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 １ 

 

ニーズ調査の概要 

 
 

（１）調査の目的 

この調査は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定に基づく子ども・子

育て支援事業計画（計画期間は２０２５～２０２９年度）策定のための基礎資料として、アン

ケートによる住民ニーズを把握するために行ったものです。 

 

（２）調査の対象 

このニーズ調査の種類と対象者は、次の通りです。 

 

①調査の種類と対象者 

調査の種類 対象者 調査対象者 

未就学児保護者 令和５年 11月 24日現在、住民基本台帳に記

載されている全未就学児世帯及び未就学児が

いない全小学生世帯 

882 人 

小学生保護者 787 人 

 

②調査実施概要 

調査の種類 調査方法 配布回収 調査期間 

未就学児保護者 
アンケート調査 郵送 

令和 5年 12月 22 日  

～令和 6 年１月 12 日 小学生保護者 

 

③調査内容 

調査の種類 調査内容 設問項目数 

未就学児保護者 未就学児の子育てに関する保護者ニーズ調査 40 問 

小学生保護者 小学生の子育てに関する保護者ニーズ調査 26 問 

 

④回収結果 

調査の種類 調査票配布数 有効回収数 有効回収率 

未就学児保護者 882 355 40.2％ 

小学生保護者 787 327 41.6％ 

計 1,669 682 40.9％ 

 
 



 ２ 

 

Ⅰ 未就学児保護者調査結果 

 
 

調査の概要 

 

１ 調査地域：瑞穂町全域 

２ 調査対象：瑞穂町内在住の未就学児を持つ保護者 

３ 対象者数：882 人 

４ 抽出方法：全世帯 

５ 調査方法：郵送によるアンケート調査 

６ 調査日程：令和５年 1２月 22日から令和６年１月 12 日まで（約 3週間） 

７ 調査内容：未就学児の子育てに関する保護者ニーズ調査、設問項目 40 問 

８ 回収結果：配布票数 882 票、回収票 355票、回収率 40.2％ 

９ 集計結果：今回の調査結果は、小数点第 2 位を四捨五入し、構成比率（パーセント） 

       で小数点第 1 位までを表示しています。 

アンケートの選択肢の語句が長い場合、本文中や表・グラフでは省略した

表現を用いることがあります。 

各設問の「Ｎ」は回答者数を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３ 

91.5 7.6

0.3

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

母親 父親 その他 無回答

8.5

18.0

14.4

17.2

11.5

14.4

13.2

2.8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

31.5

39.7

22.3

3.1

1.4

0.3

0.3

1.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１人

２人

３人

４人

５人

７人

８人

無回答

1．子どもと家族の状況について 

 

問１ 子どもの状況  

（１）年齢 

子どもの年齢は、１歳児が 18.0％と最も高く、次いで３歳児が 17.2％となって

います。 
         

年齢 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

（2）子どもの人数 

子どもの人数は、2人が39.7％と最も高く、次いで１人が31.5％となっています。  
           

子どもの人数 Ｎ＝355 

 

       

                  

 

 

 

 

 

 

問 2 調査票の回答者 

回答者の内訳は、「母親」が 91.5％、「父親」が 7.6%となっており、「母親」が９割を

超えています。 

調査票の回答者 Ｎ＝355 

 

 

 

 



 ４ 

89.6 9.3 1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

59.7 38.9

0.3 0.3

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

23.4

20.6

18.0

18.9

12.7

5.4

1.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

第一小学校区

第二小学校区

第三小学校区

第四小学校区

第五小学校区

わからない

無回答

問 3 回答者の配偶者の有無 

回答者の配偶者の有無は、「配偶者がいる」が 89.6％に対して「配偶者はいない」は

9.3％となっています。 
 

回答者の配偶者の有無 Ｎ＝355 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

問 4 家庭での子育てを主に行っている方 

家庭内で子育てを主に行っているのは、「父母ともに」が 59.7％と最も高く、次いで「主

に母親」が 38.9％、「主に父親」と「主に祖父母」がともに 0.3％となっています。 
 

家庭での子育てを主に行っている方 Ｎ＝355 
 

 

 

 

     

 

 

     

問５ 住まいの学校区 

住まいの学校区は、「第一小学校区」が 23.4％と最も高く、次いで「第二小学校区」が

20.6％、「第四小学校区」が 18.9％となっています。 
 

    住まいの小学校区 Ｎ＝355 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５ 

6.2 30.7 24.5 11.8

2.0

24.2 0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年未満 1年～5年 6年～10年 11年～15年 16年～20年 21年以上 無回答

問 6 回答者の瑞穂町での通算居住年数 

通算居住年数は、「1 年～5 年」が 30.7％と最も高く、次いで「６年～10年」が 24.5％、

「21 年以上」が 24.2％となっています。 

 

回答者の瑞穂町での通算居住年数 Ｎ＝355 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ６ 

30.1

11.0

32.4

3.1

20.3

2.3

0.8

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

フルタイムで就労中である

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中である

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

82.8

1.1

1.7

0.0

0.0

0.0

14.4

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

フルタイムで就労中である

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中である

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

2．保護者の就労状況について 

 

問 7 保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む） 

（1）保護者の就労状況 

母親の就労状況は、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労中であ

る」が 32.4％と最も高く、次いで、「フルタイム（週 5 日程度・1日 8時間程度の就労）

で就労中である」が 30.1％、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 20.3％

となっています。 

また、父親の就労状況は、「フルタイム（週 5 日程度・1 日 8 時間程度の就労）で就労中

である」が82.8％と最も高く、次いで「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で就労中である」が1.7％、「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」

が1.1％となっており、父親の8割以上がフルタイムで就労中となっています。 

 

母親の就労状況 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

父親の就労状況 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７ 

0.4

0.7

11.4

19.6

61.6

4.8

0.4

1.1

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.3

1.0

71.6

24.8

1.3

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

３日

４日

５日

６日

無回答

【問 7の母親の就労状況で「就労している」を選択した方にうかがいます】 

【問 7の父親の就労状況で「就労している」を選択した方にうかがいます】 

 

（2）1 週あたりの就労日数 

母親の 1 週あたりの就労日数は、「5 日」が 61.6％と最も高く、次いで「４日」が 19.6％

となっています。 

父親の 1 週あたりの就労日数は、「5 日」が 71.6％と最も高く、次いで「６日」が 24.8％

となっています。 

母親と父親ともに「５日」が最も高くなっています。 

 

母親の 1 週あたりの就労日数 Ｎ＝272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

父親の 1 週あたりの就労日数 Ｎ＝304 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ８ 

0.4

0.7

1.1

8.5

10.7

15.8

17.3

30.1

7.0

1.8

1.1

5.5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

無回答

1.3

34.2

17.4

20.4

5.9

8.2

3.0

1.3

1.0

0.3

0.3

1.0

5.6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間

16時間

19時間

24時間

無回答

（3）１日あたりの就労時間（残業時間含む） 

母親の１日あたりの就労時間は、「8時間」が 30.1％と最も高く、次いで「7 時間」が

17.3％、「6時間」が 15.8％となっています。 

父親の１日あたりの就労時間は、「8 時間」が 34.2％と最も高く、次いで「10 時間」

が 20.4％、「9 時間」が 17.4％となっており、母親に比べ父親の労働時間が長い傾向に

あります。 

 

母親の 1 日あたりの就労時間 Ｎ＝272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の 1 日あたりの就労時間 Ｎ＝304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ９ 

31.3

47.8

11.4

1.8

0.4

1.1

0.7

5.5

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

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

15時頃

無回答

0.3

1.0

0.7

9.2

21.7

39.5

19.7

2.3

1.0

0.7

0.3

0.3

0.3

3.0

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

２時頃

３時頃

４時頃

５時頃

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

無回答

（4）家を出る時間 

母親の家を出る時間は、「8 時頃」が 47.8％と最も高く、次いで「７時頃」が 31.3％

となっています。 

父親の家を出る時間は、「7 時頃」が 39.5％と最も高く、次いで「６時頃」が 21.7％

となっており、母親よりも 1 時間ほど早く家を出る傾向にあります。 

 

       母親の家を出る時間 Ｎ＝272 

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

父親の家を出る時間 Ｎ＝304 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １０ 

0.4

0.4

0.4

0.4

1.1

2.6

6.6

7.4

11.0

26.5

30.1

7.0

2.2

0.4

3.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

５時頃

６時頃

８時頃

９時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

無回答

0.3

1.0

0.7

1.0

0.0

0.3

0.7

0.3

0.7

2.3

9.5

23.4

21.7

16.4

11.5

3.3

2.3

4.6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

４時頃

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

13時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時頃

23時頃

無回答

（5）帰宅時間 

母親の帰宅時間は、「18時頃」が 30.1％と最も高く、次いで「17時頃」が 26.5％、

「16 時頃」が 11.0％となっています。 

父親の帰宅時間は、「18時頃」が 23.4％と最も高く、次いで「19時頃」が 21.7％、

「20 時頃」が 16.4％となっており、父親の帰宅時間は、母親の帰宅時間と比較して約

１時間程度遅い傾向が見られます。 

 

母親の帰宅時間 Ｎ＝272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の帰宅時間 Ｎ＝304 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １１ 

42.9

28.6

7.9

4.0

16.7

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

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

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

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

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

16.7

16.7

0.0

0.0

66.7

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

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

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

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・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

【問７の母親の就労状況または父親の就労状況で「パート・アルバイト等（「フルタイム」以

外での就労）」を選択した方にうかがいます】 

問８ フルタイム（週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はありますか。 

 

問 8 フルタイムへの転換希望 

母親のフルタイムへの転換希望は、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

の就労を続けることを希望」が 42.9％と最も高く、次いで「フルタイム（週 5 日程度・

1 日 8 時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が 28.6％と

なっています。一方、「パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい」が 4.0％

と最も低くなっています。 

父親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイム（週 5 日程度・1日 8 時間程度の就労）

への転換希望があり、実現できる見込みがある」と「パート・アルバイト等（「フルタイ

ム」以外の就労）の就労を続けることを希望」が同率でそれぞれ 16.7%となっています。 

 

母親の転換希望 Ｎ＝126 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

父親の転換希望 Ｎ＝6 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 １２ 

42.5

20.0

17.5

20.0

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

一番下の子どもが○○歳になったころに就労したい

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

11.8

5.9

44.1

2.9

2.9

17.6

5.9

8.8

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

１歳

２歳

３歳

５歳

６歳

７歳

８歳

無回答

【問 7 の母親の就労状況または父親の就労状況で「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」を選択した方にうかがいます】 

問 9 就労したいという希望はありますか。 
 

問 9 就労希望 

（1）母親・父親の就労希望 

現在就労していない母親の就労希望については、「一番下の子どもが○○歳になった

ころに就労したい」が 42.5％と最も高く、次いで「子育てや家事などに専念したい（就

労の予定はない）」が 20.0％となっています。 

現在就労していない父親の就労希望については、回答がありませんでした。 

 

母親の就労希望 Ｎ＝80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）一番下の子どもが○○歳になったころ就労したい 

現在就労していない母親が就労する時の一番下の子どもの年齢は、「3 歳」が 44.1％と

最も高く、次いで「7歳」が17.6％、「1歳」が11.8％となっています。  

現在就労していない父親については、回答がありませんでした。 

      

就労する時の一番下の子どもの年齢（母親） Ｎ＝34 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 １３ 

93.8

4.2

2.1

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

パートタイム、アルバイト（フルタイム以外）

フルタイム（週5日程度・1日8時間程度の勤務）

無回答

2.2

57.8

26.7

8.9

4.4

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

２日

３日

４日

５日

無回答

（3）希望する就労形態 

現在就労していない母親が希望する就労形態は、「パートタイム、アルバイト等（フルタ

イム以外）」が 93.8％と最も高く、次いで「フルタイム（週 5 日程度・1 日 8 時間程度

の勤務）」が 4.2％となっています。 

現在就労していない父親については、回答がありませんでした。 

 

                 希望する就労形態（母親） Ｎ＝48 

 

 

 

 

 

 

 

（4）パートタイム、アルバイト希望の 1 週あたりの希望就労日数 

現在就労していない母親のパートタイム、アルバイト希望の 1週あたりの希望就労日数

は、「3日」が 57.8％と最も高く、次いで「4 日」が 26.7％、「５日」が 8.9％となって

います。 

現在就労していない父親については、回答がありませんでした。 

 

1 週あたりの希望就労日数（母親） Ｎ＝45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １４ 

2.2

2.2

42.2

26.7

17.8

2.2

6.7

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

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

８時間

無回答

（5）パートタイム、アルバイト希望の 1 日あたりの希望就労時間 

現在就労していない母親の 1 日あたりの希望就労時間は、「4 時間」が 42.2％と最も高

く、次いで「５時間」が 26.7％、「6時間」が 17.8％となっています。 

現在就労していない父親については、回答がありませんでした。 

 

1 日あたりの希望就労時間（母親） Ｎ＝45 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １５ 

33.0 49.0 13.0 5.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

0.6 16.6 65.4 17.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

３．育児休業について 

 

問 10 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、お答えください。 

 

問 10 育児休業の取得 

   母親の取得状況は、「取得した（取得中である）」が 49.0％、「取得していない」が 13.0％、 

父親の取得状況は「取得した（取得中である）」が 16.6％、「取得していない」が 65.4％

となっています。 

 

母親の取得状況 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    父親の取得状況 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 １６ 

31.7

31.7

28.5

25.2

21.1

10.2

5.3

4.1

3.7

3.3

2.0

1.6

1.6

0.0

10.6

7.7

0% 10% 20% 30% 40%

仕事が忙しかった

収入減となり、経済的に苦しくなる

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

配偶者が育児休業制度を利用した

職場に育児休業の制度がなかった

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

保育園等に預けることができた

昇給・昇格等が遅れそうだった

仕事に戻るのが難しそうだった

育児休業を取得できることを知らなかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

産前産後の休暇を取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

【問 10 の母親または父親のいずれかで「育児休業を取得していない」を選択した方にうか

がいます】 

 

問 10-1 育児休業を取得していない理由（複数回答） 

母親または父親のいずれかで育児休業を取得していない理由は、「仕事が忙しかった」

と「収入減となり、経済的に苦しくなる」がそれぞれ 31.7％と最も高く、次いで「職場

に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が 28.5％、「配偶者が育児休業制度を利用した」

が 25.2％となっています。  

 

 

育児休業を取得していない理由 Ｎ＝246 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １７ 

68.4

20.7

9.8

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

89.8

5.1

1.7

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

【問 10 の母親または父親のいずれかで「育児休業を取得した（取得中である）」を選択した

方にうかがいます】 

 

問 10-2 育児休業取得後の職場復帰について 

育児休業を取得した母親の職場復帰は、「育児休業取得後、職場に復帰した」が 68.4％

と最も高くなっており、次いで差があり「現在も育児休業中である」が 20.7％となって

います。一方、「育児休業中に離職した」は 9.8％となっています。 

育児休業を取得した父親の職場復帰は、「育児休業取得後、職場に復帰した」が 89.8％

と最も高くなっており、「育児休業中に離職した」は 1.7％となっています。また「現在

も育児休業中である」は 5.1％となっています。 

父親の職場復帰率は約 9割と高くなっています。 

 

母親の職場復帰 Ｎ＝174 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

父親の職場復帰 Ｎ＝59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １８ 

47.9 5.0 47.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１歳 ２歳 無回答

55.5 11.8 6.7 26.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１歳 ２歳 ３歳 無回答

【問 10-2 の母親または父親のいずれかで「育児休業取得後、職場に復帰した」を選択した

方にうかがいます】 

育児休業からは、実際にお子さんが何歳何か月のときに職場復帰しましたか。 

勤め先の育児休業の制度の期間内で、何歳何か月のときまで希望していましたか。 

 

問 10-3 育児休業取得後の職場復帰の実際と希望 

（1）母親の職場復帰 

 【実際】 

母親の職場復帰の実際については、「1歳の時」が 47.9％と最も高く、次いで「２歳の

時」は 5.0％となっています。     

  

    母親の職場復帰の実際 Ｎ＝119 

 

 

 

 

 

 
 

【希望】 

母親の職場復帰の希望については、「１歳の時」が 55.5％と最も高く、次いで「２歳の

時」は 11.8％となっています。 
               
母親の職場復帰の希望 Ｎ＝119 

    

 

 

 

 

 

 

（2）父親の職場復帰 

【実際】 

父親の職場復帰の実際は、「１歳の時」が 4 名となっております。（グラフ省略） 

 

【希望】 

父親の職場復帰の希望は、「１歳の時」が 7 名となっています。（グラフ省略） 

 



 １９ 

11.3

28.3

28.7

16.6

14.0

0.8

0.0

0.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

６か月未満

６か月以上１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳

その他

無回答

74.6 23.4 2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用している 利用していない 無回答

４．平日の定期的な教育・保育事業の利用について 

 

問 11 幼稚園や保育所などの定期的な教育・保育事業の利用 

幼稚園や保育所などの定期的な教育・保育事業の利用は、「利用している」が 74.6%、

「利用していない」が 23.4％となっています。 

 

幼稚園や保育所などの定期的な教育・保育事業の利用 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11-1 教育・保育施設の利用開始年齢 

教育・保育施設の利用開始年齢については、「１歳」が 28.7％と最も高く、次いで「６

か月以上１歳未満」は 28.3％、「２歳」が 16.6％となっています。 

 

      教育・保育施設の利用開始年齢 Ｎ＝265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 11で「利用している」と選択した方にうかがいます】 



 ２０ 

58.9

20.0

13.2

5.7

3.8

2.6

1.1

1.1

0.0

3.4

0.4

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

認可保育所

幼稚園

認定こども園

幼稚園の預かり保育

小規模な保育施設

東京都認証保育所

事業所内保育施設

その他認可外保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

問 11-2 平日の教育・保育施設の利用（複数回答） 

平日の教育・保育施設の利用については、「認可保育所」が 58.9%と最も高く、次いで、

「幼稚園」が 20.0％、「認定こども園」が 13.2％となっています。 

その他の教育・保育施設の割合は、それぞれ 10.0％以下となっています。 

 

          平日の教育・保育施設の利用 Ｎ＝265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２１ 

2.3

1.1

2.6

8.3

80.0

3.8

1.9

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

0.4

0.8

1.5

3.8

56.2

6.0

31.3

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

問 11-3 定期的に利用している教育・保育事業について 
 

定期的な教育・保育事業について、問 11 で「利用している」と選択した方で、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）週あたりの利用日数（複数回答） 

【現在】 

教育・保育事業の週あたりの利用日数は、「５日」が 80.0％と最も高くなっています。

他の利用日数は 10.0％以下となっています。 

 

       【現在】週あたりの利用日数 Ｎ＝265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望】 

教育・保育事業の週あたりの利用希望日数は、「５日」が56.2％と最も高くなっています。 

他の利用日数は 10.0％以下となっています  

 

       【希望】週あたりの利用希望日数 Ｎ＝265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２２ 

1.1

1.1

1.5

12.8

6.8

10.2

27.9

18.9

14.7

2.6

0.4

1.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

無回答

0.4

0.8

0.8

0.4

4.9

5.3

9.1

17.0

14.0

12.8

1.9

1.1

31.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

無回答

（2）１日あたりの利用時間（複数回答） 

【現在】 

教育・保育事業の１日あたりの利用時間は、「8時間」が 27.9％と最も高く、次いで「９

時間」が 18.9％、「10時間」が 14.7%となっています。 

 

        【現在】１日あたりの利用時間 Ｎ＝265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望】 

教育・保育事業の１日あたりの利用希望時間は、「8 時間」が 17.0％と最も高く、次い

で「9 時間」が 14.0%、「10 時間」が 12.8％と続きます。「８時間」～「10 時間」に

利用希望が集中した回答となっています。  

 

【希望】１日あたりの利用希望時間 Ｎ＝265 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２３ 

6.0

44.9

40.4

2.3

0.4

1.5

0.8

0.4

0.4

3.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

６時から

７時から

８時から

９時から

12時から

13時から

14時から

15時から

17時から

無回答

5.7

31.3

28.7

1.5

0.4

0.4

0.4

31.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

７時から

８時から

９時から

10時から

13時から

14時から

18時から

無回答

（3）利用開始時間（複数回答） 

【現在】 

教育・保育事業の利用開始時間は、「7 時から」が 44.9%と最も高く、次いで｢8 時か

ら｣が 40.4％となっています。「7 時」～「8時」ではそれぞれ４割を超えています。 

 

【現在】利用開始時間 Ｎ＝265 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望】 

教育・保育事業の利用希望開始時間は、「８時から」が 31.3%と最も高く、次いで｢9

時から｣が 28.7％となっています。「8 時」～「9時」に回答が集中しています。 

     

【希望】利用希望開始時間 Ｎ＝265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２４ 

1.5

1.1

16.6

3.8

21.1

29.8

20.8

0.4

4.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

0.4

0.8

0.8

5.7

5.3

14.3

24.5

13.6

34.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

（4）利用終了時間（複数回答） 

【現在】 

教育・保育事業の利用終了時間は、「17 時まで」が 29.8%と最も高く、「16 時まで」

が 21.1％、18 時までが 20.8％となっています。 

 

【現在】利用終了時間 Ｎ＝265 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望】 

教育・保育事業の利用終了希望時間は、「18 時まで」が 24.5%と最も高く、次いで「17

時まで」が 14.3％、「19 時まで」が 13.6％となっています。 

 

【希望】利用終了希望時間 Ｎ＝265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２５ 

84.9 12.1 3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

町内 町外 無回答

70.9

21.9

1.9

1.1

0.4

0.0

0.8

3.0

0% 20% 40% 60% 80%

保護者が現在就労しているため

子どもの教育や発達のため

保護者に病気や障がいがあるため

保護者が就労予定である/求職中であるため

保護者が学生であるため

保護者が家族・親族等を介護しているため

その他

無回答

問 11-4 定期的に利用している教育・保育事業の実施場所 

定期的に利用している教育・保育事業の実施場所は、「町内」が 84.9%、「町外」が 12.1％

となっています。 

 

定期的に利用している教育・保育事業の実施場所 Ｎ＝265 

 

 

 

 

 

 

 

問 11-5 平日に定期的に教育・保育事業を利用している主な理由 

   平日に定期的に教育・保育事業を利用している主な理由は、「保護者が現在就労してい

るため」が 70.9%と最も高くなっています。次いで「子どもの教育や発達のため」は

21.9%となっています。 

 

平日に定期的に教育・保育事業を利用している主な理由 Ｎ＝265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２６ 

14.8 83.3 1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用していた 利用していなかった 無回答

62.5

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

12.5

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

認可保育所

小規模な保育施設

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

東京都認証保育所

居住訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

【問 11-2 で「幼稚園」または「幼稚園の預かり保育」を選択した方にうかがいます】 

 

問 12 幼稚園に通う前の他の保育施設の利用 

「幼稚園」または「幼稚園の預かり保育」を選択した方で、幼稚園に通う前の他の保育

施設の利用は、「利用していた」が 14.8%となっています。一方、「利用していなかった」

は 83.3％となっています。 

 

幼稚園に通う前の他の保育施設の利用 Ｎ＝54 

  

 

 

 

 

 

 

 

問 12-1 他に利用していた保育施設（複数回答） 

幼稚園に通う前に他に利用していた保育施設は、「認可保育所」が 62.5%と最も高く、

次いで、「小規模な保育施設」と「その他」がそれぞれ 12.5％となっています。 

 

利用していた保育施設 Ｎ＝8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２７ 

34.9

33.7

8.4

7.2

6.0

3.6

0.0

0.0

14.5

20.5

0% 10% 20% 30% 40%

利用する必要がない

子どもが〇〇歳くらいになったら利用しようと考えている

子どもの祖父母や親戚の人に預けている

利用したいが、教育・保育の空きがない

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、事業の質や場所等納得できる事業がない

近所の人や父母の友人・知人に預けている

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

その他

無回答

10.7

35.7

17.9

21.4

14.3

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

１歳

２歳

３歳

４歳

無回答

【問 11で「利用していない」を選択した方にうかがいます】 

 

問 13 平日に定期的に教育・保育事業を利用していない理由（複数回答） 

「利用していない」を選択した方で、平日に定期的に教育・保育事業を利用していない

理由は、「利用する必要がない」が 34.9%と最も高く、次いで「子どもが○○歳くらいに

なったら利用しようと考えている」が 33.7％となっています。また、「利用したいが、教

育・保育の空きがない」では 7.2％となっています。       

 

平日に定期的に教育・保育事業を利用していない理由 Ｎ＝83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も回答が多かった「子どもが○○歳くらいになったら利用を考えている」については、

「2 歳」が 35.7％と最も高く、次いで「4 歳」が 21.4％となっています。 

 

利用開始年齢 Ｎ＝28 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２８ 

53.0

22.9

15.7

8.4

7.2

7.2

3.6

1.2

1.2

0.0

0.0

2.4

4.8

10.8

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

①認可保育所

②幼稚園

③認定こども園

④小規模な保育施設

⑤ファミリー・サポート・センター

⑥幼稚園の預かり保育

⑦事業所内保育施設

⑧その他認可外保育施設

⑨東京都の認証・認定保育施設

⑩家庭的保育

⑪居住訪問型保育

⑫その他

⑬特にない

無回答

【すべての方にうかがいます】現在、お子さんの平日の教育・保育事業として、定期的に利

用したいと考える事業をお答えください。 
 

問 13-1 定期的に利用したいと考える平日の教育・保育事業（複数回答） 

定期的に利用したいと考える平日の教育・保育事業は、「①認可保育所（国が定める基

準に適合した施設で）」が 53.0%と最も高く、次いで「②幼稚園（通常の就園時間の利用）」

が 22.9%、「③認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）」が 15.7%と

なっています。  

 

定期的に利用したいと考えている事業 Ｎ＝83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２９ 

50.0 20.0 30.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無回答

77.1 14.3 8.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

町内 町外 無回答

【問 13-1 で①または②を選択、かつ③～⑫にも選択した方にうかがいます】 

 

問 13-2 幼稚園（預かり保育をあわせて利用する場合も含む）の利用希望 

①または②を選択、かつ③～⑫にも選択した方で、幼稚園（預かり保育をあわせて利用

する場合も含む）の利用希望は、「はい」が 50.0%、一方、「いいえ」が 20.0％となって

います。 

 

幼稚園（預かり保育をあわせて利用する場合も含む）の利用希望 Ｎ＝20 

 

 

 

 

 

 

 
 

【問 13-1 で①～⑫を選択した方にうかがいます】 

 

問 13-3 教育・保育事業を利用したい場所 

①～⑫を選択した方で、教育・保育事業を利用したい場所は、「町内」が 77.1%となっ

ています。一方、「町外」が 14.3％となっています。 

また、定期的に利用している教育・保育事業の実施場所については、「町内」が８割を

超えているため、実施場所と比較すると町内に教育・保育事業の施設が必要とされている

ことがわかります。（問 11-4 参照） 

 

教育・保育事業を利用したい場所 Ｎ＝70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３０ 

48.1

22.2

9.3

7.4

1.9

1.9

1.9

1.9

0.0

5.6

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

自宅の近く（徒歩または自転車で送迎可能な場所）

園長・職員スタッフ等の対応や園の印象がよい

自動車で送迎可能な場所

兄弟姉妹が通っている

箱根ケ崎駅の近く

職場の近く

施設・整備が清潔で整っている

地域の評判がよい

その他

無回答

【問 13-3 で「町内」を選択した方にうかがいます】 

 

問 13-4 利用する教育・保育事業を選ぶ際に、重視するもの 

「町内」を選択した方で、利用する教育・保育事業を選ぶ際に、重視するものは、「自

宅の近く（徒歩または自転車で送迎可能な場所）」が 48.1％と最も高く、「園長・職員ス

タッフ等の対応や園の印象がよい」が 22.2％となっています。他の重視するものの割合

は、それぞれ 10％以下の割合となっています。   

 

                  利用する教育・保育事業を選ぶ際に、重視するもの Ｎ＝54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３１ 

28.2 23.1 45.9 2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

探した・探している

保育所探しはしていない

既に幼稚園または保育所を定期的に利用しているため探していない

無回答

37.0

30.0

9.0

5.0

4.0

1.0

1.0

1.0

11.0

1.0

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

認可保育所に入園した

結果待ち

認定こども園に入園した

保育の利用はあきらめた

幼稚園に入園した

事業所内保育施設に入園した

東京都認証保育所に入園した

どこにも入れず、現在も探している

その他

無回答

５．保育所探しについて 

 

問 14 この１年間の保育所探し 

この１年間の保育所探しは、「既に幼稚園または保育所を定期的に利用しているため探

していない」が 45.9％と最も高く、次いで「探した・探している」が 28.2％、「保育所

探しはしていない」が 23.1％となっています。保育所探しは、ほぼ４人に１人の割合と

なっています。 
 

この１年間の保育所探し Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 14で「探した・探している」を選択した方にうかがいます】 

 

問 14-1 保育所探しの結果 

「探した・探している」を選択した方で、保育所探しの結果は、「認可保育所に入園し

た」が 37.0％と最も高く、「認定こども園に入園した」が 9.0％、「幼稚園に入園した」

が 4.0％となっています。一方、「結果待ち」が 30.0％、「どこにも入れず、現在も探し

ている」が 1.0％、「保育の利用はあきらめた」が 5.0％となっています。 

 

                  保育所探しの結果 Ｎ＝100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３２ 

43.0

30.0

15.0

3.0

9.0

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

満足（希望通り）

まあまあ満足（希望に近い）

やや不満（希望通りにいかず）

不満（希望からはほど遠い）

無回答

33.3

27.8

22.2

22.2

16.7

16.7

16.7

16.7

11.1

5.6

5.6

5.6

0.0

16.7

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

希望した園に入れなかった

希望した時期に入所できなかった

園の施設・設備に不満（園庭が狭い等）

保育サービスに不満

自宅から遠い

選考基準に疑問がある

兄弟姉妹で別の園

保育士の質に不満

年齢制限があり、今後転園に不安

職場等の最寄駅から遠い

職場から遠い

保育料が高い

預けられる時間が短い

その他

無回答

問 14-2 保育所探しの結果の満足度 

保育所探しの結果の満足度は、「満足（希望通り）」が 43.0％と最も高く、次いで「ま

あまあ満足（希望に近い）」が 30.0％となっています。 

一方、「やや不満（希望通りにいかず）」が 15.0％、「不満（希望からはほど遠い）」が

3.0％となっています。 
 

保育所探しの結果の満足度 Ｎ＝100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 14-2 で「やや不満」または「不満」を選択した方にうかがいます】 

 

問 15 希望どおりにならなかったと感じている理由（複数回答） 

「やや不満」または「不満」を選択した方で、希望通りにならなかったと感じている理

由は、「希望した園に入れなかった」が 33.3％と最も高くなっており、次いで「希望した

時期に入所できなかった」が 27.8％、「園の施設・設備に不満（園庭が狭い等）」と「保

育サービスに不満」がそれぞれ 22.2％となっています。 

 

                       希望どおりにならなかったと感じている理由  Ｎ＝18 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３３ 

37.8

17.1

15.9

6.1

4.9

11.0

7.3

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

必要がない

子どもがまだ小さい

幼稚園に入園するつもり

保育の利用をあきらめている

これから探そうと思っている

その他

無回答

【問 14で「保育所探しはしていない」を選択した方にうかがいます】 

 

問 16 保育所を探していない・探さなかった理由 

保育所を探していない・探さなかった理由は、「必要がない」が 37.8％と最も高く、次

いで「子どもがまだ小さい」が 17.1％、「幼稚園に入園するつもり」が 15.9％となって

います。 
 

             保育所を探していない・探さなかった理由 Ｎ＝82 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３４ 

11.8

11.8

2.0

2.0

3.9

2.0

66.7

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

１回

２回

３回

４回

５回

６回

無回答

77.2

14.6

1.4

0.8

5.9

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

利用していない

地域の子育て支援の場を利用している

地域の子育て支援の場があることを知らなかった

その他、支援の場を利用している

無回答

６．地域の子育て支援の場の利用状況について 

 

地域子育て支援の場とは… 

「子ども家庭支援センターひばり」「子育てひろば」「移動児童館」等、親子が集まって過ごしたり、

子育てに関する相談や情報提供を受けたり、子育て講座などを行う場。（町内の各保育所・幼稚園、

あすなろ児童館で行われています。） 

 

お子さんは、現在、地域子育て支援の場を利用していますか。おおよその利用回数（頻度）

もご記入ください。 

 

問 17 地域子育て支援の場の利用状況 

（1）地域子育て支援の場の利用状況 

地域子育て支援の場の利用状況は、「利用していない」が 77.2%、「地域の子育て支援

の場を利用している」が 14.6%、「地域の子育て支援の場があることを知らなかった」が

1.4％となっています。 
 

地域子育て支援の場の利用状況 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）週あたりの地域子育て支援の場の利用回数 

週あたりの地域子育て支援の場の利用回数は、「１回」と「２回」が同率でそれぞれ

11.8%となっており、次いで「５回」が 3.9％、「３回」「４回」「６回」においても同率

でそれぞれ 2.0％となっています。 
 

         週あたりの利用回数 Ｎ＝51 

 

 

 

 

 

 

 



 ３５ 

33.3 43.1 11.8

2.0

9.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 まあまあ満足 やや不満 不満 無回答

41.2

17.6

5.9

2.0

3.9

2.0

2.0

2.0

2.0

21.6

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

１回

２回

３回

４回

６回

８回

12回

15回

24回

無回答

（3）月あたりの地域子育て支援の場の利用回数 

月あたりの地域子育て支援の場の利用回数は、「１回」が 41.2％、次いで「２回」が

17.6%、「３回」が 5.9％となっています。  
 

       月あたりの利用回数 Ｎ＝51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）その他、町内で実施している支援の場の利用回数 

１．その他、町内で実施している子育て支援の場の週あたりの利用回数については、３名の

回答があり、いずれも１週あたり「１回」と回答しています。（グラフ省略） 

 

２．１か月あたりにおいては、回答がありませんでした。（グラフ省略） 

 

【問 17で「子育て支援の場を利用している」を選択した方にうかがいます】 

 

問 17-1 地域子育て支援の場を利用した満足度 

「子育て支援の場を利用している」を選択した方で、地域子育て支援の場を利用した満

足度は、「まあまあ満足」が 43.1%、次いで「満足」が 33.3％で、７割以上の方が満足

と回答しています。 

 

地域子育て支援の場を利用した満足度 Ｎ＝51 

    

 

 

 

 

 

 

 



 ３６ 

17.2 4.2 59.7 18.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

無回答

36.1

1.6

1.6

60.7

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

１回

２回

５回

無回答

問 18 地域子育て支援の場の今後の利用 

（1）地域子育て支援の場の利用 

地域子育て支援の場の今後の利用は、「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは

思わない」が 59.7％と最も高く、次いで「利用していないが、今後利用したい」が 17.2％、

「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」が 4.2％となっています。 

 

地域子育て支援の場の今後の利用 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）利用していないが、今後利用したい場合の週あたりの利用希望回数 

利用していないが、今後利用したい場合の週あたりの利用希望回数は、「1回」が 36.1%、

「2 回」と「５回」が同率でそれぞれ 1.6％となっています。 

 

     週あたりの利用希望回数 Ｎ＝61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３７ 

24.6

19.7

8.2

6.6

1.6

39.3

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

１回程度

２回程度

３回程度

４回程度

５回程度

無回答

（3）利用していないが、今後利用したい場合の月あたりの利用希望回数 

利用していないが、今後利用したい場合の月あたりの利用希望回数は、「1回程度」が24.6%

と最も高く、次いで「2回程度」が19.7％、「3回程度」が8.2％となっています。 

 

月あたりの利用希望回数 Ｎ＝61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい場合の利用回数 

１．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい場合の週あたりの利用回数については、

3名の回答があり、「１回」が２名、「3回」が１名となっています。（グラフ省略） 

 

２．月あたりにおいては、７名の回答があり、「１回程度」「２回程度」「３回程度」がそれ

ぞれ２名ずつとなっており、「１0 回程度」が１名となっています。（グラフ省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３８ 

9.9 36.9 18.9 21.4 6.2 6.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すでに利用している

子育て相談の事業は、知っている

子育ての相談相手が身近にいるために、利用しない

精神的に不安定な状況になった時は、利用したい

知らなかった

無回答

問 18-1 子ども家庭支援センターや保育園、幼稚園、保健センター等の子育て相談 

子育て相談については、「子育て相談の事業は、知っている」が 36.9%、「知らなかっ

た」が 6.2％となっています。 

また、利用に関しては、「すでに利用している」が9.9％、「精神的に不安定な状況になっ

た時は、利用したい」が 21.4%、「子育て相談相手が身近にいるために、利用しない」が

18.9%であり、約３割の方が子育て相談の利用意向を持っています。 

   

 子ども家庭支援センターや保育園、幼稚園、保健センター等の子育て相談 Ｎ＝355 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３９ 

20.8 24.5 38.0 14.6 2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

困ったときに子どもを預けることができる仲間がいる

互いの家を行き来したり、一緒に出かけたりする仲間がいる

会えば話をする程度の仲間がいる

仲間はいない

無回答

5.9

0.0

31.8 60.0 2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①現在参加しており、今後も参加するつもりである

②現在参加しているが、今後は参加するつもりはない

③現在は参加していないが、今後機会があれば参加したい

④現在は参加しておらず、今後も参加するつもりはない

７．地域とのかかわりについて 

 

問 19 子育ての仲間 

子育ての仲間については、「会えば話をする程度の仲間がいる」が 38.0％、「互いの家

を行き来したり、一緒に出かけたりする仲間がいる」が 24.5%、「困ったときに子どもを

預けることができる仲間がいる」が 20.8%、約８割の方が子育て仲間がいる一方、「仲間

はいない」と回答されている方が 14.6％となっています。 

 

子育ての仲間 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 子育てグループなどの自主的なグループ活動などへの参加 

子育てグループなどの自主的なグループ活動などへの参加は、「①現在参加しており、

今後も参加するつもりである」が 5.9％、「③現在は参加していないが、今後機会があれ

ば参加したい」が 31.8％と、約４割の方が参加意向を持っています。一方、「④現在は参

加しておらず、今後も参加するつもりはない」が 60.0%と全回答の中で最も高くなって

います。 

 
     

子育てグループなどの自主的なグループ活動などへの参加 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４０ 

42.0

35.6

31.6

21.2

15.6

7.7

7.7

0.9

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

活動に参加する余裕や時間がないから

特に必要を感じないから

人間関係がわずらわしいから

活動の情報や参加方法を知らないから

気軽に参加したり、やめたりできないから

身近な場所で参加できる活動がないから

その他

無回答

55.8

52.4

19.2

17.2

6.8

4.5

3.7

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

図書館などの公共施設

地域の保育所や幼稚園

学校の余裕教室

商業施設の空き店舗

マンションやアパート、民家の一室

その他

無回答

【問 20で「②から④」を選択した方にうかがいます】 

 

問 20-1 参加していない理由、今後参加しない理由（複数回答） 

参加していない理由及び今後参加しない理由は、「活動に参加する余裕や時間がないか

ら」が 42.0%と最も高く、次いで「特に必要を感じないから」が 35.6％、「人間関係が

わずらわしいから」が 31.6%となっています。 
 

                参加していない理由、今後参加しない理由 Ｎ＝326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て中の親が気軽に集い、子育てアドバイザーによる相談や情報提供などが受けられる 

場が提供されるとしたら、どのような場所が望ましいですか。 
 

問 21 子育てについての望ましい相談・情報提供場所（複数回答） 

子育てについての望ましい相談・情報提供場所は、「図書館などの公共施設」が 55.8%

と最も高く、次いで、「地域の保育所や幼稚園」が 52.4％となっています。その他の相談

場所の割合は、それぞれ 20％以下となっています。  

    

子育てについての望ましい相談・情報提供場所 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４１ 

66.2 9.6 22.0 2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 無回答

6.3

41.1

41.1

5.4

0.9

0.9

4.5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

７時から

８時から

９時から

10時から

11時から

12時から

無回答

８．土・日曜日、祝日・長期休暇中の利用希望について 

 

お子さんについて、土・日曜日、祝日に、定期的な教育・保育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、これらの事業には、利用料がかかる場合があります。 

※教育・保育事業とは、幼稚園、保育所、認可外保育施設などの事業を指します。親族・知

人による預かりは含みません。 
 

問 22 土・日曜日、祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望 

（1）土曜日の利用希望 

     土曜日の利用希望は、「利用する必要はない」が66.2％、次いで、「月に１～２回は利用し

たい」が22.0％、「ほぼ毎週利用したい」が9.6％となっています。 

 

土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

（2）土曜日の利用希望時間帯 

１．利用希望開始時間帯 

土曜日に利用希望がある方の利用開始時間帯は、「８時から」と「9時から」がそれぞれ

41.1％となっており、8時～９時の時間帯で利用し始めたい方が集中しています。 

 

利用希望開始時間帯 Ｎ＝112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４２ 

79.4

2.8

14.9 2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用する必要はない ほぼ毎回利用したい 月に１～２回は利用したい 無回答

1.8

4.5

7.1

5.4

12.5

28.6

31.3

2.7

1.8

4.5

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

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

無回答

2．利用希望終了時間帯 

土曜日に利用希望がある方の利用希望終了時間帯は、「1８時まで」が 31.3%と最も高

く、次いで「17時まで」が 28.6％と 17 時～18時の時間帯まで利用したい方が集中し

ています。 

   

利用希望終了時間帯 Ｎ＝112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）日曜日、祝日の利用希望 

日曜日、祝日に利用希望がある方の利用希望は、「利用する必要はない」が 79.4％と最

も高く、次いで「月に１～２回は利用したい」が 14.9％、「ほぼ毎回利用したい」が 2.8％

となっています。 

 

日曜日、祝日の利用希望 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４３ 

4.8

39.7

44.4

6.3

1.6

1.6

1.6

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

７時

８時

９時

10時

12時

17時

無回答

1.6

3.2

4.8

6.3

12.7

27.0

36.5

4.8

1.6

1.6

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

11時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

無回答

（4）日曜日、祝日の利用したい時間帯 

１．利用希望開始時間帯 

日曜日、祝日に利用希望がある方の利用希望開始時間帯は、「9時から」が 44.4%、「8

時から」が 39.7％と、日曜日、祝日においても８時～９時の時間帯で利用し始めたい方

が集中しています。 

 

日曜日、祝日の利用希望開始時間帯 Ｎ＝63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．利用希望終了時間帯 

日曜日、祝日に利用希望がある方の利用希望終了時間帯は、「18 時まで」が 36.5％、

「17 時まで」が 27.0％と、日曜日、祝日においても 17時～18 時の時間帯まで利用し

たい方が集中しています。 

 

日曜日、祝日の利用希望終了時間帯 Ｎ＝63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４４ 

40.4 16.9 42.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用する必要はない 休みの期間中ほぼ毎日利用したい

休みの期間中週に数日利用したい 無回答

32.1

47.2

7.5

13.2

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

８時から

９時から

１０時から

無回答

【幼稚園を利用されている方にうかがいます】 

 

問 23 夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育事業の利用希望 

（1）長期の休暇期間中の教育事業の利用希望 

長期の休暇期間中の教育事業の利用希望は、「休みの期間中週に数日利用したい」が42.7%

と最も高く、次いで「休みの期間中ほぼ毎日利用したい」は16.9％となっています。 

一方、「利用する必要はない」は 40.4％となっています。 

         

長期の休暇期間中の教育事業の利用希望 Ｎ＝89 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）長期の休暇期間中の利用したい時間帯 

１．利用希望開始時間帯 

利用希望開始時間帯は、「9 時から」が 47.2%と最も高く、次いで「8時から」が 32.1%

となっています。 

 

利用希望開始時間帯 Ｎ＝53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４５ 

3.8

1.9

17.0

24.5

15.1

15.1

7.5

1.9

13.2

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

12時まで

13時まで

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

無回答

2．利用希望終了時間帯 

利用希望終了時間帯は、「15 時まで」が 24.5%と最も高く、次いで「14 時まで」が

17.0%、「16 時まで」と「17 時まで」がそれぞれ 15.1％と分散しています。 

 

利用希望終了時間帯 Ｎ＝53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ４６ 

84.4

37.7

20.8

11.8

0.9

0.0

0.0

2.4

0.5

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

母親が休んだ

父親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもを看病してもらった

父親または母親のうち就労していない方が子どもを看病した

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

その他

無回答

70.7 29.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あった なかった

９．病気の際の対応について 

 

【平日の定期的な教育・保育事業を利用している方にうかがいます】 
 

問 24 この1年間に病気やケガで通常の教育・保育事業が利用できなかったこと 

この１年間に、子どもが病気やケガにより通常の教育・保育事業が利用できなかったこ

とについては、「あった」が 70.7％、「なかった」が 29.3％となっています。  

 

この 1 年間に病気やケガで通常の教育・保育事業が利用できなかったこと Ｎ＝300 

 

 

 

 

 

 
 

【問 24で「あった」を選択した方にうかがいます】 

 

問 24-１ 対処方法・日数（複数回答） 

（1）対処方法 

病気やケガによる通常の教育・保育事業が利用できなかったことへの対処方法では、「母

親が休んだ」が 84.4%、次いで「父親が休んだ」が 37.7％、「（同居者を含む）親族・知

人に子どもを看病してもらった」が 20.8％となっています。 

 

                     対処方法 Ｎ＝212 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４７ 

（2）対処のため仕事を休んだ日数（複数回答） 

１．「父親」が対処のため仕事を休んだ日数は、「5 日」が 27.5%と最も高く、次いで

「２日」、「３日」がともに 17.5％、「１日」が 11.3％となっています。  

 

２．「母親」が対処のため仕事を休んだ日数は、「10 日」が 22.9%と最も高く、次い

で「５日」が 13.4％、「25 日以上」が 10.6％となっています。 

 

3．「（同居者を含む）親族・知人」に対処のため子どもを看病してもらった日数は、「3

日」が 20.5％と最も高く、次いで「10 日」が 18.2％、「1 日」が 13.6％となっ

ています。 

 

4．「父親または母親のうち就労していない方」が対処のため子どもを看病した日数は、

「25 日以上」が 20.0％と最も高く、次いで「3 日」が 16.0％、「5 日」と「20

日」がともに 12.0％となっています。 

 

＜5～８については、以下の回答となっており、表は省略しています。＞ 

 

５．対処のため「病児・病後児の保育」を利用した日数は、「２日」、「10日」がそれぞ

れ１人ずつとなっています。 

 

6．対処のため「ベビーシッター」を利用した日数については、回答がありませんでした。 

 

7．対処のため「ファミリー・サポート・センター」を利用した日数については、回答

がありませんでした。 

 

８．対処のため「その他」を利用した日数については、「5日」、「10日」がそれぞれ１人

ずつとなっており、「父親が在宅ワークにして対応」などとあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

父
親 

母
親 

親
族
知
人 

父
親
・
母
親
の
う
ち

就
労
し
て
い
な
い
方 

N 80 179 44 25 

1 日 11.3 3.9 13.6 4.0 

２日 17.5 3.9 9.1 4.0 

3 日 17.5 5.0 20.5 16.0 

4 日 3.8 2.8 6.8 0.0 

5 日 27.5 13.4 11.4 12.0 

6 日 0.0 2.2 0.0 0.0 

7 日 5.0 6.7 0.0 4.0 

8 日 1.3 2.8 0.0 0.0 

9 日 0.0 1.7 0.0 0.0 

10 日 7.5 22.9 18.2 8.0 

12 日 0.0 0.6 0.0 0.0 

14 日 0.0 2.2 6.8 4.0 

15 日 1.3 6.1 2.3 4.0 

20 日 2.5 7.3 4.5 12.0 

21 日 0.0 0.6 0.0 0.0 

22 日 0.0 0.0 0.0 4.0 

23 日 0.0 0.6 0.0 0.0 

25 日以上 0.0 10.6 2.3 20.0 

無回答 5.0 6.7 4.5 8.0 

（％） 

 



 ４９ 

42.6 56.8 0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

9.1

13.0

11.7

2.6

14.3

2.6

2.6

18.2

1.3

1.3

5.2

1.3

2.6

14.3

0% 10% 20% 30% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

７日

８日

10日

12日

14日

15日

20日

25日以上

無回答

【問 24-1 で「父親が休んだ」または「母親が休んだ」を選択した方にうかがいます】 

 

問 24-2 病児・病後児のための保育施設等の利用希望 

「父親が休んだ」「母親が休んだ」を選択した方で、病児・病後児のための保育施設等の

利用希望は、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」が42.6％、「利用したいと

は思わない」が56.8％で、思わない理由として「病気の子どもを置いて仕事には行けない」、

「自分の子がつらい時、一緒にいてあげたい」、「利用料がかかり、受診を受ける時間がない」

などがありました。 

  

病児・病後児のための保育施設等の利用希望 Ｎ＝183 

    

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用希望日数 

「父親が休んだ」「母親が休んだ」を選択した方で、利用希望日数については、「10 日」

が 18.2%と最も高く、次いで「5 日」が 14.3％、「2 日」が 13.0％となっています。 

          

 利用希望日数 Ｎ＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ５０ 

84.4

59.7

9.1

2.6

3.9

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

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

他の施設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

その他

無回答

問 24-3 病児・病後児のための保育施設等を利用する場合に望ましいと思う 

事業形態（複数回答） 

「父親が休んだ」「母親が休んだ」を選択した方で病児・病後児のための保育施設等を

利用する場合に望ましいと思う事業形態は、「小児科に併設した施設で子どもを保育する

事業」が 84.4％、次いで「他の施設（幼稚園・保育園等）に併設した施設で子どもを保

育する事業」が 59.7％となっています。また、「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（ファミリー・サポート・センター等）」は 9.1％となっています。 

 

子どもを預ける場合に望ましいと思う事業形態 Ｎ＝77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５１ 

5.7

4.7

0.7

0.7

0.3

0.0

1.0

82.0

5.3

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

幼稚園の預かり保育

一時預かり

ファミリー・サポート・センター

ショートステイ

夜間保育

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

10．不定期の教育・保育事業、宿泊を伴う一時預かり等の利用 

 

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。１年間のおおよその利用日数もご記

入ください。 

 

問 25 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 

（複数回答） 

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、「幼稚園の預

かり保育」が 5.7％、「一時預かり」が 4.7％となっています。 

また、利用していない方は 82.0%で主な理由として、「お金がかかるため」、「祖父母に

預かってもらうため」、「利用する必要がないため」などがあります。 

 

               不定期に利用している事業 Ｎ＝300 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用日数 

１．「一時預かり」の年間利用日数については、「2日」が28.6%と最も高く、次いで「2５日

以上」が21.4％、「1日」、「３日」、「10日」、「12日」がそれぞれ7.1％となっています。 

 

2．「幼稚園の預かり保育」の利用日数については、「2５日以上」が 29.4％と最も高く、次

いで「２日」、「５日」、「10 日」が同率でそれぞれ 17.6％、「３日」、「12日」、「20 日」

においても同率でそれぞれ 5.9％となっています。 

 

＜3～8については、以下の回答となっており、表は省略しています。＞ 

 

3．「ファミリー・サポート・センター」の利用日数については、「１日」と「２日」でそれ

ぞれ１名ずつとなっています。 

 

４．「夜間教育」の利用日数については、「25 日以上」が１名となっています。 



 ５２ 

５．「ショートステイ」の利用日数については、「2日」と「5日」でそれぞれ１名ずつとな

っています。 

 

６．「ベビーシッター」の利用日数については、回答がありませんでした。 

 

７．「その他」の利用日数については、「1日」が１名となっており、「夫の企業型保育」を利

用した場合となっています。 

 

 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

一
時
預
か
り 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

親
族
知
人 

N 14 17 44 

1 日 7.1 0.0 13.6 

２日 28.6 17.6 9.1 

3 日 7.1 5.9 20.5 

4 日 0.0 0.0 6.8 

5 日 0.0 17.6 11.4 

10 日 7.1 17.6 18.2 

11 日 0.0 0.0 0.0 

12 日 7.1 5.9 0.0 

14 日 0.0 0.0 6.8 

15 日 0.0 0.0 2.3 

20 日 0.0 5.9 4.5 

25 日以上 21.4 29.4 2.3 

無回答 21.4 0.0 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

 



 ５３ 

39.2 51.3 9.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したい 利用する必要はない 無回答

72.7

62.6

16.5

5.0

5.8

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

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、

子どもや親の通院

不定期の就労

その他

無回答

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。 
 

問 26 私用、親の通院、不定期の就労等の目的での事業利用の意向 

（1）事業利用の意向 

事業利用の意向は、「利用したい」が39.2 %、「利用する必要はない」が51.3％となっ

ています。 
 

事業利用の意向 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

【問 26で「利用したい」を選択した方にうかがいします】 

 

（２）年間の事業利用の目的 

「利用したい」と選択した方で、年間の事業利用の目的について、「私用（買物、子ど

も（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リフレッシュ目的」が 72.7％と最も高く、次

いで「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院 等」が 62.6％、「不

定期の就労」が 16.5％となっています。 

 

年間事業利用の目的 Ｎ＝139 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５４ 

（3）年間の事業利用の必要日数 

１．私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リフレッシュ目的での

年間の事業利用の必要日数は、「12 日」が 26.7％と最も高く、次いで「10 日」

が 12.9%、「3日」が 11.9%となっています。 
    

２．冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等での年間の事業利用

の必要日数は、「5日」が 20.7％と最も高く、次いで「２日」が 16.1％、「３日」、

「10 日」、「12日」が同率でそれぞれ 10.3%となっています。   
 

３．「不定期の就労」での年間の事業利用の必要日数は、「10 日」が 26.1％と最も

高く、次いで「５日」が 17.4％、「3 日」が 13.0％となっています。 

 

４．「その他」での年間の事業利用の必要日数は、４名の回答があり、「４日」と「25

日以上」がそれぞれ２名ずつとなっており、「急な入院時」や「通院」などがあり

ます。（グラフ省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

合
計 

私
用 

冠
婚
葬
祭 

不
定
期
の
就
労 

N 131 101 87 23 

1 日 1.5 5.0 4.6 4.3 

２日 4.6 6.9 16.1 0.0 

3 日 3.1 11.9 10.3 13.0 

4 日 3.1 1.0 3.4 4.3 

5 日 8.4 8.9 20.7 17.4 

6 日 4.6 4.0 4.6 4.3 

7 日 3.8 0.0 3.4 0.0 

8 日 1.5 0.0 2.3 0.0 

10 日 15.3 12.9 10.3 26.1 

12 日 8.4 26.7 10.3 0.0 

15 日 3.1 1.0 4.6 4.3 

16 日 1.5 0.0 0.0 0.0 

17 日 1.5 0.0 0.0 0.0 

18 日 2.3 0.0 0.0 0.0 

19 日 0.8 0.0 0.0 0.0 

20 日 3.1 2.0 3.4 4.3 

21 日 0.8 1.0 0.0 0.0 

22 日 0.8 0.0 0.0 0.0 

24 日 5.3 6.9 1.1 0.0 

25 日以上 0.8 0.0 0.0 4.3 

無回答 24.4 11.9 4.6 17.4 

（％） 

 



 ５５ 

71.4 14.3 14.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 まあまあ満足 やや不満 不満 無回答

14.3 71.4 14.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あった なかった 無回答

7.1

0.0

7.1

0.0

7.1

78.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

親族・知人に預けた

ショートステイを利用した

ショートステイ以外の保育事業を利用した

仕方なく子どもを同行させた

その他

無回答

【問 25で「一時預かり」を選択した方にうかがいます】 

 

問 27 一時預かり事業の利用満足度 

「一時預かり」を選択した方で、一時預かり事業の利用満足度は、「満足」が 71.4%、

次いで、「まあまあ満足」が 14.3％となっています。一方、やや不満と不満の回答はあり

ませんでした。 
 

  一時預かり事業の利用満足度 Ｎ＝14 

 

 

 

 

 

 

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、お子さんを泊

りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか。あった場合は、この

１年間の対処方法を選択し、それぞれの日数もご記入ください。 
 

問 28 保護者の用事による、子どもの泊りがけについて 

保護者の用事による、子どもの泊りがけについては、「あった」14.3%、「なかった」

が 71.4%となっています。 
 

 保護者の用事による、子どもの泊りがけ Ｎ＝14 

 

 

 

 

 

 

 

預け先があった場合の対処方法については、「（同居者を含む）親族・知人に預けた」、

「ショートステイ以外の保育事業（認可外保育施設等）を利用した」、「その他」が同率で   

それぞれ 7.1％となっています。      

預け先があった場合の対処方法 Ｎ＝14 

 

 

 

 

 

 

 



 ５６ 

＜日数については、以下の回答となっており、グラフは省略しています。＞ 

 

（１）（同居者を含む）親族・知人に預けた日数 

（同居者を含む）親族・知人に預けた日数については、1名の回答があり、「1日」となっ

ています。 

 

（2）ショートステイを利用した日数 

ショートステイを利用した日数については、回答がありませんでした。 

 

（3）ショートステイ以外の保育事業（認可外以外の保育施設）を利用した日数 

ショートステイ以外の保育事業を利用した日数については、1名の回答があり、「2日」とな

っています。 

 

（4）仕方なく子どもを同行させた日数 

仕方なく子どもを同行させた日数については、回答がありませんでした。 

 

（5）その他の日数 

その他の日数については、1 名の回答があり、「２日」となっています。記述では、「コ

ロナで私が入院した時子どもも入院させてくれた」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５７ 

56.1

42.0

32.7

16.1

12.4

7.3

0.3

1.1

7.0

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

学童保育クラブ

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾等）

祖父母宅や友人・知人宅

放課後子ども教室

児童館

ファミリー・サポート・センター

その他（幼稚園・保育所等）

無回答

11．小学校入学以降の放課後の過ごし方について 

    

問 29 小学校低学年（１～３年生）に放課後に過ごさせたい場所（複数回答） 

小学校低学年に放課後に過ごさせたい場所は、「学童保育クラブ」が 56.1％と最も高く、

次いで「自宅」が 42.0％、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾等）」が 32.7％

となっています。 

 

                    小学校低学年に放課後に過ごさせたい場所 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５８ 

0.5

2.0

12.6

22.1

32.7

3.0

27.1

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

14時

15時

16時

17時

18時

19時

無回答

2.5

4.0

16.1

13.1

54.3

3.0

6.5

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

【問 29で「学童保育クラブ」を選択した方にうかがいます】 

 

（1）学童保育クラブを利用する場合の週あたりの利用希望日数 

「学童保育クラブ」を選択した方で、学童保育クラブを利用する場合の週あたりの利用

希望日数は、「5 日」が 54.3％と最も高く、次いで「3 日」16.1％、「4 日」が 13.1％

となっています。 

 

学童保育クラブの週あたりの利用希望日数 Ｎ=199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）学童保育クラブを利用する場合の利用終了希望時間 

「学童保育クラブ」を選択した方で、学童保育クラブの利用終了希望時間は、「18 時」

が 32.7％と最も高く、次いで「17 時」が 22.1％となっています。「16 時」が 12.6％

となっています。 

 

学童保育クラブの利用希望終了時間 Ｎ=199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５９ 

（3）低学年の週・月あたりの利用日数 

1.「自宅」の週あたりの利用日数は、「5 日」が 28.2％と最も高く、次いで「3 日」

が 21.5％、「2日」が 12.8％となっています。 

 

2. 「祖父母宅や友人・知人宅」の週あたりの利用日数は、「2日」が38.6％と最も高

く、次いで「1日」が31.6％、「３日」と「5日」が同率でそれぞれ12.３％となっ

ています。 

 

3.  「習い事」の週あたりの利用日数は、「1日」と「2日」が同率でそれぞれが41.4％、 

「3 日」が 6.9％となっています。 

 

4. 「児童館」の週あたりの利用日数は、「1 日」と「５日」が同率でそれぞれ 26.9％、 

「2 日」が 19.2％となっています。 

 

5. 「放課後子ども教室」の月あたりの利用日数は、「4 日」が 27.3％と最も高く、

次いで「1日」が 13.6％、「10 日」が 9.1％となっています。 

 

＜6～７については、以下の回答となっており、表は省略しています。＞ 

 

6. 「ファミリー・サポート・センター」の週あたりの利用日数は、「1日」が1人と

なっています。（グラフ省略） 

 

7. 「その他（幼稚園・保育所等）」の週あたりの利用日数は「5 日」が 2人となって

います。（グラフ省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

自
宅 

祖
父
母
宅
や
友
人
宅 

習
い
事 

児
童
館 

放
課
後
子
ど
も
教
室 

N 149 57 116 26 44 

1 日 8.7 31.6 41.4 26.9 13.6 

２日 12.8 38.6 41.4 19.2 6.8 

3 日 21.5 12.3 6.9 11.5 2.3 

4 日 12.1 1.8 0.9 0.0 27.3 

5 日 28.2 12.3 3.4 26.9 2.3 

6 日 1.3 0.0 0.0 3.8 0.0 

7 日 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 日 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 

10 日 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 

11 日 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 

12 日 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 

16 日 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 

20 日 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

22 日 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 

無回答 13.4 3.5 6.0 11.5 18.2 

（％） 

 



 ６１ 

70.4

54.9

23.1

22.3

14.6

13.8

0.3

0.8

6.2

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾等）

祖父母宅や友人・知人宅

学童保育クラブ

児童館

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

その他（幼稚園・保育所等）

無回答

問 30 小学校高学年（４～６年生）に放課後に過ごさせたい場所（複数回答） 

小学校高学年になったときに放課後過ごさせたい場所については、「自宅」が 70.4％と

最も高く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾等）」が 54.9％、「祖

父母宅や友人・知人宅」が 23.1％となっています。 

 

小学校高学年に放課後に過ごさせたい場所 Ｎ＝355 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ６２ 

3.8

13.9

21.5

11.4

39.2

10.1

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

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

2.5

10.1

20.3

34.2

5.1

27.8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

15時

16時

17時

18時

19時

無回答

【問 30で「学童保育クラブ」を選択した方にうかがいます】 

 

（1）学童保育クラブを利用する場合の週あたりの利用希望日数 

「学童保育クラブ」を選択した方で、学童保育クラブの週あたりの利用希望日数は、「5日」

が39.2%と最も高く、次いで「3日」が21.5％、「２日」が13.9％となっています。       

 

学童保育クラブの利用希望日数 Ｎ=79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）学童保育クラブを利用する場合の利用希望終了時間 

「学童保育クラブ」を選択した方で、学童保育クラブの利用終了希望時間は、「18 時」

が 34.2％と最も高く、次いで「17 時」が 20.3％となっています。「16 時」が 10.1％

となっています。 

 

学童保育クラブの利用希望終了時間 Ｎ=79 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ６３ 

（3）高学年の週・月あたりの利用日数 

1.「自宅」の週あたりの利用日数は、「5 日」が 30.0％と最も高く、次いで「3日」が

23.6％、「2日」が 17.6％となっています。 

 

2. 「祖父母宅や友人・知人宅」の週あたりの利用日数は、「2 日」が 37.8％と最も高

く、次いで「1日」が 31.7％、「３日」が 12.2％となっています。 

 

3. 「習い事」の週あたりの利用日数は、「2日」が47.7％と最も高く、次いで「1日」

が26.2％、「3日」は15.9％となっています。 

 

4. 「児童館」の週あたりの利用日数は、「2日」が30.8％と最も高く、次いで「1日」

が28.8％、「5日」が17.3％となっています。 

 

5. 「放課後子ども教室」の月あたりの利用日数は、「4日」が26.5％と最も高く、次い

で「1日」が12.2％となっています。 

 

＜6～７については、以下の回答となっており、表は省略しています。＞ 

 

6. 「ファミリー・サポート・センター」の週あたりの利用日数は、「1日」が1人とな

っています。 

 

7. 「その他（幼稚園・保育所等）」の週あたりの利用日数は「1日」が1人、「3日」が1

人、「5日」が1人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

カ
テ
ゴ
リ
ー 

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 

N 250 82 195 52 49 

1 日 8.0 31.7 26.2 28.8 12.2 

２日 17.6 37.8 47.7 30.8 6.1 

3 日 23.6 12.2 15.9 13.5 2.0 

4 日 8.0 1.2 1.5 0.0 26.5 

5 日 30.0 11.0 2.1 17.3 8.2 

6 日 0.0 0.0 0.0 1.9 2.0 

7 日 1.2 0.0 0.0 0.0 2.0 

8 日 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 

10 日 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 

11 日 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

12 日 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

15 日 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

20 日 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 

無回答 11.6 6.1 6.7 7.7 16.3 

（％） 

 



 ６５ 

77.5

94.6

32.1

72.1

45.6

3.4

1.1

0.8

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

子どもとのふれあい、交流

子どもの成長

子どもを通して人間関係が広がる

家族が明るくなる

家族や夫婦の絆が強くなる

その他

特にない

無回答

62.3 30.7

3.7 2.8

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

楽しいと感じることのほうが多い 楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い わからない

無回答

12．子育て全般について 

 

問 31 子育てを楽しいと感じることが多いか、つらいと感じることが多いか 

子育てを楽しいと感じることが多いかについては「楽しいと感じることのほうが多い」

が 62.3％、次いで「楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい」が 30.7％、

「つらいと感じることの方が多い」が 3.7％となっています。  

 

子育てを楽しいと感じることが多いか、つらいと感じることが多いか Ｎ=355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 32 子育ての楽しみはどんなことか（複数回答） 

子育ての楽しみについては「子どもの成長」が 94.6％と最も高く、次いで「子どもと

のふれあい、交流」が 77.5％、「家族が明るくなる」が 72.1％となっています。 

 

子育ての楽しみはどんなことか Ｎ=355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ６６ 

78.6

73.5

68.2

34.4

12.4

11.8

11.3

9.9

8.2

5.1

4.2

1.4

1.4

0.8

3.1

1.4

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

配偶者

子どもの祖父母等の親族

友人や知人

保育士

保健センター

近所の人

幼稚園の先生

医師等の医療関係者

学校の先生

子ども家庭支援センターひばり

子育て支援施設（児童館等）

教育相談室

相談できる人はいない・場所はない

民生委員・児童委員

その他

無回答

6.2 52.1 29.3 6.2 5.6 0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

非常に不安や負担等を感じる 不安や負担等を感じることがある

あまり不安や負担等は感じない まったく感じない

なんともいえない 無回答

問 33 子育てに関して不安や負担等を感じるか 

子育てに関して不安や負担等を感じるかについては「不安や負担等を感じることがある」

が 52.1％と最も高く、次いで「あまり不安や負担等は感じない」が 29.3％、「非常に不

安や負担等を感じる」と「まったく感じない」がともに 6.2％となっています。 

 

子育てに関して不安や負担等を感じるか Ｎ=355 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 34 子育て（教育を含む）に関して気軽に相談できる人・場所（複数回答） 

子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる人・場所については、「配偶者」が

78.6％と最も高く、次いで「子どもの祖父母等の親族」が 73.5％、「友人や知人」が 68.2％

となっています。 

 

子育て（教育を含む）に関して気軽に相談できる人・場所 Ｎ=355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ６７ 

58.3

44.8

31.0

25.1

10.7

6.2

0% 20% 40% 60% 80%

整体やマッサージ

配食サービス

家事・育児支援サービス（訪問型）

送迎サービス（タクシー等）

その他

無回答

16.9

15.8

14.9

14.6

63.9

0% 20% 40% 60% 80%

産後家事・育児支援事業

産後ケア事業

産前・産後サポート事業

ショートステイ

無回答

問 35 以下の子育て支援事業で今後利用したいもの（複数回答） 

子育て支援事業で、今後利用したいものについては、「産後家事・育児支援事業」が

16.9％と最も高く、次いで「産後ケア事業」が 15.8％、「産前・産後サポート事業」が

14.9％となっています。 

 

                 子育て支援事業で今後利用したいもの Ｎ=355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 36 新生児訪問（乳児家庭全戸訪問）時に利用できるとよいサービスについて

（複数回答） 

瑞穂町では、新生児訪問（乳児家庭全戸訪問）時に「瑞穂町子育て応援券」3,000 円

分をお渡ししています。「瑞穂町子育て応援券」は、保育所等での一時預かり利用料と産

後ケア事業利用等に利用できます。 

 

新生児訪問（乳児家庭全戸訪問）時に利用できるとよいサービスについては、「整体や

マッサージ」が 58.3％と最も多く、次いで「配食サービス」が 44.8％、家事・育児支

援サービス（訪問型）」が 31.0％となっています。 

 

新生児訪問（乳児家庭全戸訪問）時に利用できると良いサービス Ｎ=355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ６８ 

71.8

51.8

45.4

15.8

9.9

7.3

7.0

2.3

2.3

0.8

0.3

3.9

2.5

0% 20% 40% 60% 80%

インターネット

広報やパンフレット

友人や知人

テレビ、ラジオ

小学校

子育てナビワクワクみずほ（アプリ）

子育て雑誌

子育てサークルの仲間

情報の入手手段がわからない

情報の入手先がない

新聞

その他

無回答

31.8

80.6

9.3

6.2

37.5

52.7

3.7

24.2

9.6

9.6

18.6

17.7

2.5

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

親子が安心して集まれる身近な施設等がほしい

子連れでも出かけやすく、楽しめる場所を増やしてほしい

保育所を増やしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

保育所や幼稚園にかかる利用料を軽減してほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい

町営や都営住宅への多子世帯の優先入居等住居面の配慮がほしい

企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

悩みを打ち明けられる場所を増やしてほしい

「こども食堂」の拡充や活動支援をしてほしい

その他

無回答

問 37 瑞穂町に対する子育て支援の要望（複数回答） 

瑞穂町に対する子育て支援の要望は、「子連れでも出かけやすく、楽しめる場所を増や

してほしい」が 80.6％と最も高くなっており、8割以上となっています。次いで、「安心

して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい」が 52.7％、「保育所や幼稚園に

かかる利用料を軽減してほしい」は 37.5％となっています。  

 

瑞穂町に対する子育て支援の要望 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 38 子育てに必要な情報の入手方法（複数回答） 

子育てに必要な情報の入手方法については、「インターネット（ホームページ、ブログ、

X（旧ツイッター）、インスタグラム、フェイスブック等）」が 71.8%と最も高く、次い

で、「広報やパンフレット」が 51.8％、「友人や知人」が 45.4％となっています。  

 

子育てに必要な情報の入手方法 Ｎ＝355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ６９ 

64.2 7.3 26.2 2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子育てしたい 別の場所で子育てしたい わからない 無回答

問 39 これからも瑞穂町で子育てしたいか 

これからも瑞穂町で子育てしたいかについては、「子育てしたい」が 64.2％となってお

り、一方、「別の場所で子育てしたい」が 7.3％となっています。瑞穂町で子育てをした

い方が６割以上となっています。 

  

       これからも瑞穂町で暮らしたいか Ｎ＝355 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７０ 

 

Ⅱ 小学生保護者調査結果 

 
 

調査の概要 

 

１ 調査地域：瑞穂町全域 

２ 調査対象：瑞穂町内在住の小学生の児童を持つ保護者 

３ 対象者数：787 人 

４ 抽出方法：全世帯（未就学児がいる世帯を除く） 

５ 調査方法：郵送によるアンケート調査 

６ 調査日程：令和 5 年 1２月 22日から令和６年 1 月 12 日まで（約 3週間） 

７ 調査内容：小学生児童の子育てに関する保護者ニーズ調査、設問項目２6 問 

８ 回収結果：配布票数 787 票、回収票 327票、回収率 41.6％ 

９ 集計結果：今回の調査結果は、小数点第 2 位を四捨五入し、構成比率（パーセント） 

       で小数点第 1 位までを表示しています。 

アンケートの選択肢の語句が長い場合、本文中や表・グラフでは省略した

表現を用いることがあります。 

各設問の「N」は回答者数を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７１ 

0.3

12.1

16.4

14.9

18.6

20.1

16.4

1.2

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

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

無回答

31.2

45.6

18.7

3.7

0.6

0.3

0.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

１人

２人

３人

４人

５人

６人

無回答

13.1

17.1

15.6

18.7

18.7

16.5

0.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

1．子どもと家族の状況について 

 

問１ 子どもの状況 

（1）年齢 

子どもの年齢は、11 歳が 20.1％と最も高く、次いで 10 歳が 18.6％、8歳と 12

歳がともに 16.4％となっています。 
     

年齢 Ｎ=327 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学年 

子どもの学年は、4年生と 5 年生がともに 18.7％、次いで 2 年生が 17.1％、6年

生が 16.5％となっています。 
 

学年 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもの人数 

子どもの人数は、２人が 45.6％、次いで１人が 31.2％、３人が 18.7％となってい

ます。 
 

子どもの人数 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 



 ７２ 

51.7 45.0

1.2 0.9
0.6

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

84.7 15.0 0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

86.2 13.1

0.6

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

母親 父親 その他 無回答

問 2 調査票の回答者 

調査票の回答者は、「母親」が 86.2％、「父親」が 13.1%となっています。 
 

調査票の回答者 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

問 3 回答者の配偶者の有無 

回答者の配偶者の有無は、「配偶者がいる」が 84.7％、「配偶者はいない」が 15.0％

となっています。 

 

  回答者の配偶者の有無 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

問 4 家庭での子育てを主に行っている方 

家庭で子育てを主に行っている方は、「父母ともに」が 51.7％、「主に母親」が 45.0％

となっています。 

 

家庭内での子育てを主に行っている方 Ｎ＝327 

                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 ７３ 

21.1

21.4

23.9

21.4

11.6

0.3

0.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

第一小学校区

第二小学校区

第三小学校区

第四小学校区

第五小学校区

わからない

無回答

2.1

5.5

15.6

29.4

15.3

32.1

0.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1年未満

1年～5年

6年～10年

11年～15年

16年～20年

21年以上

無回答

問５ 住まいの学校区 

住まいの学校区は、「第三小学校区」が23.9％、次いで、「第二小学校区」と「第四小学校

区」が21.4％、「第一小学校区」が21.1％、「第五小学校区」が11.6％となっています。 

       

住まいの学校区 Ｎ＝327 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

問 6 回答者の瑞穂町での通算居住年数 

通算居住年数は、「21年以上」が32.1％、次いで「11年～15年」が29.4％、「6年～

10年」が15.6%となっています。  

 

回答者の瑞穂町での通算居住年数 Ｎ＝327 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７４ 

48.6

20.2

15.0

2.1

21.4

4.0

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

①緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預けている

②日常的に祖父母等の親族に預けている

③緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる

④日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる

⑤いずれもいない

無回答

80.3

16.5

12.4

8.7

6.4

4.1

1.8

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

子育てに協力してくれ、安心

身体的負担が大きく心配

負担をかけていることが心苦しい

時間的制約や精神的な負担が大きく心配

子どもの教育にとってふさわしい環境であるか、少し不安

その他

無回答

2．子どもの生活環境について 

 

問 7 日頃、お子さんを預けられる親族・知人（複数回答） 

日頃、お子さんを預けられる親族・知人については、「緊急時もしくは用事の際には祖

父母等の親族に預けている」が 48.6％、「日常的に祖父母等の親族に預けている」が

20.2%となっています。一方、「いずれもいない」は 21.4％となっています。 

 

                  日頃、お子さんを預けられる親族・知人 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【問 7で①と②を選択した方にうかがいます】 

 

問 7-1 祖父母等の親族にお子さんを預けている状況（複数回答） 

祖父母等の親族にお子さんを預けている状況は、「祖父母等の親族が子育てに協力して

くれ、安心である」が 80.3％と最も高くなっています。その他の子どもをみてもらって

いる状況は、それぞれ 20％以下となっています。 

                

祖父母等の親族にお子さんを預けている状況 Ｎ＝218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７５ 

81.1

9.4

5.7

3.8

1.9

7.5

1.9

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

友人・知人が子育てに協力してくれ、安心

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

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配

友人・知人の身体的負担が大きく心配

子どもの教育にとってふさわしい環境であるか、少し不安

その他

無回答

67.9

63.0

53.2

28.1

10.7

8.6

4.0

3.1

2.8

2.1

2.1

1.5

1.5

0.6

5.5

4.3

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

配偶者

友人や知人

子どもの祖父母等の親族

学校の先生

近所の人

医師等の医療関係者

相談する人はいない・場所はない

教育相談室

子育て支援施設（児童館等）

民生委員・児童委員

保健センター

保育士

子ども家庭支援センターひばり

幼稚園の先生

その他

無回答

【問 7で③と④を選択した方にうかがいます】 

 

問 7-2 友人・知人にお子さんを預けている状況（複数回答） 

友人・知人にお子さんを預けている状況は、「友人・知人が子育てに協力してくれ、安

心である」が 81.1％と最も高くなっています。その他の友人・知人にお子さんを預けて

いる状況は、それぞれ 10％以下の割合となっています。 

 

                  友人・知人にお子さんを預けている状況 Ｎ＝53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【すべての方にうかがいます。】 

 

問 8 子育てに関して気軽に相談できる人・場所の有無（複数回答） 

子育てに関して気軽に相談できる人・場所は、「配偶者」が 67.9％と最も高く、次いで

「友人や知人」が 63.0％、「子どもの祖父母等の親族」が 53.2％となっています。一方、

「相談する人はいない・場所はない」は 4.0％となっています。 

                 

子育てに関して気軽に相談できる人・場所の有無 Ｎ＝327 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７６ 

42.5

18.7

16.8

7.6

11.0

3.4

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

子育て相談の事業は、知っている

精神的に不安定な状況になった時は、利用したい

子育ての相談相手が身近にいるために、利用しない

すでに利用している

知らなかった

無回答

問 8-1 子ども家庭支援センターや保健センター等の子育て相談 

子ども家庭支援センターや保健センター等の子育て相談は、「子育て相談の事業は、知

っている」が 42.5%、「知らなかった」が 11.0％となっています。 

子育て相談利用に関しては、「すでに利用している」が 7.6％、「精神的に不安定な状況

になった時は、利用したい」が 18.7%となっています。一方、「子育て相談相手が身近に

いるために、利用しない」は 16.8%となっています。 

   

               子ども家庭支援センターや保健センター等の子育て相談 Ｎ＝327 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７７ 

38.2

0.0

42.5

0.3

10.9

6.8

1.2

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

フルタイムで就労中である

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中である

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

91.5

0.4

0.4

0.0

2.1

0.0

5.7

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

フルタイムで就労中である

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中である

パート・アルバイト等で就労しているが、

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

3．保護者の就労状況について 

 

問 9 保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む） 

（1）保護者の就労状況 

母親の就労状況は、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労中であ

る」が 42.5％、次いで「フルタイム（週 5日程度・1日 8時間程度の就労）で就労中で

ある」が 38.2％となっています。 

父親の就労状況は、「フルタイム（週 5 日程度・1日 8 時間程度の就労）で就労中であ

る」が 91.5％と最も高くなっている一方、「以前は就労していたが、現在は就労していな

い」は 2.1％となっています。 

 

母親の就労状況 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の就労状況 Ｎ＝283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７８ 

1.5

3.1

13.0

19.5

55.6

6.9

0.4

0.0

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

【問９の母親の就労状況で「就労している」を選択した方にうかがいます】 

【問９の父親の就労状況で「就労している」を選択した方にうかがいます】 

 

（2）1 週あたりの就労日数 

問９の母親の就労状況で「就労している」を選択した方で、母親の 1 週あたりの就労日

数は、「5 日」が 55.6％と最も高く、次いで「４日」が 19.5％となっています。 

問９の父親の就労状況で「就労している」を選択した方で、父親の 1 週あたりの就労日

数も「5日」が 67.8％と最も高く、次いで「6日」が 28.7％となっています。一方、「3

日以下」は 0.4％となっています。 

 

        母親の 1 週あたりの就労日数 Ｎ＝261 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

父親の 1 週あたりの就労日数 Ｎ＝261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

67.8

28.7

0.8

2.3

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

３日

５日

６日

７日

無回答



 ７９ 

3.1

13.0

13.0

11.5

13.4

27.2

10.3

3.8

0.4

1.5

0.4

2.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

13時間

無回答

0.4

0.4

1.9

33.0

14.9

26.8

5.0

6.5

2.3

0.4

1.5

0.4

0.4

6.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

０時間

３時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間

16時間

18時間

無回答

（3）１日あたりの就労時間（残業時間含む） 

母親の１日あたりの就労時間は、「8時間」が 27.2％と最も高く、次いで「7 時間」が

13.4％、「４時間」と「5 時間」はともに 13.0％となっています。 

父親の１日あたりの就労時間は、「8 時間」が 33.0％と最も高く、次いで「10 時間」

が 26.8％、「9 時間」が 14.9％となっており、母親と比較して父親の労働時間が長い傾

向にあります。 

  

母親の１日あたりの就労時間 Ｎ＝261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の１日あたりの就労時間 Ｎ＝261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ８０ 

0.4

0.4

0.4

2.3

22.2

54.4

14.9

1.1

0.8

1.5

1.5

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

２時頃

４時頃

５時頃

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

11時頃

12時頃

無回答

0.8

0.8

0.4

1.1

12.3

19.2

33.0

21.1

3.1

1.1

0.8

0.4

0.4

1.1

0.8

3.8

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

０時頃

２時頃

３時頃

４時頃

５時頃

６時頃

７時頃

８時頃

９時頃

10時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

22時頃

無回答

（4）家を出る時間 

母親の家を出る時間帯は、「8 時頃」が 54.4％と最も高く、次いで「７時頃」が 22.2％、

「9 時頃」が 14.9％となっています。 

父親の家を出る時間帯は、「7時頃」が 33.0％と最も高く、次いで「8 時頃」が 21.1％、

「６時頃」が 19.2％となっています。母親と比較して 1時間ほど早く家を出る傾向にあ

ります。 

 

        母親の家を出る時間 Ｎ＝261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の家を出る時間 Ｎ＝261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ８１ 

0.4

0.4

0.8

1.9

5.0

10.0

10.0

13.0

17.2

26.8

8.8

1.1

1.9

0.8

1.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

３時頃

８時頃

11時頃

12時頃

13時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時頃

無回答

1.1

1.1

1.1

1.1

1.9

0.4

0.4

0.4

0.8

1.9

12.3

23.0

24.5

11.1

7.7

3.8

1.9

5.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

０時頃

３時頃

５時頃

７時頃

９時頃

11時頃

12時頃

14時頃

15時頃

16時頃

17時頃

18時頃

19時頃

20時頃

21時頃

22時頃

23時頃

無回答

（5）帰宅時間 

母親の帰宅時間は、「18時頃」が 26.8％と最も高く、次いで「17時頃」が 17.2％、

「16 時頃」が 13.0％となっています。 

父親の帰宅時間は、「19時頃」が 24.5％、「18時頃」が 23.0％、「17 時頃」が 12.3％

となっています。父親の帰宅時間は、母親の帰宅時間と比較して約 1時間程度遅い傾向が

見られます。 

 

      母親の帰宅時間 Ｎ＝261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の帰宅時間 Ｎ＝261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ８２ 

52.5

19.4

7.2

0.7

20.1

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

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

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

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

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

【問９の母親の就労状況または父親の就労状況で「パート・アルバイト等（「フルタイム」以

外での就労）」を選択した方にうかがいます】 

問 10 フルタイム（週 5 日程度・1日 8時間程度の就労）への転換希望はありますか。 
 

問 10 フルタイムへの転換希望 

母親のフルタイムへの転換希望は、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就

労）の就労を続けることを希望」が 52.5％と最も高く、次いで、「フルタイム（週 5日

程度・1 日 8 時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が

19.4％となっています。 

父親のフルタイムへの転換希望は、無回答が１名となっています。（グラフ省略） 

 

母親の転換希望 Ｎ＝139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ８３ 

50.9 17.5 19.3 12.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子育てや家事等に専念したい 一番下の子どもが〇〇歳になったころに就労したい

1年以内に就労したい 無回答

【問 9 の母親の就労状況または父親の就労状況で「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」を選択した方にうかがいます】問 11 就労したいと

いう希望はありますか。 
 

問 11 就労希望 

（１）母親の就労希望 

現在就労していない母親の就労希望は、「子育てや家事等に専念したい（就労の予定は

ない）」が 50.9％と最も高く、就労より子育てへの専念を希望しています。次いで、「１

年以内に就労したい」が 19.3％、「一番下の子どもが〇〇歳になったころに就労したい」

が 17.5％となっています。 

 

母親の就労希望 Ｎ＝57 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）父親の就労希望 

現在就労していない父親の就労希望は、2名の回答があり、「子育てや家事などに専念し

たい（就労の予定はない）」と「１年以内に就労したい」がそれぞれ１名ずつとなってい

ます。（グラフ省略） 

 

（3）一番下の子どもが○○歳になったころ就労したいか（母親） 

就労する時の一番下の子どもの年齢は、「13歳」が 30.0％、次いで「10歳」と「16

歳」、がいずれも 20.0％となっています。（グラフ省略） 

 

父親については回答者はいませんでした。（グラフ省略） 

 

（４）希望する就労形態 

母親の希望する就労形態については、「（パートタイム、アルバイト等（フルタイム」以

外の就労）」が 21 名となっています。（グラフ省略） 

 

父親の希望する就労形態については、1 名の回答があり、「フルタイム（週 5 日程度・

1 日８時間程度の勤務）」が 1 名となっています。（グラフ省略） 

 

 



 ８４ 

4.8

57.1

19.0

14.3

4.8

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

２日

３日

４日

５日

無回答

4.8

23.8

38.1

23.8

4.8

4.8

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

３時間

４時間

５時間

６時間

８時間

無回答

（５）パートタイム、アルバイト希望の１週あたりの希望就労日数 

母親のパートタイム、アルバイト希望の１週あたりの希望就労日数は、「３日」が 57.1％

と最も高く、次いで「４日」が 19.0％、「５日」14.3％となっています。 

父親については回答者はいませんでした。（グラフ省略） 

 

１週当たりの就労希望日数 Ｎ＝21 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

（6）パートタイム、アルバイト希望の１日あたりの希望就労時間 

母親のパートタイム、アルバイト希望の１日あたりの希望就労時間は、「５時間」が

38.1％と最も高く、次いで「４時間」と「6時間」がともに 23.8％となっています。 

父親については回答者はいませんでした。（グラフ省略） 

 

１週当たりの就労希望時間 Ｎ＝21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ８５ 

78.3

15.6

45.9

5.8

12.8

19.3

0.0

6.7

1.2

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

学童保育クラブ

ファミリー・サポート・センター

その他(幼稚園・保育所等）

無回答

6.3

6.3

14.3

20.6

50.8

1.6

0.0

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

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

4．子どもの放課後の過ごし方について 

 

問 12 放課後に過ごしている場所（複数回答） 

（1）放課後に過ごしている場所 

放課後に過ごしている場所は、「自宅」が 78.3％と最も高くなっています。次いで「習

い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾等）」は 45.9％、「学童保育クラブ」は 19.3％

となっています。 

                     

放課後に過ごしている場所 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学童保育クラブ・・・保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、指導員の下、 

子どもの生活の場を提供する事業です。 

 

（2）学童保育クラブの週あたりの利用日数 

学童保育クラブの週あたりの利用日数は、「6 日」が 50.8％と最も高くなっています。

次いで「5日」が 20.6％、「4 日」が 14.3％となっています。  
 

学童保育クラブの週あたりの利用日数 Ｎ=63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ８６ 

31.7

19.0

17.5

31.7

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

16時まで

17時まで

18時まで

無回答

（4）学童保育クラブの利用時間帯 

下校時からの学童保育クラブの利用時間帯は、「16 時まで」が 31.7％と最も高く、次

いで「17 時まで」が 19.0％、「18 時まで」が 17.5％となっています。  

 

学童保育クラブの下校時間帯 Ｎ=63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ８７ 

（5）放課後過ごしている週・月あたりの利用日数 

1.「自宅」で過ごしている週あたりの利用日数は、「6日」が44.9％と最も高く、次い

で「4日」が17.2％、「3日」が10.5％となっています。 

 

2. 「祖父母宅や友人・知人宅」で過ごしている週あたりの利用日数は、「３日」が35.3％

と最も高く、次いで「2日」が33.3％、「６日」が15.7％となっています。 

 

3. 「習い事」で過ごしている週あたりの利用日数は、「3日」が32.7％と最も高く、次

いで「2日」が28.7％、「4日」が20.0％となっています。 

 

4. 「児童館」で過ごしている週あたりの利用日数は、「2日」が47.4％と最も高く、次

いで「3日」が36.8％、「４日」が10.5%となっています。 

 

5. 「放課後子ども教室」で過ごしている月あたりの利用日数は、「2日」が57.1％と最

も高く、次いで「3日」が28.6％となっています。 

 

※6. 「ファミリー・サポート・センター」については、回答がありませんでした。 

 

7. 「その他（幼稚園・保育所等）」で過ごしている週あたりの利用日数は「3日」が27.3％、

「4日」、「5日」がともに22.7％となっています。 

 

 

※６については、表は省略しています。 

 

 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

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 

そ
の
他 

N 256 51 150 19 42 22 

1 日 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

２日 8.2 33.3 28.7 47.4 57.1 4.5 

3 日 10.5 35.3 32.7 36.8 28.6 27.3 

4 日 17.2 7.8 20.0 10.5 2.4 22.7 

5 日 9.4 2.0 9.3 0.0 7.1 22.7 

6 日 44.9 15.7 6.7 0.0 0.0 4.5 

7 日 2.0 0.0 1.3 0.0 0.0 4.5 

無回答 7.8 3.9 1.3 5.3 4.8 9.1 

（％） 

 



 ８８ 

28.6

23.8

23.8

7.9

30.2

23.8

1.6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

施設・設備を改善してほしい

保育時間を拡充してほしい

指導内容を工夫してほしい

定員を増やしてほしい

現在のままでよい

その他

無回答

96.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

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

保護者が現在就労しているため

保護者が就労予定/休職中であるため

保護者が家族・親族等を介護しているため

保護者に病気や障害があるため

保護者が学生であるため

その他

無回答

【問 12で「学童保育クラブ」を選択した方にうかがいます】 

 

問 13 学童保育クラブを利用している主な理由 

学童保育クラブを選択した方で、学童保育クラブを利用している主な理由は、「保護者

が現在就労しているため」が 96.8％となっています。  

                  

学童保育クラブを利用されている主な理由 Ｎ=63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13-1 学童保育クラブに対する要望（複数回答） 

学童保育クラブへの要望は、「現在のままでよい」が 30.2％と最も高くなっています。

次いで「施設・設備を改善してほしい」が 28.6％、「保育時間を拡充してほしい」と「指

導内容を工夫してほしい」がともに 23.8％となっています。  

             

学童保育クラブに対する要望 Ｎ=63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ８９ 

15.9 84.1 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用している 利用していない 無回答

17.5 82.5 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したい 利用しない 無回答

42.9 54.0 3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用した 利用しなかった 無回答

問 13-2 学童保育クラブで実施している事業の利用状況、今後の利用意向 

（1） 現在の延長保育の利用状況 

現在の延長保育の利用状況は、「利用している」が 15.9％、「利用していない」が

84.1％となっています。 

 

現在の延長保育の利用状況 Ｎ=63 

 

 

 

 

 

 

（2） 今後の延長保育の利用意向 

今後の延長保育の利用意向は、「利用したい」が 17.5％、「利用しない」は 82.5％

となっています。  

 

今後の延長保育の利用意向 Ｎ=63 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 令和 5 年度のサマー学童（夏季休暇中限定）の利用状況 

期間限定入所（サマー学童）を「利用した」が 42.9％、「利用しなかった」が 54.0％

となっています。 
 

令和５年度に実施した期間限定入所（サマー学童）の利用状況 Ｎ=63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ９０ 

52.4 44.4 3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したい 利用しない 無回答

19.3

0.4

1.9

0.8

0.4

1.5

4.5

24.6

2.3

24.2

20.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

保護者が現在就労していないから

就労しているが、学童保育クラブを知らなかったから

就労しているが、近くに学童保育クラブがないから

就労しているが、学童保育クラブに空きがないから

就労しているが、学童保育クラブの開所時間が短いから

就労しているが、利用料がかかるから

就労しているが、子どもは放課後の習い事をしているから

就労しているが、子どもだけでも大丈夫だと思うから

就労しているが、他の施設に預けているから

その他

無回答

（4） 今後のサマー学童（夏季休暇中限定）の利用意向 

今後の期間限定入所（サマー学童）の利用意向は、「利用したい」が 52.4％、「利用

しない」は 44.4％となっています。 

 

今後の期間限定入所（サマー学童）の利用意向 Ｎ=63 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 12で「学童保育クラブ」を選択しなかった方にうかがいます】 

 

問 14 学童保育クラブを利用していない理由 

学童保育クラブを選択しなかった方で、学童保育クラブを利用していない理由は、「保

護者が就労しているが、放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思うから」が

24.6％、次いで「保護者が現在就労していないから」が 19.3％、「保護者が就労してい

るが、子どもは放課後の習い事をしているから」が 4.5％となっています。 

 

学童保育クラブを利用していない理由  Ｎ=264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ９１ 

3.0 72.7 24.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したい 今後も利用しない 無回答

問 14-1 今後の学童保育クラブの利用希望 

今後の学童保育クラブの利用希望については、「利用したい」が 3.0％、「今後も利用し

ない」が 72.7％となっています。 

 

今後の学童保育クラブの利用希望 Ｎ=264 

 

 

 

 

 

 

 

（1）平日の利用希望日数・時間 

   回答者はそれぞれ 8 名で、グラフは省略します。 

 

 1. 1 週あたりの利用希望日数 

1 週あたりの利用希望日数は、「２日」、「３日」、「5 日」がそれぞれ 25.0％、「4 日」、

「６日」がそれぞれ 12.5％となっています。 

 

 2. 1 日あたりの利用希望時間 

1 日あたりの利用希望時間は、「4 時間」が 37.5%、「2 時間」が 25.0%、「３時間」

と「８時間」がそれぞれ 12.5%となっています。 

 

3. 利用希望開始時間 

利用希望開始時間は、「14 時から」が 50.0%、「７時から」、「13時から」、「15 時か

ら」、「16 時から」がそれぞれ 12.5%となっています。 

 

4. 利用希望終了時間 

利用希望終了時間は、「18 時まで」が 37.5％、「16 時まで」と「17 時まで」がそれ

ぞれ 25.0％、「19 時まで」が 12.5％となっています。 

 

    

 

 

 

 

 

 



 ９２ 

（2）土曜日の利用希望時間 

   回答者はそれぞれ 8 名で、グラフは省略します。 

 

 1. 1 日あたりの利用希望時間  

1日あたりの利用希望時間は、「8時間」と「9時間」がそれぞれ12.5％となっています。 

 

2. 利用希望開始時間 

利用希望開始時間は、「10時から」と「13時から」がそれぞれ12.5％となっています。 

 

3. 利用希望終了時間 

利用希望終了時間は、「18時まで」と「20時まで」がそれぞれ12.5％となっています。 

 

（3）日曜日の利用希望時間 

   回答者はそれぞれ 8 名で、グラフは省略します。 

 

1. 1 日あたりの利用希望時間 

1 日あたりの利用希望時間は、「9 時間」が 12.5％となっています。 

 

2. 利用希望開始時間 

利用希望開始時間は、「10 時から」が 12.5％となっています。 

 

3. 利用希望終了時間 

利用希望終了時間は、「18 時まで」が 12.5％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ９３ 

48.9

43.4

4.3

3.4

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

希望する

希望しない

利用できる放課後子ども教室がない

無回答

37.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

12.5

25.0

0% 10% 20% 30% 40%

保護者が現在就労しているため

保護者が就労予定/求職中であるため

保護者がそのうち就労したいと考えているため

家族・親族等の介護をしなければならないため

保護者に病気や障がいがあるため

保護者が学生である/就学したいため

就労していないが、子どもの教育のため

その他

無回答

【問 14-1 で「利用したい」を選択した方にうかがいます】  

 

問 14-2 学童保育クラブを利用したい理由 

問 14-1 で「利用したい」と選択した方で学童保育クラブを利用したい理由は、「保護

者が現在就労しているため」が 37.5％と最も高くなっています。 

 

学童保育クラブを利用したい理由 Ｎ=8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【すべての方にうかがいます】地域によっては、学童保育クラブと連携して行う事業として

「放課後子ども教室」がありますが、その希望利用はありますか。 

 
問 15 「放課後子ども教室」の利用希望 

「放課後子ども教室」の利用希望については、「希望する」が 48.9％と最も高くなって

おり、次いで「希望しない」が 43.4％、「利用できる放課後子ども教室がない」が 4.3％

となっています。 

 

放課後子ども教室の利用 Ｎ=327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ９４ 

34.6

33.3

30.0

9.5

8.9

5.8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

クラブ活動等の習い事をさせたい

放課後子ども教室を利用したい

利用を希望するサービスは特にない

学童保育クラブを利用したい

その他

無回答

6.5

25.8

19.4

48.4

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

４年生

５年生

６年生

無回答

問 16 小学校４年生以降の放課後の過ごし方について望むこと（複数回答） 

小学校４年生以降の放課後の過ごし方については、「クラブ活動等の習い事をさせた

い」が 34.6％、次いで「放課後子ども教室を利用したい」が 33.3％となっています。

一方、「利用を希望するサービスは特にない」が 30.0％となっています。 

 

今後の「放課後子ども教室」の利用希望 Ｎ=327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）学童保育クラブを利用したい方で小学〇年生まで利用したいか 

学童保育クラブを利用したい方で小学〇年生まで利用したいかについては、「5 年生」

が25.8％と最も高く、次いで「6年生」が19.4％、「4年生」が6.5％となっています。 

 

学童保育クラブを利用したい方で小学〇年生まで利用したいか Ｎ=31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ９５ 

74.0 25.4 0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あった なかった 無回答

20.7

75.6

14.5

15.3

0.0

10.7

1.2

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

父親が休んだ

母親が休んだ

就労していない方が子どもを看病してもらった

親族・知人に子どもを看病してもらった

ベビーシッターを利用した

その他

無回答

5．子どもの病気の際の対応について 

 

問 17 病気やケガで学校を休んだことがあるか 

この１年間に、子どもが病気やケガにより学校を休んだことは、「あった」が 74.0％、

「なかった」は 25.4％となっています。 

 

病気やケガにより学校を休んだことがあるか Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

【問 17で「あった」を選択した方にうかがいます】 

 

問 17-1 対処方法（複数回答） 

問 17 で「あった」を選択した方で、病気やケガにより学校を休んだことへの対処方法

では、「母親が休んだ」が 75.6％と最も高く、次いで「父親が休んだ」が 20.7％、「（同

居者を含む）親族・知人に子どもを看病してもらった」が 15.3%となっています。  

 

対処方法 Ｎ＝242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ９６ 

（１）対処のために休んだ日数（複数回答） 

    １．「父親」が対処のため仕事を休んだ日数は、「3日」が34.0％と最も高く、次いで

「2日」が20.0％、「4日」が16.0％となっています。 

 

2．「母親」が対処のため仕事を休んだ日数は、「6日」が20.8％と最も高く、次いで

「4日」が18.6％、「3日」が12.6％となっています。 

 

3．「父親または母親のうち就労していない方」が対処のため子どもを看病した日数は、

「11日」が20.0％と最も高く、次いで「4日」が14.3％、「2日」と「６日」が

同率でともに11.4％となっています。 

 

4．「（同居者を含む）親族・知人」に対処のため子どもを看病してもらった日数は、

「3日」が27.0％と最も高く、次いで「6日」が21.6％、「2日」と「4日」が同

率でともに10.8％となっています。 

 

５．対処のため「ベビーシッター」を利用した日数については、回答がありませんでした。 

  （グラフ省略） 

 

６．対処のため「その他」を利用した日数については、「2日」が26.9％と最も高く、

次いで「4日」が15.4％、「6日」が7.7％となっており、「父親または母親が看

病した」などの回答がありました。 

  



 ９７ 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

父
親 

母
親 

父
親
・
母
親
の
う
ち

就
労
し
て
い
な
い
方 

親
族
・
知
人 

そ
の
他 

N 50 183 35 37 26 

1 日 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 

２日 20.0 9.3 11.4 10.8 26.9 

3 日 34.0 12.6 5.7 27.0 3.8 

4 日 16.0 18.6 14.3 10.8 15.4 

5 日 0.0 4.4 2.9 2.7 0.0 

6 日 14.0 20.8 11.4 21.6 7.7 

7 日 0.0 3.8 2.9 2.7 0.0 

8 日 4.0 2.7 8.6 2.7 0.0 

9 日 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 

11 日 6.0 12.0 20.0 2.7 3.8 

13 日 0.0 0.5 0.0 2.7 0.0 

15 日 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 

16 日 0.0 2.2 8.6 0.0 3.8 

17 日 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 

18 日 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 

21 日 0.0 1.6 2.9 0.0 0.0 

25 日以上 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 

無回答 4.0 4.9 11.4 16.2 38.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ９８ 

5.2 94.2 0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あった なかった 無回答

52.9

0.0

47.1

17.6

5.9

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

（同居者を含む）親族・知人に預けた

ベビーシッターを利用した

仕方なく子どもを同行させた

その他

無回答

6．子どもの宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

 

問1８ 保護者の用事による子どもの泊りがけの対処について 

保護者の用事による子どもの泊りがけの対処については、「あった」が 5.2％、「なかっ

た」が 94.2％となっています。  

 

保護者の用事による子どもの泊がけの対処 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

   預け先があった場合の対処方法については、「（同居者を含む）親族・知人に預けた」が

52.9％、「仕方なく子どもを同行させたが」47.1％となっています。 

 

預け先があった場合の対処 Ｎ＝17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ９９ 

29.4

17.6

5.9

5.9

41.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

２日

４日

６日

11日

無回答

（1）預け先があった場合の合計の日数 

預け先があった場合の合計の日数については、「2日」が29.4％、「4日」が17.6％、

「6日」と「11日」が同率でそれぞれ5.9％となっています。 

 

預け先があった場合の合計の日数 Ｎ＝17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）（同居者を含む）親族・知人に預けた日数  

親族・知人に預けた日数については、９名の回答があり、「2日」が1.5％、「4日」が

0.9％、「6日」と「11日」が同率でそれぞれ0.3％となっています。 

 

（3）ベビーシッターを利用した日数 

    ベビーシッターについては、回答がありませんでした。 

 

（4）仕方なく子どもを同行させた日数 

  仕方なく子どもを同行させた日数については、８名の回答があり、「４日」が 37.5％、

「３日」が 25.0％、「２日」、「5 日」、「６日」がともに 12.5％となっています。 

 

（5）その他の日数 

    その他の日数については、３名の回答があり、「娘に迎えに来てもらった」などの記述が

ありました。 

    

 

 

 

 

 

 



 １００ 

91.4

74.9

61.5

44.0

37.9

3.7

2.1

0.0

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

子どもの成長

子どもとのふれあい、交流

家族が明るくなる

子どもを通して人間関係が広がる

家族や夫婦の絆が強くなる

その他

特にない

無回答

60.6 30.0 4.0 5.5 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

楽しいと感じることの方が多い 楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い わからない

無回答

7．子育て全般について 

 

問 19 子育てを楽しいと感じることが多いか、つらいと感じることが多いか 

子育てを楽しいと感じることが多いかについては「楽しいと感じることの方が多い」が

60.6％と最も高く、次いで「楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい」

が 30.0％、「つらいと感じることの方が多い」が 4.0％となっています。  

 

         子育てを楽しいと感じることが多いか、つらいと感じることが多いか Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 子育ての楽しみはどんなことか（複数回答）  

   子育ての楽しみがどんなことかについては「子どもの成長」が 91.4％と最も高く、次

いで「子どもとのふれあい、交流」が 74.9％、「家族が明るくなる」が 61.5％となって

います。 

   「その他」の記述については、「勇気とモチベーションがもらえる」、「子育てを通して

自分も成長できる」などがあります。 

 

子育ての楽しみはどんなことか Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １０１ 

45.0 28.7 10.7 8.6 7.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

不安や負担等を感じることがある あまり不安や負担等は感じない

まったく感じない なんともいえない

非常に不安や負担等を感じる 無回答

10.4 52.0 21.4 14.1 2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 まあまあ満足 やや不満 不満 無回答

問 21  子育てに関して不安や負担等を感じるか  

   子育てに関して不安を感じるかどうかについては「不安や負担等を感じる」が 45.0％

と最も高く、次いで「あまり不安や負担等は感じない」が 28.7％、「まったく感じない」

が 10.7%となっています。 

 

子育てに関して不安や負担等を感じるか Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22 瑞穂町における子育て環境や支援への満足度  

子育て環境や支援への満足度は、「まあまあ満足」が 52.0%と最も高く、次いで「満足」

が 10.4％となっています。一方、「やや不満」では 21.4％、「不満」では 14.1％となっ

ています。 

 

瑞穂町における子育て環境や支援への満足度 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １０２ 

62.4

59.0

50.2

41.9

19.9

4.6

2.1

1.8

0.9

0.3

2.8

2.1

0.3

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

広報やパンフレット

インターネット

友人や知人

小学校

テレビ、ラジオ

新聞

子育てサークルの仲間

子育て雑誌

子育てナビワクワクみずほ（アプリ）

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

その他

無回答

26.0

38.2

56.6

40.7

3.1

15.6

9.2

8.3

16.2

19.0

4.0

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

親子が安心して集まれる身近な施設が欲しい

子どもが楽しめるイベント等の機会を増やしてほしい

教育にかかる利用料を軽減してほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい

町営や都営住宅への多子世帯の優先入居等住居面の配慮がほしい

企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

悩みを打ち明けられる場所を増やしてほしい

「子ども食堂」の拡充や活動支援をしてほしい

その他

無回答

問 23 瑞穂町に対する子育て支援の要望（複数回答） 

瑞穂町に対する子育て支援の要望は、「教育にかかる利用料を軽減してほしい」が

56.6％と最も高くなっています。次いで「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を

整備してほしい」は 40.7％、「子どもが楽しめるイベント等の機会を増やしてほしい」が

38.2％となっています。 

 

瑞穂町に対する子育て支援の要望 Ｎ＝327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 24 子育てに必要な情報の入手方法（複数回答） 

子育てに必要な情報の入手方法については、「広報やパンフレット」が 62.4％と最も高

く、次いで「インターネット（ホームページ、ブログ、X（旧ツイッター）、インスタグラ

ム、フェイスブック等）」は 59.0％、「友人や知人」が 50.2%となっています。 

  

子育てに必要な情報の入手方法 Ｎ＝327 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １０３ 

66.4 5.5 27.5 0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子育てしたい 別の場所で子育てしたい わからない 無回答

問 25 これからも瑞穂町で子育てしたいか 

「これからも瑞穂町で子育てしたいですか」への回答は、「子育てしたい」が 66.4％と

なっており、一方、「別の場所で子育てしたい」が 5.5％となっています。瑞穂町で子育

てをしたい方は６割を超えています。 

 

これからも瑞穂町で子育てしたいか Ｎ＝327 
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自由記述の概要（瑞穂町子ども・子育て支援事業計画策定に伴うニーズ調査） 
 

Ⅰ.未就学児保護者の意見・要望等 

 1.幼児が遊べる遊具のある公園の整備 

    ・乳幼児でも遊べるスペースや遊具があるといい。外で遊ぶ機会が増えて、親の

気分転換にもなる。 

    ・公園が少ない。使っていないような地区会館が多い。 

・駐車場が少なく、車をとめられないので、駐車場がたくさんある大きな公園が

ほしい。 

・瑞穂町には子どもが遊べる公園が少ないのでもっと増やすべき。 

・たくさんの大型遊具や広場、水遊びができるスペース等、楽しめる公園がほしい。 
 

 2.医療機関の拡充 

    ・瑞穂町には子どもがかかれる医療機関が少ない。児童館など子どもに関する施

設も古いものが多いので、目に見える形でもう少し子育て支援に町として力を

入れてほしい。 

・発熱した時に医療機関に電話がつながらない。市販の検査薬で検査するように

いわれるがお金がかかる。子どもは病院でしてもらえれば無料なのに病院にか

かることができないのでかなりの出費です。産後１か月で一時預かりの券をい

ただいたが、利用期間内は授乳や搾乳の関係で２人とも利用することができな

かったです。 

・小児科、皮膚科が少なすぎる。発熱時快く受け入れてくれる病院がない。瑞穂町

の小児科の先生は対応が悪いので他の市へ行っている。病院を増やしてほしい。 
 

 3.児童館に関する要望・評価 

    ・瑞穂町は児童館が 1 つしかなく、家から遠いので、移動児童館をやってくれる

と助かる。 

・児童館が少なく土日の遊び方に悩むことがある。歩いていける公園にはブラン 

コもなく道も狭いため、1 歳とでかけるには徒歩では厳しいと感じる。 

・児童館や子ども家庭支援センターが日曜、祝日に開いておらずGW や雨の休日

に遊ぶ場所が少なく困っている。また職員の方とも交流がなく気軽に立ち寄れる

ようになればいいなと思う。 

・雨が降ると遊ぶところがない。南平だと児童館まで遠いので遊びに行こうとはな

らない。近くに雨でも遊べる室内遊戯施設がほしい。 
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4.幼稚園・保育園の拡充等 

   ・瑞穂町内で病児・病後児保育や、日曜・祝日・年末年始、保育利用可能な所をつ

くってほしい。福生や青梅だと遠すぎて結局仕事に支障がある。 

・以前町内保育園を利用していたが、先生の入れ替わりが激しく、また園児へのケ

アも非常に不足していたと感じる。 

・保育園や小学校の給食費の負担をどうにかしてほしい。 
 

5.学童保育クラブの充実 

   ・学童の預かり時間は8時からにしてほしい。（土曜と夏休み、冬休み）別途料金を支

払っても利用したい家庭のみ。フルタイムの仕事をしていると、8:30～だと子ども

一人で鍵をかけて出て行かなければならないため、不安である。どこの市ももう８:

００～になっているのに瑞穂は利用者がいないからか遅れていると思う。 

・学童の時間を 19 時まで、春休みなど 7:30～やってくれると利用しやすい。普段

は通学路をたくさんの小学生が歩いているので、1 年生でも歩いて行かせられるが、

学校が休み、学童の日は同じ時間でも人通りが少なく、むしろいないので歩かせら

れず、送らないといけない。 

   ・学童保育の場所を小学校内に作ってほしい。利用している児童は低学年が多いの

に、学童が小学校から離れているため下校して向かう時も降所する際も道のりに

不安がある。必要時には迎えに行かなくてはならない。 
 

 6.その他（意見・要望等） 

   ・大型ショッピングモールがなくなり大変不便である。自転車で行けるスーパーが

ない。子ども服も１００均も、青梅、武蔵村山まで行かなければならない。町内

大型商業施設ができることを強く願っている。 

   ・車の運転ができないため、町全体で車が普通の環境に感じる。もう少し町の外れ

の住まいや、子どもをベビーカーやバス、自転車に乗っていかなくても良い距離

に子ども家庭支援センターの一部や遊び場ができると本当に助かる。同じ町内で

も車がないと遠くて行く気持ちにならない。 

   ・瑞穂町は子育てにすごく力を入れていると思うが、公共事業があまり進んでない

気がする。そうすると住宅の整備が整わず、外からの人が新しく入ってこられな

い。子どもも増えない。そして高齢者も結果的には住みづらくなってくる。東口

も西口みたいにきれいになると活気が良くなると思う。 
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Ⅱ.小学生保護者の意見・要望等 

 1.子ども達への安全確保 

   ・児童館が瑞穂町に１箇所しかないので、家からは離れていて親なしでは通いにく

い。公園も良いが、中には不審者もいたりと不安を感じることもある。そういっ

た人が現れにくくなるような公園のデザインなどがあれば変えていってほしい。 

・今年から小学校１年生になり下校時に不審者に遭った。すぐに警察に相談したが

何もやってくれない。防犯カメラの設置や街灯の設置を強く希望する。 

・時間通行止め箇所の違反車や高齢者の危険運転が多い。子ども１人で歩かせるに

は危険が多い。せめて白線が消えかけているところ、カーブミラーが見えにくく

なっているところなどの整備に力を入れてほしい。      

・小学校に通学するのに毎日青梅街道を横断するが、昔から歩道橋がある方が安心

なのではないかなと思う。歩道も狭いし、大きなトラックもたくさん走っている

ので事故が起きてからでは遅いと思う。 

・自宅の近くに学校の友達や兄弟などいない家庭や、一人や少人数での登下校しか

できない小さな子がいる。集団登下校を導入してほしい。 
 

 2.小学校について 

   ・学校内に落ち着いて勉強できる子が意外と少なく、逆に短気だったり暴力的なこ

とが多いことに困っている。先生もトラブル対応に時間や労力を取られてしまっ

て、肝心の学力向上がいつまでも進まないように思う。 

・教育に力を入れてほしい。塾に行かないと高校受験は厳しい感じ。経済的負担が

大きい。よりよい教育が受けられるような環境をお願いしたい。地元の中学校に

は行かせたくないと現在強く感じるが、塾（受験に備えての）は高額すぎて悩む

ところである。中学受験に対応している塾が瑞穂にあれば良いのにと思う。 

・まずタブレット児童 1人 1 台付与されているが、全く活用されておらずムダ。持

ち帰りもできず、授業でたまに使用するのみの現状は遅れていると思う。以前あ

った小 6、中３対象のフューチャースクールを復活してほしい。現在受験生を対

象にした補助はあるが、より簡単に行える政策だと思った。是非令和 6 年度に中

学 3 年生の受験生を対象にお願いしたい。 
 

 3.児童館・学童保育クラブの充実 

   ・学童の開所時間を早めてほしい。特に土曜日や夏休み。8:30-9:00 までの登所

だが、仕事の始業が 8:30 もしくは 8:00 からだと子どもが親の後、家を出て、

自分で鍵を閉めてもらうことになるため。母子家庭だととても大変。不安も多く

なると思う。 

・夏休みなどの長期休み以外でもコミュニティーセンターでいつでも遊びに行ける

場所があると、子どもが安心して遊べる場所が増えるため、移動児童館だったり、

たくさんイベントがあると助かる。 
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 4.医療について 

・皮膚科・整形外科などや専門的な小児科が町にないのはとても困る。 

・障がい児を育てています。瑞穂町には通院する病院を始め、放課後デイサービス

も不足しており、他市町に頼らざるを得ず、親の送迎が負担になっている。 

・瑞穂にも小児科専門の病院（発熱外来対応）がほしい。給食費、教材費など、3

人子どもがいると予想以上に負担が大きい。 
 

 5.スマホ・タブレット等の所持について 

   ・小学生も高学年になるとインターネットの心配がある。瑞穂町では学校のタブレ

ットを大事にしすぎ？他市と他県では宿題も先生との連絡もタブレットで行って

いる。もっと活用してほしい。できれば iPadで。 

   ・小学生がスマホを持つのは早いと思う。家では持たせていないが、周りの子はほ

とんど持っているので欲しがる。皆持っているためかわいそうとも思うが、やは

り早くても中学生かなと‥悩む。スマホは中毒になるので怖い。 

   ・小学校・中学校などで導入しているタブレットを自宅でも活用してほしい。自宅

で使用する機会がないので、意味があるのかと疑問に思う。（長期間体調不良で登

校できない場合など、学校へ行けない期間に自宅でも勉強できるようにタブレッ

トを活用してもらいたい） 
 

 6.その他（意見・要望）  

    ・町内大型商業施設が閉店し、遊べる施設がなくなった。第三小学校区は子どもと一緒

に楽しめる施設がなさすぎる。町営プール、児童館も遠い。体を動かせる施設もない。

さみしくなったと感じている。 

   ・近くに習い事が少ない。子どもだけで行ける習い事がほしい。スカイホールなど町の

中心部で行っているイベントに参加したいが、仕事で行けないことが多い。子どもが

歩いて行ける場所でもやっていたらなと思う。 

   ・最近は遊具が危険（アスレチック系）という理由でどんどん撤去されていて、子どもが

遊べるところが少ないと思う。子ども達がのびのび遊べる場所を手軽に使える体育館と

か、サッカー、バスケ、自転車、スケボー遊びができるとか、考えていただきたい。 

   ・子育てする自然環境は良いと思うが、本当に交通が不便すぎる。昭島や箱根ケ崎に行

くバスの交通もシルバーばかりで小学生は使えないのは疑問。みんながもっと使いや

すくしてほしい。公園等遊ぶ場所の充実も希望。新青梅街道を超えた瑞穂には遊ぶ場

所がない。悩みがあってもどう相談してよいかわからない。 

   ・他の市区町村との差別化を図り、「子育てしやすい瑞穂町」をアピールする意味

でも、給付金などの支援に頼らず「子育て世帯の世帯主への正規就労支援」を拡

充してほしいと思っている。〈具体的には〉子育て世帯の世帯主に対しては、町

が積極的に正規雇用の職を紹介し、子どもを取り巻く環境を安定したものにして、

学力向上や子どもの成長を助ける。（掛け持ちバイトをして生計をたてている親、

離婚して実家に帰ってきたばかりの親・・こういう家庭が結構ある） 
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