17.0％、「小学６年生」が 17.7％である。 

 
【小学生】図表 1　学年 

 

（２） 性別 

「男性」が 46.5％、「女性」が 52.5％、「その他・こたえたくない」が 0.7％である。 

 
【小学生】図表 2　性別 

 

 

小学１年生

16.0%

小学２年生

15.6%

小学３年生

18.1%
小学４年生

15.2%

小学５年生

17.0%

小学６年生

17.7%

無回答

0.4%

(N=282)

男性

46.5%
女性

52.5%

その他・こたえたくない

0.7%

無回答

0.4%

(N=282)
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２． 調査結果の概要 

（１） 放課後の過ごし方 

　学校がおわったあとの過ごし方についてきいたところ、「家できょうだいや家族と遊んでいる」が最

も多く 46.2％、次いで「家でひとりでゲームなどをしている」が 45.1％である。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

（２） 家の近くにあってほしい場所 

　家の近くにあったらよいと思うところ（場所）についてきいたところ、「ジャングルジムやブランコな

どの遊具があるところ」が最も多く 62.1％、次いで「ボール遊びができるところ」が 53.1％である。 

 
※無回答・無効は表示しない 

 

40.4%

25.6%

46.2%

45.1%

23.8%

8.7%

外（家以外）で遊んでいる

スポーツ少年団などの活動をしている

家できょうだいや家族と遊んでいる

家でひとりでゲームなどをしている

その他

習い事や塾で遊ぶ時間がない

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

(n=281)

62.1%

53.1%

40.4%

32.1%

15.9%

9.7%

8.7%

シャングルジムやブランコなどの遊具があるところ

ボールあそびができるところ

いろいろな本を読んだり、勉強ができるところ

遊ぶ道具があり、遊び方や勉強を

おしえてくれる先生のいるところ

自分の悩みなどを聞いて相談にのってくれるところ

その他

特に無い

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

(n=281)

 学校がおわったあと、何をしてすごしますか。あてはまるものぜんぶに○をつけてください。

 家の近くにあったらよいと思うところ（ばしょ）はありますか。あてはまるものぜんぶに○をつけて

ください。
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IV 　調査結果のまとめ 

（１） 子どもの育ちをめぐる環境について 

未就学児保護者、小学生保護者ともに子育て（教育）に日常的に関わっている人・施設については「父

母ともに」の回答が最も多く、また子育て（教育）にもっとも影響すると思われる環境は「家庭」が最

も多く挙げられています。 

また、未就学児保護者、小学生保護者ともに「日常的にもしくは緊急時に祖父母等の親族に子どもを

みてもらえる」と回答した方の割合が高くなっており、そのうちおよそ４割が「負担を心配することな

く安心して子どもをみてもらえる」としています。 

そして、「気軽に相談できる相手がいる」と回答した方は未就学児保護者、小学生保護者ともにおよそ

８割となっており、その相談相手として「祖父母等の親族」や「友人・知人」が多く挙げられています。 

 

（２） 保護者の就労状況について 

保護者の就労状況（産休・育休・介護休暇中も含む）についてみると、母親は未就学児保護者で 87.5％、

小学生保護者で 91.5％が就労し、父親は未就学児で 95.4％、小学生で 91.2％が就労しており、共働き

の家庭が多くなっています。 

母親の就労日数は「週５日」、１日の就労時間は「８時間」、家を出る時刻は「８時」、帰宅時間は「18

時」が最も多くなっています。また現在就労していない未就学児の母親の72.0％、小学生の母親の43.4％

が今後就労することを希望しています。 

 

（３） 平日の定期的な教育・保育事業の利用について 

幼稚園や保育所などの定期的な教育・保育事業の利用状況についてみると、「利用している」が 76.6％

となっており、過年度に比べ増加傾向にあります。年齢別にみると、０歳で 14.7％、１歳で 71.9％、２

歳が 85.3％と年齢とともに増加し、３歳以上になると全ての方が「利用している」と回答しています。

定期的に利用している事業は、認定こども園が 83.5％、保育所が 12.8％、幼稚園が 2.6％となっており、

過年度と比較すると、認定こども園の利用者数が大きく増加しました。 

希望する教育・保育事業についてみると、「認定こども園」が 82.8％、「保育所」が 28.6％、「幼稚園」

が 11.9％となっており、前回（H30）と比較すると、「認定こども園」が 36.1 ポイント増加しました。 

また、現在、利用している教育・保育の実施場所の 94.0％が「砺波市内」であり、利用希望場所も「砺

波市内」が 94.5％となっています。 

 

（４） 地域子育て支援事業の利用について 

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）の利用状況は 13.3％となっており、今後の利用希望

をみると、「利用していないが、今後利用したい」が 27.5％、「すでに利用しているが、今後利用日数を

増やしたい」が 6.2％で、今後さらなる利用を希望する人がおよそ３割みられます。一方で、地域子育

て支援拠点事業を利用していない人が 83.5％となっています。 

子育て関連事業についてみると、「教育相談センター・教育相談室（ひよどり教室、にこにこ相談）」、

「親子ふれあい塾」の認知度はおよそ２割、利用状況は１割未満にとどまっていますが、利用希望はお

よそ４割あります。 
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また、今回新たに加わった「子育て支援アプリ（となみっ子なび）」について、認知度は 66.1％、利

用状況は 38.5％、利用希望は 54.5％となっています。 

 

（５） 土曜・日曜祝日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業について 

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をみると、土曜日は「ほぼ毎週利用し

たい」が 4.6％、「月に１～２回は利用したい」が 27.0％、日曜日・祝日は「ほぼ毎週利用したい」が

0.9％、「月に１～２回は利用したい」が 13.7％となっています。 

また幼稚園を利用している方に長期休暇中の定期的な教育・保育の事業の利用希望をみると、「休み

の期間中、ほぼ毎日利用したい」が 63.6％（前回 38.2％）、「休みの期間中、週に数日利用したい」が

27.3％（前回 36.8％）であり、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が前回（H30）に比べて大きく増

加しています。 

 

（６） 子どもが病気の際の対応について 

この一年間に、病気やケガで通常の事業が利用できなかったり（未就学児対象）、学校を休んだりした

ことはあるか（小学生対象）についてみると、未就学児保護者で 78.9％、小学生保護者で 82.7％が「あ

った」と回答しています。その際の対応として、「母親が休んだ」が未就学児保護者で 88.8％、小学生

保護者で 79.4％、「父親が休んだ」が未就学児保護者で 52.6％、小学生保護者で 28.9％となっています。 

母親もしくは父親が休んで看た方の病児・病後児保育の利用希望をみると、未就学児保護者で 47.4％、

小学生保護者で 22.6％となっています。また、希望する事業形態は「小児科に併設した施設で子どもを

保育する事業」が未就学児保護者、小学生保護者ともに最も多くなっています。一方、病児・病後児保

育施設等を利用したいと思わない理由としては未就学児保護者、小学生保護者ともに「親が仕事を休ん

で対応する」が最も多く、次いで「病児・病後児を他人にみてもらうのは不安」となっています。 

 

（７） 不定期の教育・保育事業の利用について 

不定期に利用している教育・保育事業をみると、「利用していない」が 91.7％となっていますが、「一

時預かり」が 4.8％、「幼稚園の預かり保育」が 1.2％みられます。利用していない方のその理由として

は「特に利用する必要がない」が 72.3％と最も多いですが、次いで「事業の利用方法（手続き等）がわ

からない」、「自分が事業の対象者になるのかどうかわからない」となっています。 

一方、不定期に教育・保育を利用したいと希望する人は 27.5％となっており、その理由として「私用

（買い物、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」、「冠婚葬祭、学校行事、子ど

も(兄弟姉妹を含む)や親の通院など」が挙げられています。なお、希望する事業形態は「大規模施設で

子どもを保育する事業」が 74.2％、「小規模施設で子どもを保育する事業」が 58.1％となっています。 

また子どもを泊りがけで家族以外にみてもらう必要が「あった」と回答した方は未就学児保護者で

9.8％、小学生保護者で 9.4％となっています。その際の対処方法として未就学児保護者、小学生保護者

ともに「親族・友人にみてもらった」が最も多くなっており、「短期入所生活援助事業を利用した」や「短

期入所生活援助事業以外の保育事業」の利用者はみられませんでした。なお、「親族・友人にみてもらっ

た」際に「困難だった（非常に困難・どちらかというと困難）」と回答した方は未就学児で 51.0％、小

学生保護者で 30.3％となっています。 
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（８） 小学校の放課後の過ごし方について 

　小学校低学年時の放課後の過ごし方については、未就学児保護者（５歳以上）では「放課後児童クラ

ブ」、小学生保護者では「自宅」が最も多くなっています。また小学校高学年時の放課後の過ごし方につ

いては、未就学児保護者、小学生保護者ともに「自宅」が最も多くなっています。 

放課後児童クラブを利用したい（利用している）と回答した方の土曜日の利用希望は、「利用したい

（低学年の間は利用したい、高学年になっても利用したい）」が未就学児保護者で 22.4％、小学生保護

者で 28.1％となっており、日曜日・祝日の利用希望は、「利用したい（低学年の間は利用したい、高学

年になっても利用したい）」が未就学児保護者で 15.5％、小学生保護者で 12.1％となっています。一方、

長期休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望については、「利用したい（低学年の間は利用したい、高

学年になっても利用したい）」が未就学児保護者で 55.5％、小学生保護者で 44.0％となっています。 

　また小学生保護者を対象とした調査として放課後児童クラブの開所時間についてたずねたところ、

「今の実施時間（放課後から 18 時まで）で問題ない」が 65.9％、「多少費用が上がっても良いので延長

してほしい」が 17.6％、「延長してほしいが、費用が上がるなら今のままで良い」が 10.5％となってい

ます。およそ３割が開所時間の延長を希望しています。 

 

（９） 職場の両立支援制度について 

子どもが生まれたときの保護者の育児休業取得状況をみると、母親は「取得した（取得中である）」が

72.3％と、前回（H30、57.1％）に比べて 15.2 ポイント増加してます。父親についても、「取得した（取

得中である）」の割合が 21.5％と、前回（H30、3.0％）に比べ 18.5 ポイント増加しました。一方で父親

が育児休業を取得しなかった理由をみると、「仕事が忙しかった」が 47.1％、「職場に育児休業を取りに

くい雰囲気があった」が 43.5％となっています。 

また育児休業取得後の職場復帰時期について、母親は実際の復帰時期と希望する復帰時期ともに「１

歳～１歳６ヶ月未満」が最も多くなっている一方、父親は実際の復帰時期が「１ヶ月～３ヶ月未満」、希

望の復帰時期が「１歳～１歳６ヶ月未満」が最も多くなっています。父親が希望より早く復帰した理由

として「経済的な理由で早く復帰する必要があった」が最も多くなっています。 

 

（１０） 生活の状況について 

現在の暮らしの経済状況についてきいたところ、未就学児保護者、小学生保護者ともに「普通」がお

よそ５割と最も多く、次いで「やや苦しい」となっています。 

また子育てに対する意識と経験についてみると、「家族としての絆が芽生えた」「この子が生まれてき

てくれてよかったと思える」「子どもの成長が楽しい」「子育てを通して自分が成長できたと思う」の肯

定的意見に「あてはまる」と回答した方が多くみられますが、一方で「いらいらして子どもにあたって

しまった」「感情的な言葉で怒鳴ったことがある」の否定的意見に「あてはまる」と回答した方も多くみ

られます。 

 

（１１） ヤングケアラーについて 

ヤングケアラーに関する設問を新たに追加しました。ヤングケアラーという言葉の認知状況をみると、

未就学児保護者は 64.5％、小学生保護者は 73.6％が認知しており、ヤングケアラーという言葉が広ま

っているといえます。 
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ヤングケアラーが相談しやすい環境づくりとして必要なことについては、未就学児保護者は「電話や

メール、SNS での相談が可能であること」「24 時間いつでも相談できること」、小学生保護者は「学校に

相談窓口があること」「24 時間いつでも相談できること」が多くなっています。 

 

（１２） 砺波市の子ども・子育て支援について 

砺波市の子育て環境や支援に対する満足度（５点満点）をみると、未就学児保護者が 3.00 点（前回

（H30）2.96 点）、小学生保護者が 2.94 点（前回（H30）3.02 点）となっています。 

　市に望む子育て支援については、未就学児保護者、小学生保護者ともに「子どもが安心して遊べる公

園等の整備」と「医療費助成や児童手当などの充実」が上位２つとなっています。 

　また利用したい支援やサービスについても、未就学児保護者、小学生保護者ともに「学校や家庭以外

で子どもが無償で勉強を学べる支援」と「学校や家庭以外で子どもが安心して通える居場所」上位２つ

となっています。 

 

（１３） 小学生の放課後の過ごし方・家の近くにあってほしい場所について 

小学生を対象とした設問を新たに追加しました。放課後の過ごし方については「外（家以外）で遊ん

でいる」よりも「家できょうだいや家族と遊んでいる」「家でひとりでゲームなどをしている」の回答が

多く、家で過ごす子どもが多くなっています。 

しかし、家の近くにあってほしい場所として「ジャングルジムやブランコなどの遊具があるところ」

「ボールあそびができるところ」の回答が多くありました。 


