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１ 中間のまとめにかかるパブリックコメント 

（意見公募）について 

≪実施概要≫ 

意見募集期間 令和元年１２月９日～令和２年１月９日 

意見を提出できる方 

・台東区内に住所を有している方 

・台東区内の事務所、事業所に勤務している方 

・台東区内の学校に在学している方 

・台東区内の事務所、事業所を所有している方 

・この計画に利害関係を有している方 

意見の募集方法 

・書面の郵送 

・書面の持参 

・ファクシミリ 

・区公式ホームページの意見入力フォーム 

受付数 ４５人・９８件 

 

（１）受付方法別件数 

提出方法 人数 件数 

書面の郵送 ０人 ０件 

書面の持参（施設回収） ３５人 ７５件 

ファクシミリ ２人 ４件 

区公式ホームページへの意見提出入力フォーム ８人 １９件 

合計 ４５人 ９８件 

 

（２）施策別件数 

「基本目標１ 安心して子供を生み育てられるよう切れ目のない支援を行う」に関する意見…  ７件  

（内訳） 

〇妊娠・出産に対する支援について… １件 

〇母子保健の推進について    … ６件 

 

「基本目標２ 教育・保育の質と量を充実する」に関する意見… ３７件 

（内訳） 

〇教育・保育施設の整備について      … １４件 

〇多様な保育サービスの展開について    … １１件 

〇教育・保育サービスの質の向上について  …  ７件 

〇児童・生徒の放課後の居場所づくりについて…  ５件 
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「基本目標３ 子供や親の学びと遊びの場を整備する」に関する意見… ２１件 

（内訳） 

〇就学前教育の推進について         …  １件 

〇学ぶ環境の整備について          …  ５件 

〇子供の参画・多様な活動の機会の充実について…  ３件 

〇安心できる遊び場の整備について      … １２件 

 

「基本目標４ 子育て支援環境の充実を図る」に関する意見… ５件 

（内訳） 

〇地域における子育て支援の充実について…  ５件 

 

「基本目標５ 子供が安心して安全に育つ環境をつくる」に関する意見… ７件 

（内訳） 

〇子供の権利擁護について        …  １件 

〇児童虐待の防止について        …  １件 

〇交通安全・防犯・災害対策の強化について…  ２件 

〇子育て世帯の生活を支える住環境の整備 …  ３件 

 

「基本目標６ 配慮を要する子供や家庭への支援の充実を図る」に関する意見… ３件 

（内訳） 

〇生活の基礎を支えるための支援についての意見…  ３件 

 

「基本目標７ 若者が社会生活を円滑に営むことができるよう、支援する」に関する意見… ２件 

（内訳） 

〇若者の社会的・職業的自立への支援についての意見…  ２件 

 

その他の意見…１６件 

（内訳） 

〇計画全般について               …１４件 

〇保育所の入所基準（基本指数、調整指数）について… ２件 
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２ 計画策定経過 

 

(１) 台東区次世代育成支援地域協議会 

開催年月日 内容 

平成３０年度 第１回  

平成３０年８月２２日 
〇台東区次世代育成支援に関するニーズ調査について 

平成３０年度 第２回 

平成３１年１月２５日 

〇台東区次世代育成支援に関するニーズ調査の結果（速報）に 

ついて 

令和元年度 第１回 

令和元年５月２０日 
〇台東区次世代育成支援に関するニーズ調査の結果について 

令和元年度 第２回 

令和元年８月２１日 
〇台東区次世代育成支援計画について 

令和元年度 第３回 

令和元年１１月１４日 
〇台東区次世代育成支援計画（第二期）中間のまとめについて 

令和元年度 第４回 

令和２年１月２７日 
〇台東区次世代育成支援計画（第二期）について 

 

(２) 台東区次世代育成支援計画（第二期）策定庁内検討会 

開催年月日 内容 

第１回  

平成３１年１月８日 

〇台東区次世代育成支援計画（第二期）の策定について 

〇台東区次世代育成支援に関するニーズ調査の結果（速報）に 

 ついて 

第２回 

平成３１年３月１１日 
〇台東区次世代育成支援計画（第二期）体系案について 

第３回 

平成３１年４月２３日 

〇台東区次世代育成支援に関するニーズ調査の結果について 

〇台東区次世代育成支援計画（第二期）体系案について 

〇台東区次世代育成支援計画（第二期）骨子案について 

第４回 

令和元年７月３日 

〇台東区次世代育成支援計画について 

〇台東区次世代育成支援計画（第二期）について 

〇子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと確保策に 

ついて 

第５回 

令和元年１０月２３日 
〇台東区次世代育成支援計画（第二期）中間のまとめについて 

第６回 

令和２年１月２１日 
〇台東区次世代育成支援計画（第二期）について 
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３ 台東区次世代育成支援地域協議会設置要綱 

台東区次世代育成支援地域協議会設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 台東区における、次世代育成支援の総合的かつ効果的な推進を図るため、台東区 

次世代育成支援地域協議会（以下｢協議会｣という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次の各号に掲げる事項を処理する。 

（１）次世代育成支援行動計画の基本的な考え方及び体系に関すること。 

（２）次世代育成支援行動計画の進捗状況の点検及び施策の評価に関すること。 

（３）子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項第１号、第２号 

   及び第３号に定める事項に関すること。 

（４）その他協議会が必要と認める事項に関すること。 

 

（組 織） 

第３条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

（１）学 識 経 験 者   ２名以内 

（２）地域団体の代表  １２名以内 

（３）区 民 委 員   ２名以内 

（４）区 職 員   ４名以内 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期中に辞任したとき

又は欠けたときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 協議会に、委員長、副委員長を置く。 

２ 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。 

３ 委員長は、協議会を統括し、協議会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第６条 協議会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。 

 

（意見の聴取） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴取

することができる。 
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（会議及び会議録等の取扱い）  

第８条 会議ならびに会議録及び会議にかかる資料（以下｢会議録等｣という。）は、公開   

する。ただし、委員長又は委員の発議により出席委員の過半数により議決したときは、会

議又は会議録等を公開しないことができる。 

２ 会議又は会議録等を公開するときは、委員長は必要な条件を付すことができる。 

 

（庶 務） 

第９条 協議会の庶務は、区民部子育て・若者支援課において処理する。 

 

（委 任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会に対し必要な事項は、委員長が定める。 
 
 

付 則 

 この要綱は、平成１７年 ５月２０日から実施する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成１８年 ９月１５日から実施する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成１９年 ５月 １日から実施する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２１年 ４月 １日から実施する。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成２５年 ４月 １日から実施する。 

２ 第４条の規定について、平成２６年３月３１日をもって任期満了となる者は、平成  

２７年３月３１日まで任期を延長するものとする。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２７年 １月 ２１日から実施する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２７年 ８月  １日から実施する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２８年 ４月  １日から実施する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成３０年 ４月  １日から実施する 
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４ 台東区次世代育成支援地域協議会委員名簿 

 

役 職 氏 名 区 分 備 考 

委員長 西 智子 日本女子大学家政学部児童学科 特任教授  

副委員長 堀内 一男 元跡見学園女子大学文学部 教授  

委 員 清水 紀美代 台東区町会連合会 女性部常任幹事  

委 員 宇津木 和子 
台東区民生委員・児童委員協議会 

主任児童委員部会部会長 

令和元年 11月 30

日まで 

委 員 今西 みどり 
台東区民生委員・児童委員協議会 

主任児童委員部会部会長 

令和元年 12 月 1

日から 

委 員 澤田 庄一 台東区手をつなぐ親の会  

委 員 石田 真理子 台東区子供育成活動支援ネットワーク会議委員長  

委 員 藤巻 静可 台東区私立保育園連合会（上野保育園 理事） 
令和元年 5 月 10

日まで 

委 員 古屋 道明 台東区私立保育園連合会（共生保育園 園長） 
令和元年 5 月 11

日から 

委 員 髙橋 海有 台東区私立幼稚園連合会（台東初音幼稚園 園長）  

委 員 小出 亮 台東区立小学校 PTA連合会 会長 
令和元年 5 月 30

日まで 

委 員 宇佐見 正人 台東区立小学校 PTA連合会 会長 
令和元年 5 月 31

日から 

委 員 江川 悦子 台東区青少年委員協議会 会計  

委 員 柴原 公明 下谷医師会 副会長  

委 員 桑原 裕美子 浅草医師会 副会長  

委 員 中井 宏好 東京商工会議所 台東支部 事務局長  

委 員 齋藤 守男 
連合東京東部ブロック地域協議会 

連合台東地区協議会 議長 
 

委 員 中村 真理子 区民委員  

委 員 土肥 拓生 区民委員  

委 員 佐藤 徳久 企画財政部長 
平成 31年 3月 31

日まで 

委 員 望月 昇 区民部長  

委 員 齋藤 美奈子 健康部長  

委 員 小竹 桃子 台東保健所長 
平成 31 年 4 月 1

日から 

委 員 田中 充 教育委員会事務局次長 
平成 31年 3月 31

日まで 

委 員 酒井 まり 教育委員会事務局次長 
平成 31 年 4 月 1

日から 
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５ 台東区次世代育成支援計画策定庁内検討会設置要綱 

台東区次世代育成支援計画（第二期）策定庁内検討会設置要綱 

 

平成３０年１２月１日 

３０台区子若第８４８号 

 

（設 置） 

第１条 現行の台東区次世代育成支援計画（以下「現行計画」という。）の計画期間の満了

に伴い、引き続き、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６３号）第６１条に定め

る計画並びに新たに子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成２５年法律第６４号）

第８条に規定する子どもの貧困大綱に基づく子供の貧困対策及び子ども・若者育成支援

推進法（平成２１年法律第７１号）に基づく若者施策を包含した台東区次世代育成支援

計画（第二期）（以下「新計画」という。）を策定するため、台東区次世代育成支援計画

（第二期）策定庁内検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (１) 現行計画の検証に関すること。 

 (２) 新計画の策定に関すること。 

 (３) その他新計画の策定に関し必要な事項 

 

（構 成） 

第３条 検討会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 検討会に会長を置き、会長は、区民部長をもって充てる。 

３ 検討会に副会長を置き、副会長は、健康部長、台東保健所長及び教育委員会事務局次

長をもって充てる。 

 

（会 長） 

第４条 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

２ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長のうちから会長があらかじめ

指定する者がその職務を代理する。 

 

（招集等） 

第５条 会長は、検討会を招集する。 

２ 会長は、必要に応じて構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。 

３ 会長は、必要に応じて検討会の下に作業部会を設置することができる。 
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（庶 務） 

第６条 検討会の庶務は、区民部子育て・若者支援課において処理する。 

 

（委 任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

付 則 

 この要綱は、平成３０年１２月１日から施行する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第３条関係） 

区民部長 

健康部長 

台東保健所長 

教育委員会事務局次長 

企画財政部企画課長 

企画財政部財政課長 

区民部子育て・若者支援課長 

区民部子ども家庭支援センター長 

文化産業観光部産業振興課長 

福祉部障害福祉課長 

福祉部保護課長 

健康部健康課長 

健康部保健予防課長 

健康部保健サービス課長 

教育委員会事務局庶務課長 

教育委員会事務局学務課長 

教育委員会事務局児童保育課長 

教育委員会事務局放課後対策担当課長 

教育委員会事務局指導課長 

教育委員会事務局教育支援館長 
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６ 台東区次世代育成支援計画策定庁内検討会委員名簿 

役 職 氏 名 所 属 備 考 

会 長 望月 昇 区民部長  

副会長 齋藤 美奈子 健康部長  

副会長 

小竹 桃子 

（平成３１年３月３１日まで

保健サービス課長兼務） 

台東保健所長  

副会長 田中 充 教育委員会事務局次長 平成３１年３月３１日まで 

副会長 

酒井 まり 

（平成３１年３月３１日まで

財政課長） 

教育委員会事務局次長 平成３１年４月１日から 

委 員 松本 加代 
健康部参事 

（保健予防課長事務取扱） 
平成３１年３月３１日まで 

委 員 前田 幹生 企画課長 平成３１年３月３１日まで 

委 員 越智 浩史 企画課長 平成３１年４月１日から 

委 員 

関井 隆人 

（平成３１年３月３１日まで

保護課長） 

財政課長 平成３１年４月１日から 

委 員 川口 卓志 子育て・若者支援課長  

委 員 曲山 裕通 子ども家庭支援センター長 平成３１年３月３１日まで 

委 員 米津 由美 子ども家庭支援センター長 平成３１年４月１日から 

委 員 上野 守代 産業振興課長  

委 員 田渕 俊樹 障害福祉課長  

委 員 

山田 安宏 

（平成３１年３月３１日まで

学務課長） 

保護課長 平成３１年４月１日から 

委 員 柿沼 浩一 健康課長  

委 員 加藤 麻衣子 保健予防課長 平成３１年４月１日から 

委 員 水田 渉子 保健サービス課長 平成３１年４月１日から 

委 員 小澤 隆 庶務課長  

委 員 

福田 兼一 

（平成３１年３月３１日まで

放課後対策担当課長） 

学務課長 平成３１年４月１日から 

委 員 佐々木 洋人 児童保育課長  

委 員 西山 あゆみ 放課後対策担当課長 平成３１年４月１日から 

委 員 小柴 憲一 指導課長  

委 員 倉島 敬和 教育支援館長  
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７ 参考データ（平成３０年度台東区次世代育成支援に 

関するニーズ調査抜粋） 

◆ 調査の概要 

 (１) 調査名 

  台東区次世代育成支援に関するニーズ調査 

 

 (２) 調査の要旨 

本計画を策定するにあたり、子育て支援事業の利用意向や子育て環境の現状等を把握する

ため、子育て世帯を中心とした区民を対象にニーズ調査を実施した。 

 

(３) 調査の内容 

  １．調査期間  平成３０年１０月１５日～１０月３１日 

  ２．回収結果 

調査対象 発送数 回収数 回収率 

１ 就学前児童保護者 2,168 1,429 65.9％ 

２ 小学生 304 240 78.9％ 

３ 小学生保護者 1,940 1,471 75.8％ 

４ 中学生 956 527 55.1％ 

５ 中学生保護者 956 543 56.8％ 

６ 高校生相当年齢者 900 263 29.2％ 

７ 高校生相当年齢者保護者 900 329 36.6％ 

８ 若者（18歳～39歳） 1,000 259 25.9％ 
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◆ 就学前児童保護者調査の結果 

 

(１) 子育て（教育を含む）を主に行っている人 

問 8  あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている方はどなたですか。 

続柄はお子さんからみた関係です。 

  

 子育てを主に行っている人は「父母ともに」が 5 4 . 4％と最も多く、次いで「主に母親」

が 44.2％の順になっています。 

 年齢別にみると、0 歳以下は「主に母親」が最も多く、1 歳以上は「父母ともに」が最

も多くなっています。 

 

 ＜年齢別＞ 

  

 1 位：白文字、2 位：太文字 

 

父母ともに

54.4%

主に父親

0.9%

主に母親

44.2%

主に祖父母

0.3%

その他

0.1%

無回答

0.1%

(n = 1,429)

合計
父母とも

に
主に父親 主に母親 主に祖父母 その他 無回答

人数 1429 777 13 632 4 1 2

構成比 54.4% 0.9% 44.2% 0.3% 0.1% 0.1%

人数 68 33 0 35 0 0 0

構成比 48.5% 0.0% 51.5% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 186 93 1 92 0 0 0
構成比 50.0% 0.5% 49.5% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 152 91 0 61 0 0 0
構成比 59.9% 0.0% 40.1% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 167 106 0 60 1 0 0
構成比 63.5% 0.0% 35.9% 0.6% 0.0% 0.0%

人数 294 147 6 141 0 0 0
構成比 50.0% 2.0% 48.0% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 280 150 5 124 1 0 0
構成比 53.5% 1.8% 44.3% 0.4% 0.0% 0.0%

人数 266 149 1 114 1 1 0
構成比 55.9% 0.4% 42.9% 0.4% 0.4% 0.0%

人数 16 8 0 5 1 0 2
構成比 50.0% 0.0% 31.3% 6.3% 0.0% 12.4%

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答
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(２) 屋外で過ごす時間について 

問 10  お子さんが自宅の外（公園等の屋外）で遊んで過ごす時間はどのくらいですか。 

 

＜平日（１日あたり）＞ 

 自宅の外で遊んで過ごす時間は「30 分未満」が 50.6％と最も多く、次いで「1～2 時間未満」

が 19.2％、「30分～60 分未満」が 18.8％の順になっています。 

 

 

 

＜休日（１日あたり）＞ 

 自宅の外で遊んで過ごす時間は「2～4 時間未満」が 31.8％と最も多く、次いで「1

～2 時間未満」が 30.3％、「4～6 時間未満」が 13.9％の順になっています。 

 

 

 

 

 

 

３０分未満

50.6%

３０～６０分未満

18.8%

１～２時間未満

19.2%

２～４時間未満

9.0%

４～６時間未満

1.3%

６時間以上

0.6%

無回答

0.5%

(n = 1,429)

３０分未満

5.9%

３０～６０分未満

13.0%

１～２時間未満

30.3%

２～４時間未満

31.8%

４～６時間未満

13.9%

６時間以上

4.7%

無回答

0.4%

(n = 1,429)
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(３) スマートフォンやテレビゲーム等の時間について 

問 11  あて名のお子さんが自宅でスマートフォンのゲームやテレビゲーム等で遊んで過ご

す時間はどのくらいですか。 

 

＜平日（1日あたり）＞ 

 「30 分未満」が 71.6％と最も多く、 次いで 「30 分～60 分未満」が 13.2％、  「1 時間～2

時間未満」が 9.4％の順になっています。 

 

 

 

 

＜休日（１日あたり）＞ 

 「30 分未満」が 62.6％と最も多く、次いで「30 分～60 分未満」が 14.4％、「1 時間

～2 時間未満」が 13.1％の順になっています。 

 

 

 

 

 

３０分未満

71.6%

３０～６０分未満

13.2%

１～２時間未満

9.4%

２～４時間未満

2.6%

４～６時間未満

0.4%

６時間以上

0.1% 無回答

2.7%

(n = 1,429)

３０分未満

62.6%３０～６０分未満

14.4%

１～２時間未満

13.1%

２～４時間未満

6.0%

４～６時間未満

1.2%
６時間以上

0.2%
無回答

2.5%

(n = 1,429)
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(４) 就寝時間について 

問 12  あて名のお子さんの就寝時間は何時くらいですか。 

 

 「21 時～22 時」 が 42.0％と最も多く、次いで「20 時～21時」が 33.9％、「22 時～23時」が

11.4％の順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９時以前

1.0%

１９時～２０時

9.1%

２０時～２１時

33.9%
２１時～２２時

42.0%

２２時～２３時

11.4%

２３時以降

1.6%

無回答

1.0%

(n = 1,429)
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(５) 子育ての悩み・気になること 

問 16  子育てに関して、日常悩んでいること、または気になることはどのようなことです

か。（複数回答） 

 

 子育ての悩みや気になることについては「子供の教育に関すること」が 37.9％と最も多

く、次いで「食事や栄養に関すること」が 37.6％、、「病気や発育・発達に関すること」が

32.1％の順になっています。 

 年齢別にみると、0 歳から 1 歳では「病気や発育・発達に関すること」「食事や栄養に関する

こと」が多く、2歳以上では「子供を叱りすぎているような気がすること」が多くなっています。 

     

 

37.9%

37.6%

32.1%

30.9%

29.0%

26.2%

16.7%

15.5%

12.5%

12.3%

10.0%

7.1%

6.2%

5.5%

5.4%

4.5%

2.1%

11.2%

6.2%

1.7%

0% 20% 40% 60%

子供の教育に関すること

食事や栄養に関すること

病気や発育・発達に関すること

子供を叱りすぎているような気がする事

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子供との時間を十分にとれないこと

子供との接し方に自信が持てないこと

友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

配偶者以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子育てに関して配偶者の協力が少ないこと

子育ての方法がよくわからないこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申込方法がよくわ
からないこと

子育てに関して配偶者と意見が合わないこと

子育てのストレスがたまって、子供に手をあげたり、世話をしな
かったりしてしまうこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場などまわりの目
が気になること

話し相手や相談相手がいないこと

登園拒否などの問題について

特にない

その他

無回答

(n = 1,429)
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 ＜年齢別＞ 

 

1 位：白文字、2 位：太文字 

 

 ＜年齢別＞ 

  

1 位：白文字、2 位：太文字 

 

 

 

 

 

 

合計

病気や発
育・発達
に関する
こと

食事や栄
養に関す
ること

子育ての
方法がよ
くわから
ないこと

子供との
接し方に
自信が持
てないこ
と

子供との
時間を十
分にとれ
ないこと

話し相手
や相談相
手がいな
いこと

仕事や自
分のやり
たいこと
が十分で
きないこと

子供の教
育に関す
ること

友だちづ
きあい（い
じめ等を
含む）に
関するこ
と

登園拒否
などの問
題につい
て

人数 1429 459 538 143 238 375 64 414 541 221 30

構成比 32.1% 37.6% 10.0% 16.7% 26.2% 4.5% 29.0% 37.9% 15.5% 2.1%

人数 68 37 30 12 7 4 7 22 23 7 1

構成比 54.4% 44.1% 17.6% 10.3% 5.9% 10.3% 32.4% 33.8% 10.3% 1.5%
人数 186 92 110 36 33 35 19 63 67 19 2
構成比 49.5% 59.1% 19.4% 17.7% 18.8% 10.2% 33.9% 36.0% 10.2% 1.1%
人数 152 54 74 20 30 40 7 49 55 22 2
構成比 35.5% 48.7% 13.2% 19.7% 26.3% 4.6% 32.2% 36.2% 14.5% 1.3%
人数 167 45 59 15 26 57 5 62 70 20 4
構成比 26.9% 35.3% 9.0% 15.6% 34.1% 3.0% 37.1% 41.9% 12.0% 2.4%
人数 294 67 99 21 54 76 10 72 103 45 6
構成比 22.8% 33.7% 7.1% 18.4% 25.9% 3.4% 24.5% 35.0% 15.3% 2.0%
人数 280 87 89 23 46 77 6 78 99 57 10
構成比 31.1% 31.8% 8.2% 16.4% 27.5% 2.1% 27.9% 35.4% 20.4% 3.6%
人数 266 73 74 16 39 81 10 67 119 51 5
構成比 27.4% 27.8% 6.0% 14.7% 30.5% 3.8% 25.2% 44.7% 19.2% 1.9%
人数 16 4 3 0 3 5 0 1 5 0 0
構成比 25.0% 18.8% 0.0% 18.8% 31.3% 0.0% 6.3% 31.3% 0.0% 0.0%

3歳

4歳

5歳

無回答

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳

2歳

合計

子育てに
関して配
偶者の協
力が少な
いこと

子育てに
関して配
偶者と意
見が合わ
ないこと

自分の子

育てにつ
いて、親
族・近隣
の人・職
場などま
わりの目
が気にな
ること

配偶者以
外に子育
てを手
伝ってく
れる人が
いないこ
と

子供を叱
りすぎて
いるような
気がする
こと

子育ての
ストレス
がたまっ
て、子供
に手をあ
げたり、
世話をし
なかった
りしてしま
うこと

地域の子
育て支援
サービス
の内容や
利用・申
込方法が
よくわから
ないこと

その他 特にない 無回答

人数 1429 176 89 77 178 441 78 102 88 160 25

構成比 12.3% 6.2% 5.4% 12.5% 30.9% 5.5% 7.1% 6.2% 11.2% 1.7%

人数 68 6 1 2 9 4 2 6 7 7 2

構成比 8.8% 1.5% 2.9% 13.2% 5.9% 2.9% 8.8% 10.3% 10.3% 2.9%
人数 186 25 12 5 26 17 7 15 18 17 4
構成比 13.4% 6.5% 2.7% 14.0% 9.1% 3.8% 8.1% 9.7% 9.1% 2.2%
人数 152 13 9 11 24 38 6 16 10 13 1
構成比 8.6% 5.9% 7.2% 15.8% 25.0% 3.9% 10.5% 6.6% 8.6% 0.7%
人数 167 19 11 7 19 64 14 12 13 12 2
構成比 11.4% 6.6% 4.2% 11.4% 38.3% 8.4% 7.2% 7.8% 7.2% 1.2%
人数 294 39 16 18 34 107 20 18 14 34 9
構成比 13.3% 5.4% 6.1% 11.6% 36.4% 6.8% 6.1% 4.8% 11.6% 3.1%
人数 280 33 19 21 30 95 12 22 16 42 1
構成比 11.8% 6.8% 7.5% 10.7% 33.9% 4.3% 7.9% 5.7% 15.0% 0.4%
人数 266 39 21 12 35 110 17 13 10 30 5
構成比 14.7% 7.9% 4.5% 13.2% 41.4% 6.4% 4.9% 3.8% 11.3% 1.9%
人数 16 2 0 1 1 6 0 0 0 5 1
構成比 12.5% 0.0% 6.3% 6.3% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 31.3% 6.3%

3歳

4歳

5歳

無回答

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳

2歳
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(６) 平日の定期的な教育・保育の事業の利用状況 

① 現在の利用状況 

問 27  あて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・保育の事業」を利用され

ていますか。 

 

 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況は「利用している」が 76.6%となっています。 

 年齢別にみると、1 歳以降で「利用している」が多くなる傾向がみられます。 

 

 

      ＜年齢別＞ 

 

1 位：白文字、2 位：太文字 

  

利用している
76.6%

利用していない
22.3%

無回答
1.1%

(n = 1,429)

合計 利用している 利用していない 無回答

人数 1429 1094 318 17

構成比 76.6% 22.3% 1.1%

人数 68 3 65 0

構成比 4.4% 95.6% 0.0%
人数 186 54 132 0

構成比 29.0% 71.0% 0.0%
人数 152 85 67 0

構成比 55.9% 44.1% 0.0%
人数 167 122 44 1

構成比 73.1% 26.3% 0.6%
人数 294 287 3 4

構成比 97.6% 1.0% 1.4%
人数 280 275 0 5

構成比 98.2% 0.0% 1.8%
人数 266 256 5 5
構成比 96.2% 1.9% 1.9%

人数 16 12 2 2
構成比 75.0% 12.5% 12.5%

3歳

4歳

5歳

無回答

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳

2歳
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問 27-1  問 27で「利用している」を選択した方にお伺いします。 

あて名のお子さんは、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。（複数回答） 
 

 平日に定期的に利用している事業は「幼稚園」が 39.3％、「認可保育所」が 38.9%の順となっ

ています。 

 年齢別にみると、0歳（H30.4 以降）では「企業主導型保育施設」が、0歳（H30.3 以前）から

2歳では「認可保育所」が最も多く、3歳以上では「幼稚園」が最も多くなっています。 

 

＜年齢別＞ 

 

1 位：白文字、2 位：太文字  

39.3%

38.9%

4.4%

7.1%

1.7%

0.4%

0.7%

0.9%

4.4%

1.8%

3.1%

0.5%

1.5%

1.6%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40%

幼稚園（通常の就園時間の利用）

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で

都道府県等の認可を受けた定員２０人以上のもの）

認定こども園

（短時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

認定こども園

（長時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

小規模な保育施設

（国が定める最低基準に適合した施設）

家庭的保育・共同型家庭的保育

（保育者の家庭等で５人以下の子供を保育する事業）

事業所内保育施設

（企業が主に従業員用に運営する施設）

企業主導型保育施設

（企業が主に従業員用に運営する認可外保育施設）

認証・認定保育施設

（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設）

その他の認可外の保育施設

幼稚園の預かり保育

（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）

居宅訪問型保育

（ベビーシッターのような保育者が子供の家庭で保育する事業）

ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子供を預かる事業）

その他

無回答 (n = 1,094)

合計
幼稚園（通常
の就園時間
の利用）

認可保育所
（国が定める
最低基準に
適合した施
設で都道府
県等の認可
を受けた定
員２０人以上
のもの）

認定こども園
（短時間保育
（幼稚園と保
育施設の機
能を併せ持
つ施設））

認定こども園
（長時間保育
（幼稚園と保
育施設の機
能を併せ持
つ施設））

小規模な保
育施設（国が
定める最低
基準に適合
した施設で区
市町村の認
可を受けた
定員６～１９
人のもの）

家庭的保育・
共同型家庭
的保育（保育
者の家庭等
で５人以下の
子供を保育
する事業）

事業所内保
育施設（企業
が主に従業
員用に運営
する施設。地
域枠：区によ
る「保育の必
要性」の認定
が必要）

企業主導
型保育施
設（企業
が主に従
業員用に
運営する
認可外保
育施設。
地域枠：
利用者と
企業の直
接契約）

認証・認
定保育施
設（認可
保育所で
はない
が、自治
体が認
証・認定し
た施設）

その他の
認可外の
保育施設

幼稚園の
預かり保
育（通常
の就園時
間を延長
して預か
る事業の
うち定期
的な利用
のみ）

居宅訪問
型保育
（ベビー
シッター
のような
保育者が
子供の家
庭で保育
する事
業）

ファミ
リー・サ
ポート・セ
ンター（地
域住民が
子供を預
かる事
業）

その他 無回答

人数 1094 430 426 48 78 19 4 8 10 48 20 34 5 16 17 5

構成比 39.3% 38.9% 4.4% 7.1% 1.7% 0.4% 0.7% 0.9% 4.4% 1.8% 3.1% 0.5% 1.5% 1.6% 0.5%

人数 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%
人数 54 0 25 1 3 5 1 5 1 11 2 0 0 1 0 0
構成比 0.0% 46.3% 1.9% 5.6% 9.3% 1.9% 9.3% 1.9% 20.4% 3.7% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0%
人数 85 1 42 0 12 10 2 2 3 8 3 0 0 1 2 0
構成比 1.2% 49.4% 0.0% 14.1% 11.8% 2.4% 2.4% 3.5% 9.4% 3.5% 0.0% 0.0% 1.2% 2.4% 0.0%
人数 122 4 76 3 11 3 1 0 2 13 5 0 0 1 3 1
構成比 3.3% 62.3% 2.5% 9.0% 2.5% 0.8% 0.0% 1.6% 10.7% 4.1% 0.0% 0.0% 0.8% 2.5% 0.8%
人数 287 141 99 26 18 0 0 0 0 4 3 10 2 3 6 0
構成比 49.1% 34.5% 9.1% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 1.0% 3.5% 0.7% 1.0% 2.1% 0.0%
人数 275 143 91 7 19 0 0 0 1 11 3 17 2 5 5 1
構成比 52.0% 33.1% 2.5% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 4.0% 1.1% 6.2% 0.7% 1.8% 1.8% 0.4%
人数 256 138 90 11 14 0 0 0 1 0 3 7 0 5 1 2
構成比 53.9% 35.2% 4.3% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 1.2% 2.7% 0.0% 2.0% 0.4% 0.8%
人数 12 3 3 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
構成比 25.0% 25.0% 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3%

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）
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② 定期的に利用したいと考える事業 

問 28  現在、利用している、利用していないにかかわらず、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は何ですか。（複数回答かつ利用したい順

番を回答） 

 

 平日に定期的に利用したいと考える事業は「認可保育所」が 54.4％と最も多く、次いで「認

定こども園（長時間保育）」が 50.5％、「幼稚園」が 50.0％、「幼稚園の預かり保育」が 28.6％

の順になっています。 

 

 

 

54.4%

50.5%

50.0%

28.6%

20.8%

17.0%

12.9%

10.4%

10.4%

9.9%

7.7%

6.9%

4.4%

2.7%

2.7%

0.8%

10.7%

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

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設）

認定こども園

（長時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

幼稚園（通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育

（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）

認定こども園

（短時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

病児保育

認証・認定保育施設

（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設）

小規模な保育施設（国が定める最低基準に適合した施設）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）

ファミリー・サポート・センター（地域住民が子供を預かる事業）

企業主導型保育施設

（企業が主に従業員用に運営する認可外保育施設）

居宅訪問型保育

（ベビーシッターのような保育者が子供の家庭で保育する事業）

夜間保育

家庭的保育・共同型家庭的保育

（保育者の家庭等で５人以下の子供を保育する事業）

その他の認可外の保育施設

その他

無回答
(n = 1,429)
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＜第 1希望＞ 

 第１希望は「認可保育所」が 30.6％と最も多く、次いで「認定こども園（長時間保育）」が

22.0％、「幼稚園」が 18.4％になっています。 

 

 

＜第 2希望＞ 

 第 2 希望は「認定こども園（長時間保育）」が 19.9％と最も多く、次いで「認可保育所」が

17.7％、「認定こども園（短時間保育）」が 6.7％になっています。 

 

 

 

30.6%

22.0%

18.4%

4.1%

0.8%

0.3%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

23.1%

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

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設）

認定こども園

（長時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

幼稚園（通常の就園時間の利用）

認定こども園

（短時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

認証・認定保育施設

（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）

小規模な保育施設（国が定める最低基準に適合した施設）

企業主導型保育施設

（企業が主に従業員用に運営する認可外保育施設）

家庭的保育・共同型家庭的保育

（保育者の家庭等で５人以下の子供を保育する事業）

その他の認可外の保育施設

無回答
(n = 1,429)

19.9%

17.7%

6.7%

6.2%

1.9%

1.5%

0.8%

0.6%

0.2%

0.4%

44.1%

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

認定こども園

（長時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設）

認定こども園

（短時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

幼稚園（通常の就園時間の利用）

小規模な保育施設（国が定める最低基準に適合した施設）

認証・認定保育施設

（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）

企業主導型保育施設

（企業が主に従業員用に運営する認可外保育施設）

家庭的保育・共同型家庭的保育

（保育者の家庭等で５人以下の子供を保育する事業）

その他の認可外の保育施設

無回答
(n = 1,429)
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＜第 3希望＞ 

 第 3 希望は「幼稚園」が 8.1％と最も多く、次いで「認定こども園（短時間保育）」が 6.2％

になっています。 

 

 

＜第 4希望＞ 

 第 4 希望は「幼稚園」が 4.5％と最も多く、次いで「事業所内保育施設」が 3.2％、「認定こ

ども園（短時間保育）」が 3.1％になっています。 

 

 

 

 

8.1%

6.2%

5.7%

5.0%

4.8%

4.0%

2.8%

1.3%

0.8%

0.3%

61.0%

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

幼稚園（通常の就園時間の利用）

認定こども園

（短時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

認定こども園

（長時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

認証・認定保育施設

（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設）

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設）

小規模な保育施設（国が定める最低基準に適合した施設）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）

企業主導型保育施設

（企業が主に従業員用に運営する認可外保育施設）

家庭的保育・共同型家庭的保育

（保育者の家庭等で５人以下の子供を保育する事業）

その他の認可外の保育施設

無回答
(n = 1,429)

4.5%

3.2%

3.1%

2.8%

2.7%

2.6%

2.3%

2.1%

1.0%

0.4%

75.3%

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

幼稚園（通常の就園時間の利用）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）

認定こども園

（短時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

認定こども園

（長時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

認証・認定保育施設

（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設）

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設）

小規模な保育施設（国が定める最低基準に適合した施設）

企業主導型保育施設

（企業が主に従業員用に運営する認可外保育施設）

家庭的保育・共同型家庭的保育

（保育者の家庭等で５人以下の子供を保育する事業）

その他の認可外の保育施設

無回答

(n = 1,429)
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＜第 5希望＞ 

 第 5希望は「認証・認定保育施設」が 2.8％と最も多く、次いで「小規模な保育施設」が 2.7％

になっています。 

 

＜年齢別＞ 

 

1 位：白文字、2 位：太文字 

 

 

 

2.8%

2.7%

2.4%

2.4%

1.4%

1.3%

1.3%

0.7%

0.6%

0.5%

83.9%

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

認証・認定保育施設

（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設）

小規模な保育施設（国が定める最低基準に適合した施設）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）

企業主導型保育施設

（企業が主に従業員用に運営する認可外保育施設）

幼稚園（通常の就園時間の利用）

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設）

認定こども園

（短時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

認定こども園

（長時間保育（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設））

家庭的保育・共同型家庭的保育

（保育者の家庭等で５人以下の子供を保育する事業）

その他の認可外の保育施設

無回答

(n = 1,429)

合計
幼稚園（通常
の就園時間
の利用）

認可保育所
（国が定める
最低基準に
適合した施
設で都道府
県等の認可
を受けた定
員２０人以上
のもの）

認定こども園
（短時間保育
（幼稚園と保
育施設の機
能を併せ持
つ施設））

認定こども園
（長時間保育
（幼稚園と保
育施設の機
能を併せ持
つ施設））

小規模な保
育施設（国が
定める最低
基準に適合
した施設で区
市町村の認
可を受けた
定員６～１９
人のもの）

家庭的保育・
共同型家庭
的保育（保育
者の家庭等
で５人以下の
子供を保育
する事業）

事業所内保
育施設（企業
が主に従業
員用に運営
する施設。地
域枠：区によ
る「保育の必
要性」の認定
が必要）

企業主導
型保育施
設（企業
が主に従
業員用に
運営する
認可外保
育施設。
地域枠：
利用者と
企業の直
接契約）

認証・認
定保育施
設（認可
保育所で
はない
が、自治
体が認
証・認定し
た施設）

その他の
認可外の
保育施設

幼稚園の
預かり保
育（通常
の就園時
間を延長
して預か
る事業の
うち定期
的な利用
のみ）

居宅訪問
型保育
（ベビー
シッター
のような
保育者が
子供の家
庭で保育
する事
業）

ファミ
リー・サ
ポート・セ
ンター（地
域住民が
子供を預
かる事
業）

夜間保育 病児保育 その他 無回答

人数 1429 715 777 297 721 149 39 148 110 184 39 408 98 142 63 243 12 153

構成比 50.0% 54.4% 20.8% 50 .5% 10.4% 2.7% 10.4% 7.7% 12.9% 2.7% 28.6% 6.9% 9.9% 4.4% 17.0% 0.8% 10.7%

人数 68 28 52 16 48 24 4 11 10 26 3 14 11 9 5 18 0 5

構成比 41.2% 76.5% 23.5% 70 .6% 35.3% 5.9% 16.2% 14.7% 38.2% 4.4% 20.6% 16.2% 13.2% 7.4% 26.5% 0.0% 7.4%

人数 186 72 122 37 114 33 10 38 26 45 7 33 13 24 7 31 1 24

構成比 38.7% 65.6% 19.9% 61 .3% 17.7% 5.4% 20.4% 14.0% 24.2% 3.8% 17.7% 7.0% 12.9% 3.8% 16.7% 0.5% 12.9%

人数 152 67 94 44 80 26 5 19 15 33 11 37 13 15 8 25 0 18

構成比 44.1% 61.8% 28.9% 52 .6% 17.1% 3.3% 12.5% 9.9% 21.7% 7.2% 24.3% 8.6% 9.9% 5.3% 16.4% 0.0% 11.8%

人数 167 71 105 37 92 14 7 10 10 23 4 42 15 20 9 41 1 19

構成比 42.5% 62.9% 22.2% 55 .1% 8.4% 4.2% 6.0% 6.0% 13.8% 2.4% 25.1% 9.0% 12.0% 5.4% 24.6% 0.6% 11.4%

人数 294 161 142 69 140 20 4 26 16 21 6 106 16 27 14 44 4 23

構成比 54.8% 48 .3% 23.5% 47.6% 6.8% 1.4% 8.8% 5.4% 7.1% 2.0% 36.1% 5.4% 9.2% 4.8% 15.0% 1.4% 7.8%

人数 280 159 138 59 123 16 4 20 17 20 6 98 18 24 11 50 2 31

構成比 56.8% 49 .3% 21.1% 43.9% 5.7% 1.4% 7.1% 6.1% 7.1% 2.1% 35.0% 6.4% 8.6% 3.9% 17.9% 0.7% 11.1%

人数 266 150 118 33 120 15 5 24 15 14 2 75 11 21 8 31 3 30

構成比 56.4% 44.4% 12.4% 45 .1% 5.6% 1.9% 9.0% 5.6% 5.3% 0.8% 28.2% 4.1% 7.9% 3.0% 11.7% 1.1% 11.3%

人数 16 7 6 2 4 1 0 0 1 2 0 3 1 2 1 3 1 3

構成比 43.8% 37 .5% 12.5% 25.0% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 12.5% 0.0% 18.8% 6.3% 12.5% 6.3% 18.8% 6.3% 18.8%

5歳

無回答

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳

2歳

3歳

4歳

全体
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問 31  あて名のお子さんは、定期的な教育・保育の事業を何歳から利用したい（したかっ

た）ですか。 

 

 実際の利用開始年齢は「3 歳」が 30.2％と最も多く、次いで「0 歳」が 21.5％、 

「1 歳」が 19.0％の順になっています。 

 希望の（だった）利用開始年齢は「3 歳」が 33.7％と最も多く、次いで「1 歳」 

が 30.8％、「0 歳」が 18.3％の順になっています。 

 

＜実際の利用開始年齢＞ 

 

 

＜希望の（だった）利用開始年齢＞ 

 

 

 

 

 

 

 

０歳
21.5%

１歳
19.0%

２歳
6.0%

３歳
30.2%

４歳
1.9%

無回答
21.4%

(n = 1,429)

０歳
18.3%

１歳
30.8%

２歳
12.0%

３歳
33.7%

４歳
1.8%

５歳
0.2%

無回答
3.2%

(n = 1,429)
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問 31-1  問 31で「実際の利用開始年齢」と「希望の（だった）利用開始年齢」が異なって

いる方にお伺いします。その場合、どのような対応をとりましたか。 

 

 「希望の（だった）利用開始年齢よりも前倒しで申請した」が 24.8％と最も多く、次いで

「希望とは違う種類の教育・保育施設を利用した」が 12.2％、「育児休業を延長した」

が 7.2％の順になっています。 

 
 

 
 

問 31-2  問 31-1で「希望とは違う種類の教育・保育施設を利用した」を選択した方にお伺

いします。どの教育・保育事業に預けましたか。 

 

 「認証・認定保育施設」が最も多く 23.1％となっており、次いで「その他の認可外の保

育施設」が 20.9％となっています。 

     

                                   

 

希望の（だった）利用開始年

齢よりも前倒しで申請した
24.8%

育児休業を延長した
7.2%

仕事を退職した
4.3%

祖父母等の親族にみてもらうようにした
3.6%

ベビーシッター、一時預かり等

の違う制度を利用した
3.5%

希望とは違う種類の教育・保育施設を利用した
12.2%

他自治体の教育・保育施設を利用した
0.3%

託児付の職場に転職した
0.4%

その他
7.5%

無回答
36.2%

(n = 746)

幼稚園
13.2%

認可保育園
6.6%

認定こども園（短時間保育）
2.2%

認定こども園（長時間保育）
3.3%

小規模な保育施設
7.7%

家庭的保育・共同型家庭的保育
3.3%

事業所内保育施設
6.6%

企業主導型保育施設
1.1%

認証・認定保育施設
23.1%

その他の認可外の保育施

設
20.9%

その他
8.8%

無回答
3.2%

(n = 91)
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問 32  １歳からの保育所利用を希望していたが、待機児童を避けるため、やむなく０歳児の枠で入

園申請を行った経験はありますか。また、申請したいと考えますか。 

 

 1歳からの保育所利用を希望していたが、待機児童を避けるため、やむなく 0 歳児の枠で入園

申請を行った経験について、「ある（申請する）」が 32.3％、「ない（申請しない）」が 53.0％と

なっています。 

  

 

 

問 32-1  1歳からの保育所利用を希望していたが、待機児童を避けるため、やむなく 0歳

児の枠で入園申請をした最も近い理由は何ですか。 

 

 「0歳児の枠の方が、1歳児の枠より入りやすいと感じたため」が最も多く、79.9％となって

います。 

  

 

 

 

 

 

ある（申請する）
32.3%

ない（申請しない）
53.0%

無回答
14.7%

(n = 1,429)

０歳児の枠の方が、1歳児

の枠より入りやすいと感じ

たため
79.9%

配偶者や家族の希望が

あったため
0.9%

職場の要望があったため
5.4%

経済的な理由で早く復帰

する必要があったため
4.3%

人事異動や業務の節目の

時に合わせるため
2.2%

その他
6.9% 無回答

0.4%

(n = 462)
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問 38  平日の夜間に、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）。 

 

 夜間（平日）の定期的な教育・保育の事業の利用希望は、「利用する必要はない」が 85.3％と

最も多く、次いで「月に 1、2回は利用したい」が 5.8％の順になっています。 

 利用希望開始時間は、「18 時台」が 42.6％、終了時間は「21時台」が 24.3％と最も多くなっ

ています。 

 

        
 

＜夜間（平日）の定期的な教育・保育事業の利用希望時間＞ 

 

         開始時間           終了時間 

 

  

 

 

利用する必要はない
85.3%

ほぼ毎日利用したい
1.9%

週に１、２回は利用したい
4.1%

月に１、２回は利用したい
5.8%

無回答
2.9%

(n = 1,429)

0.0%

0.0%

0.6%

0.0%

0.6%

1.8%

1.2%

0.6%

3.6%

0.0%

0.6%

0.0%

0.6%

1.2%

1.8%

2.4%

14.2%

42.6%

14.2%

4.1%

0.0%

0.6%

0.0%

0.0%

9.3%

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

1時台

2時台

3時台

4時台

5時台

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

無回答

(n = 169)

1.2%

0.6%

0.0%

0.6%

0.0%

1.2%

1.2%

3.0%

1.8%

3.0%

1.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

0.6%

1.8%

1.8%

9.5%

21.9%

24.3%

16.6%

3.0%

0.0%

6.1%

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

1時台

2時台

3時台

4時台

5時台

6時台

7時台

8時台

9時台

10時台

11時台

12時台

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

無回答

(n = 169)
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(７) 子供が病気の時の対応  

① 子供が病気で通常の教育・保育事業が利用できなかった経験の有無 

問 40  平日の定期的な教育・保育の事業を利用している方（問 27で「利用している」と回

答された方）にうかがいます。 

この 1 年間に、あて名のお子さんが病気やけがで通常の教育・保育が利用できなか

ったことはありますか。 
 

 

 お子さんが病気やけがで通常の教育・保育が利用できなかった有無については、「あった」が

77.6%となっています。 

 年齢別にみると、年齢が低いと「あった」の割合が高い傾向となっています。 

      

 

       ＜年齢別＞ 

     

1 位：白文字、2 位：太文字  

あった

77.6%

なかった

18.8%

無回答

3.6%

(n = 1,094)

合計 あった なかった 無回答

人数 1094 849 206 39

構成比 77.6% 18.8% 3.6%

人数 3 1 1 1

構成比 33.3% 33.3% 33.3%
人数 54 51 2 1

構成比 94.4% 3.7% 1.9%
人数 85 77 6 2

構成比 90.6% 7.1% 2.3%
人数 122 104 14 4

構成比 85.2% 11.5% 3.3%
人数 287 211 69 7

構成比 73.5% 24.0% 2.5%

人数 275 213 54 8
構成比 77.5% 19.6% 2.9%

人数 256 184 57 15
構成比 71.9% 22.3% 5.8%

人数 12 8 3 1
構成比 66.7% 25.0% 8.3%

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答
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② 病児・病後児のための保育施設等の利用意向 

問 40-2  「父親が休んだ」または「母親が休んだ」と回答された方にうかがいます。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。 

 

 「できれば保育施設を利用したい」と思ったことがあったかは、「預けたいとは思わない」が

57.0％、「できれば預けたい」が 41.4％となっています。 

 預けたい日数としては、「2日間」が 23.6％と最も多くなっています。 

      

 
        ＜年齢別＞ 

     

1 位：白文字、2 位：太文字 

 

  

できれば預けたい

41.4%

預けたいとは思わない

57.0%

無回答

1.6%

(n = 604)

合計
できれば預

けたい

預けたいと

は思わない

無回答

人数 604 250 344 10

構成比 41.4% 57.0% 1.6%

人数 1 1 0 0

構成比 100.0% 0.0% 0.0%

人数 48 28 19 1
構成比 58.3% 39.6% 2.1%

人数 71 29 42 0
構成比 40.8% 59.2% 0.0%

人数 88 45 42 1
構成比 51.1% 47.7% 1.2%

人数 130 48 80 2
構成比 36.9% 61.5% 1.6%

人数 143 54 86 3
構成比 37.8% 60.1% 2.1%

人数 116 43 71 2
構成比 37.1% 61.2% 1.7%

人数 7 2 4 1
構成比 28.6% 57.1% 14.3%

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答
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＜できれば預けたい日数（年間）＞ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.2%

23.6%

17.2%

5.2%

15.2%

0.8%

4.0%

0.8%

0.0%

6.0%

5.6%

0.0%

0.0%

12.4%

0% 10% 20% 30% 40%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11～30日

31～60日

61日以上

無回答

(n = 250)



 

 

 

資
料
編 

計
画
策
定
に
関
す
る
資
料 

179

(８) 一時預かり等の利用 

① 一時預かり等を利用する必要性 

問 42  あて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、一時預か

り事業を利用する必要があると思いますか。 

 

 一時預かり事業の利用については、「利用したい」が 45.4％、「利用する必要がない」が 48.3％

となっています。 

 年齢別にみると、0歳では「利用したい」割合が多く、その他の年齢では「利用する必要はな

い」が多くなっています。 

 

 

         ＜年齢別＞ 

      

1 位：白文字、2 位：太文字 

 

利用したい

45.4%

利用する必要はない

48.3%

無回答

6.3%

(n = 1,429)

合計 利用したい
利用する必

要はない
無回答

人数 1429 649 690 90

構成比 45.4% 48.3% 6.3%

人数 68 38 25 5

構成比 55.9% 36.8% 7.3%

人数 186 94 80 12
構成比 50.5% 43.0% 6.5%

人数 152 70 74 8
構成比 46.1% 48.7% 5.2%

人数 167 77 81 9
構成比 46.1% 48.5% 5.4%

人数 294 136 142 16
構成比 46.3% 48.3% 5.4%

人数 280 120 149 11
構成比 42.9% 53.2% 3.9%

人数 266 110 131 25
構成比 41.4% 49.2% 9.4%

人数 16 4 8 4
構成比 25.0% 50.0% 25.0%

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答
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＜「利用したい」の内訳＞ 

 「利用したい」と回答した人の目的としては、「私用、リフレッシュ目的」が 76.1%となっ

ています。 

 

 

合計日数（年間）                 私用、リフレッシュ目的の日数（年間）

 

 

 

 

76.1%

41.1%

37.3%

29.9%

8.8%

2.8%

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

私用（買い物、子供（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、園・学校行事

兄弟姉妹や親の通院

不定期の就労

その他

無回答

(n = 649)

0.9%

1.2%

2.9%

1.5%

4.2%

2.5%

1.7%

2.0%

0.2%

7.6%

26.3%

9.9%

6.8%

32.3%

0% 10% 20% 30% 40%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11～30日

31～60日

61日以上

無回答

(n = 649)

3.6%

6.1%

8.3%

3.0%

11.3%

4.9%

1.6%

0.4%

0.0%

14.6%

32.6%

6.1%

3.0%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11～30日

31～60日

61日以上

無回答

(n = 494)
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 冠婚葬祭、園・学校行事の日数（年間）    兄弟姉妹や親の通院の日数（年間） 

 

   不定期の就労の日数（年間）           その他の日数（年間）

 

 

 

 

12.0%

17.2%

13.9%

4.9%

18.7%

3.0%

3.4%

0.7%

0.0%

10.5%

9.7%

1.1%

0.0%

4.9%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11～30日

31～60日

61日以上

無回答

(n = 267)

6.2%

11.2%

10.3%

2.5%

20.2%

3.7%

0.8%

0.8%

0.0%

16.1%

18.6%

1.7%

0.4%

7.6%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11～30日

31～60日

61日以上

無回答

(n = 242)

1.5%

6.2%

5.2%

1.5%

15.5%

1.0%

1.5%

0.0%

0.0%

16.0%

19.6%

7.2%

19.1%

5.7%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11～30日

31～60日

61日以上

無回答

(n = 194)

0.0%

0.0%

25.0%

0.0%

25.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

25.0%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11～30日

31～60日

61日以上

無回答

(n = 4)
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(９) 小学校就学後に放課後過ごさせたい場所 

※平成２５年４月２日以前に生まれた人（５歳児）のみ 

① 小学校低学年時に放課後過ごさせたい場所 

問 45  あて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。（複数回答） 

 

 小学校低学年において放課後の時間で過ごさせたい場所については「習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾等）」が44.7％と最も多く、次いで「こどもクラブ（学童保育）」が 40.2％、

「自宅」が 39.9％となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※放課後子供教室・・・すべての児童を対象に、小学校の特別教室や校庭、体育館等を活用し、学習

や交流活動、スポーツ、文化活動等の多様な体験・活動の機会を提供する事

業。参加費は無料（傷害保険料として、年８００円の自己負担あり）。おやつ

の提供は無し。 

平成３０年４月現在、千束小学校、石浜小学校、大正小学校で実施。今後、

全１９小学校で順次実施予定。 

【実施日時】学校登校日（月～金曜日） 放課後～１６時４５分 

      長期休業日（月～金曜日） ８時～１６時４５分 

※実施日時については、各小学校で異なる 
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＜週当たり日数＞ 

自宅  

   

祖父母宅や友人・知人宅 

   

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾等）                  

 

 

 

 

25.9%

24.1%

15.5%

5.2%

14.7%

1.7%

1.7%

11.2%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 116)

42.9%

14.3%

14.3%

0.0%

14.3%

0.0%

0.0%

14.2%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 28)

20.0%

43.1%

19.2%

6.9%

3.8%

0.0%

0.0%

7.0%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 130)
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児童館 

 

 

放課後子供教室 

  

こどもクラブ（学童保育）  

   

 

55.6%

11.1%

0.0%

0.0%

7.4%

0.0%

0.0%

25.9%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 27)

19.8%

23.3%

17.4%

3.5%

27.9%

1.2%

0.0%

7.1%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 86)

2.6%

4.3%

12.0%

9.4%

59.8%

6.8%

0.0%

5.1%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 117)
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こどもクラブ（学童保育）【下校時から何時までか】 

 

ファミリー・サポート・センター  

  

その他（公園など） 

   

 

0.0%

4.3%

22.2%

41.9%

18.8%

5.1%

7.7%

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

15時

16時

17時

18時

19時

20時

無回答

(n = 117)

33.3%

33.3%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 3)

19.8%

27.2%

9.9%

2.5%

7.4%

0.0%

0.0%

33.2%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 81)
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② 小学校高学年時に放課後過ごさせたい場所           

問 46  あて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。（複数回

答） 

 

 小学校高学年において放課後の時間で過ごさせたい場所については、「習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾等）」が 71.1％と最も多く、次いで「自宅」が 52.2％となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.2%

12.7%

71.1%

12.7%

26.1%

16.2%

0.7%

24.7%

15.1%

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

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾等）

児童館

放課後子供教室

こどもクラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公園など）

無回答

(n = 291)
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＜週当たり日数＞ 

自宅  

   

祖父母宅や友人・知人宅 

   

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾等） 

   

 

 

26.3%

23.7%

15.8%

5.3%

13.2%

0.7%

0.7%

14.3%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 152)

35.1%

21.6%

10.8%

0.0%

10.8%

0.0%

0.0%

21.7%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 37)

13.0%

33.8%

28.6%

9.2%

7.2%

0.0%

0.0%

8.2%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 207)
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児童館 

 

 

放課後子供教室 

 

 

こどもクラブ（学童保育）  

 

 

43.2%

27.0%

5.4%

2.7%

13.5%

0.0%

0.0%

8.2%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 37)

19.7%

27.6%

21.1%

3.9%

21.1%

0.0%

0.0%

6.6%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 76)

8.5%

10.6%

17.0%

14.9%

36.2%

4.3%

0.0%

8.5%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 47)
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こどもクラブ（学童保育）【下校時から何時までか】 

 

ファミリー・サポート・センター  

  

その他（公園など） 

   

 

0.0%

2.1%

23.4%

31.9%

23.4%

10.6%

8.6%

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

15時

16時

17時

18時

19時

20時

無回答

(n = 47)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 2)

30.6%

38.9%

8.3%

2.8%

5.6%

0.0%

0.0%

13.8%

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

(n = 72)
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(10) 区の子育て支援で特に力を入れてほしいもの       

問 68  区の子育て支援として、次の項目の中から、あなたが特に力を入れてほしいものは

何ですか。（複数回答） 

 

 区の子育て支援として特に力を入れてほしいものについては、「公園など家の外で安心して子

供が遊べる場を増やしてほしい」が 48.1％と最も多くなっています。 

 年齢別にみると、０歳と１歳の「保育所を増やしてほしい」の割合が他と比較して多くなっ

ているのが特徴です。 

  

 

48.1%

33.3%

28.1%

27.4%

26.7%

24.2%

23.8%

22.6%

20.6%

16.4%

15.4%

9.2%

8.3%

8.0%

6.8%

6.4%

5.7%

5.0%

2.9%

8.2%

2.0%

0% 20% 40% 60%

公園など家の外で安心して子供が遊べる場を増やしてほしい

保育所を増やしてほしい

親子が安心して集まれる身近な場を増やしてほしい

保育所や幼稚園にかかる出費負担を軽減してほしい

認定こども園を増やしてほしい

親子で楽しめるイベントを開催してほしい

放課後子供教室を増やしてほしい

児童手当などの給付事業による家庭の経済的支援を強めてほ

しい

こどもクラブ（学童保育所）を増やしてほしい

安心して子供が医療機関にかかれる体制を整備してほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など企業に対して職場環

境の改善を働きかけてほしい

誰でも気軽に利用できるＮＰＯ等による保育サービスがほしい

幼稚園を増やしてほしい

子供への虐待を防止する取組みや子供の人権を守る取組みを

強めてほしい

子育てに困った時に相談したり情報が得られる場を作ってほし

い

子育て中の親同士が交流できる場や子育てについて学べる機

会を提供してほしい

子ども家庭支援センターのあそびひろばを増やしてほしい

児童館を増やしてほしい

特にない

その他

無回答

(n = 1,4 29)
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＜年齢別＞ 

 

1 位：白文字、2 位：太文字 

 

 

1 位：白文字、2 位：太文字 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

親子が安
心して集
まれる身
近な場を
増やして
ほしい

公園など
家の外で
安心して
子供が遊
べる場を
増やして
ほしい

親子で楽
しめるイベ
ントを開催
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

認定こども園を増
やしてほしい

こどもクラ
ブ（学童
保育所）
を増やし
てほしい

保育所や幼稚
園にかかる出
費負担を軽減
してほしい

誰でも気軽に利用
できるＮＰＯ等によ
る保育サービスが

ほしい

児童館を増や
してほしい

人数 1429 401 687 346 476 119 382 295 392 131 72

構成比 28.1% 48.1% 24.2% 33.3% 8.3% 26.7% 20.6% 27.4% 9.2% 5.0%

人数 68 27 29 18 39 10 30 15 23 5 3

構成比 39.7% 42.6% 26.5% 57.4% 14.7% 44.1% 22.1% 33.8% 7.4% 4.4%
人数 186 59 82 57 106 25 77 27 54 24 9
構成比 31.7% 44.1% 30.6% 57.0% 13.4% 41.4% 14.5% 29.0% 12.9% 4.8%
人数 152 41 67 43 72 15 56 37 42 12 4
構成比 27.0% 44.1% 28.3% 47.4% 9.9% 36.8% 24.3% 27.6% 7.9% 2.6%

人数 167 58 88 46 62 20 53 38 54 14 9
構成比 34.7% 52.7% 27.5% 37.1% 12.0% 31.7% 22.8% 32.3% 8.4% 5.4%
人数 294 87 130 72 77 18 71 62 80 25 10
構成比 29.6% 44.2% 24.5% 26.2% 6.1% 24.1% 21.1% 27.2% 8.5% 3.4%
人数 280 67 152 56 70 15 58 64 72 20 18
構成比 23.9% 54.3% 20.0% 25.0% 5.4% 20.7% 22.9% 25.7% 7.1% 6.4%
人数 266 58 130 49 45 16 34 49 64 28 19
構成比 21.8% 48.9% 18.4% 16.9% 6.0% 12.8% 18.4% 24.1% 10.5% 7.1%
人数 16 4 9 5 5 0 3 3 3 3 0
構成比 25.0% 56.3% 31.3% 31.3% 0.0% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 0.0%

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳

放課後子供
教室を増やし
てほしい

子ども家庭支援
センターのあそび
ひろばを増やして

ほしい

安心して子供が
医療機関にかか
れる体制を整備し

てほしい

児童手当などの
給付事業による
家庭の経済的支
援を強めてほしい

子供への虐待を
防止する取組み
や子供の人権を
守る取組みを強
めてほしい

子育てに困っ
た時に相談し
たり情報が得
られる場を
作ってほしい

子育て中の
親同士が交
流できる場や
子育てについ
て学べる機
会を提供して
ほしい

残業時間
の短縮や
休暇の取
得促進な
ど企業に
対して職
場環境の
改善を働

きかけて
ほしい

その他 特にない 無回答

人数 340 82 235 323 114 97 92 220 117 41 87

構成比 23.8% 5.7% 16.4% 22.6% 8.0% 6.8% 6.4% 15.4% 8.2% 2.9% 6.1%

人数 6 8 8 18 7 4 11 12 3 1 3

構成比 8.8% 11.8% 11.8% 26.5% 10.3% 5.9% 16.2% 17.6% 4.4% 1.5% 4.4%
人数 19 28 18 34 10 14 19 26 11 6 7
構成比 10.2% 15.1% 9.7% 18.3% 5.4% 7.5% 10.2% 14.0% 5.9% 3.2% 3.8%
人数 14 12 20 39 18 17 16 24 17 0 7
構成比 9.2% 7.9% 13.2% 25.7% 11.8% 11.2% 10.5% 15.8% 11.2% 0.0% 4.6%

人数 42 10 27 37 17 8 10 27 14 3 2
構成比 25.1% 6.0% 16.2% 22.2% 10.2% 4.8% 6.0% 16.2% 8.4% 1.8% 1.2%
人数 81 10 49 80 18 15 14 37 33 13 23
構成比 27.6% 3.4% 16.7% 27.2% 6.1% 5.1% 4.8% 12.6% 11.2% 4.4% 7.8%
人数 87 10 59 64 26 24 14 50 19 4 18
構成比 31.1% 3.6% 21.1% 22.9% 9.3% 8.6% 5.0% 17.9% 6.8% 1.4% 6.4%
人数 86 4 50 49 17 14 8 43 18 13 25
構成比 32.3% 1.5% 18.8% 18.4% 6.4% 5.3% 3.0% 16.2% 6.8% 4.9% 9.4%
人数 5 0 4 2 1 1 0 1 2 1 2
構成比 31.3% 0.0% 25.0% 12.5% 6.3% 6.3% 0.0% 6.3% 12.5% 6.3% 12.5%

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答

全体

0歳（H30.4以降）

0歳（H30.3以前）

1歳
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◆小学生調査の結果 

 

(１) 将来の「夢」について 

問 3-3  あなたは、将来、どの段階まで進学したいですか。 

 

 将来どの段階まで進学したいかは、「大学またはそれ以上」が 49.6％と最も多く、次いで「ま

だわからない」が 32.5％となっています。 

 

 

(２) 普段の生活について 

問 4  毎日の食事で、１日１回は家族と食事をとっていますか。 

 

 家族との食事の頻度は、「ほぼ毎日一緒に食べる」が 84.2％と最も多く、次いで「週に 4、5

日は一緒に食べる」が 7.9％となっています。 

 

中学卒業以降の進

学を希望しない
0.4%高校まで

7.1%

短大・高専・専門学

校まで

9.2%

大学またはそれ以

上

49.6%

まだわからない
32.5%

無回答

1.2%

(n = 240)

ほぼ毎日一緒に食

べる

84.2%

週に４、５日は一緒

に食べる

7.9%

週に２、３日は一緒

に食べる
3.8%

週に１日程度は一

緒に食べる
2.1%

ほとんど一緒に食

べない
0.8%無回答

1.2%

(n = 240)
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(３) 学校や勉強について 

問 9  あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。 

 

 学校の授業がわからないことがあるかは「ほとんどない」が 50.4％と最も多く、次 

いで「少しある」が 36.3％となっています。 

 

 

問 14  あなたは、学習塾に通ったり、家庭教師に来てもらっていますか。 

通っている（来てもらっている）場合、１週間に何日通っていますか。 

 

 学習塾や家庭教師の頻度は「通って（来てもらって）いない」が 41.7％と最も多く、次いで

「週に３日」が 20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

ほとんどない

50.4%

少しある
36.3%

半分くらいある
9.6%

わからないことが多い

2.5%

ほとんどわからない
0.4%

無回答
0.8%

(n = 240)

通って（来てもらっ

て）いない

41.7%

週に１日

4.6%

週に２日

15.4%

週に３日
20.0%

週に４日
10.0%

週に５日

3.3%

週に６日

2.1%

毎日

0.4% 無回答
2.5%

(n = 240)
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◆小学生保護者調査の結果 

 

(１) こどもクラブの利用希望について 

① こどもクラブの利用希望 

問 16  平日、土曜日または夏休みなどの長期休業日に、あて名のお子さんについて、こど

もクラブ（学童保育）を利用したいですか。現在の入会の有無に関係なく回答して

ください。（複数回答） 

 

 こどもクラブ（学童保育）の利用意向は「利用希望はない」が 51.0％と最も多く、次いで「夏

休みなどの長期休業日に利用したい」が 42.7％となっています。 

 学年別にみると、１年生及び２年生、３年生で「夏休みなどの長期休業日に利用したい」がそ

れぞれ 59.7％、57.5％、51.3％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜学年別＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１位：白文字、２位：太文字 
 
 
 

22.0%

8.4%

42.7%

51.0%

2.9%

0% 20% 40% 60%

平日に利用したい

土曜日に利用したい

夏休みなどの長期休業日に利用したい

利用希望はない

無回答

(n = 1,471)

合計

平日に利

用したい

土曜日に

利用した
い

夏休みな

どの長期
休業日に

利用した
い

利用希望

はない

無回答

人数 1471 324 124 628 751 42

構成比 22.0% 8.4% 42.7% 51.0% 2.9%

人数 258 113 47 154 86 5

構成比 43.8% 18.2% 59.7% 33.3% 1.9%
人数 252 94 34 145 87 5

構成比 37.3% 13.5% 57.5% 34.5% 2.0%
人数 230 66 20 118 96 7

構成比 28.7% 8.7% 51.3% 41.7% 3.0%
人数 252 25 8 92 145 8

構成比 9.9% 3.2% 36.5% 57.5% 3.2%
人数 229 13 6 63 158 7
構成比 5.7% 2.6% 27.5% 69.0% 3.1%

人数 214 7 3 42 163 6
構成比 3.3% 1.4% 19.6% 76.2% 2.8%

人数 36 6 6 14 16 4
構成比 16.7% 16.7% 38.9% 44.4% 11.1%

５年生

６年生

無回答

全体

１年生

２年生

３年生

４年生
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問 16-1  問 16で「平日に利用したい」と回答された方にうかがいます。 

希望する利用頻度はどのくらいですか。 

 

＜希望する利用頻度＞ 

 平日にこどもクラブ（学童保育）を利用したい人の希望する利用頻度は「週５日以上利用したい」

が 51.9％と最も多く、次いで「週３、４日利用したい」が 31.2％となっています。 

 学年別にみると、１年生及び２年生、３年生では「週５日以上利用したい」が最も多く、４年生

及び５年生、６年生では「週３、４日利用したい」が最も多くなっています。 

  

  

 

        ＜学年別＞ 

 

１位：白文字、２位：太文字 

 

 

 

 

週５日以上利用したい
51.9%

週３、４日利用したい
31.2%

週１、２日利用したい
14.8%

無回答
2.1%

(n = 324)

合計

週５日以

上利用し
たい

週３、４日

利用した
い

週１、２日

利用した
い

無回答

人数 324 168 101 48 7

構成比 51.9% 31.2% 14.8% 2.2%

人数 113 68 25 15 5

構成比 60.2% 22.1% 13.3% 4.4%
人数 94 50 34 8 2

構成比 53.2% 36.2% 8.5% 2.1%

人数 66 39 15 12 0
構成比 59.1% 22.7% 18.2% 0.0%

人数 25 4 12 9 0
構成比 16.0% 48.0% 36.0% 0.0%

人数 13 3 8 2 0
構成比 23.1% 61.5% 15.4% 0.0%

人数 7 2 3 2 0
構成比 28.6% 42.8% 28.6% 0.0%

人数 6 2 4 0 0
構成比 33.3% 66.7% 0.0% 0.0%

全体

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答
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＜希望する利用時間＞ 

 平日にこどもクラブ（学童保育）を利用したい人の希望する利用時間は「１７時まで」が 31.8％

で最も多く、次いで「１８時まで」が 31.5％、「１９時まで」が 12.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9%

1.5%

3.1%

31.8%

31.5%

12.3%

0.9%

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

17.7%

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

14時まで

15時まで

16時まで

17時まで

18時まで

19時まで

20時まで

21時まで

22時まで

23時まで

24時まで

無回答

(n = 324)
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(２) 放課後子供教室・児童館ランドセル来館について 

① 放課後子供教室の利用意向 

問 17  あて名のお子さんの学校で放課後子供教室を実施した場合、放課後子供教室を利用

してみたいと思いますか。 

 

 放課後子供教室の利用意向は、「利用してみたい」が 55.4％と最も多く、次いで「利用するつ

もりはない」が 33.6％となっています。 

 

 

問 17-1  問 17で「すでに利用している」または「利用してみたい」を選択した方にお伺い

します。放課後子供教室をどのような理由で利用していますか（利用してみたいで

すか。）。（複数回答） 

 

 放課後子供教室を利用している（利用してみたい）理由は、「指導員が見守りを行うなど安心

な運営体制が取られているから」が 63.1％と最も多く、次いで「長期休業日も実施しているか

ら」が 50.9％、「参加費用が無料だから」が 43.6％の順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すでに利用している

7.9%

利用してみたい

55.4%

利用するつもりはない

33.6%

無回答

3.1%

(n = 1,471)

63.1%

50.9%

43.6%

31.5%

29.1%

10.2%

2.4%

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

指導員が見守りを行うなど安心な運営体制が取られているから

長期休業日も実施しているから

参加費用が無料だから

異学年の児童との交流が図られているから

参加させたいプログラムがあるから

その他

無回答

(n = 931)
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問 17-3  問 17-2で「利用するつもりはない」を選択した方にお伺いします。放課後子供教

室を利用していない（利用するつもりはない）理由は何ですか。（複数回答） 

 

 放課後子供教室を利用しない（利用するつもりはない）理由は「（習い事などで）時間が 

合わないから」が 47.4％と最も多く、次いで「放課後の時間帯に保護者が在宅しているから」 

が 36.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18  児童館で実施しているランドセル来館を利用してみたいと思いますか。 

 

 ランドセル来館の利用意向は「利用するつもりはない」が 68.5％、「利用してみたい」が 

20.1％の順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

47.4%

36.8%

10.5%

9.7%

3.4%

2.8%

1.4%

20.6%

3.4%

0% 20% 40% 60%

（習い事などで）時間が合わないから

放課後の時間帯に保護者が在宅しているから

こどもクラブ（学童保育）に入会しているから

放課後子供教室以外で遊ばせたいから

おやつの提供がないから

参加させたいプログラムがないから

連絡帳等がないから

その他

無回答

(n = 494)

すでに利用している

6.2%

利用してみたい

20.1%

利用するつもりはない

68.5%

無回答

5.2%

(n = 1,471)
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問 18-1  問 18で「すでに利用している」または「利用してみたい」を選択した方にお伺い

します。ランドセル来館をどのような理由で利用していますか（利用してみたいで

すか。）（複数回答） 

 

 ランドセル来館を利用している（利用してみたい）理由は「子供だけで放課後を過ごさせる

ことが不安だから」が 61.1％で最も多く、次いで「子供の通う学校で放課後子供教室が実施さ

れていないから」が 43.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ランドセル来館を利用してない（利用するつもりはない）理由は「放課後の時間帯に保護者

が在宅しているから」が 42.7％と最も多く、次いで「（習い事など）他に放課後を過ごす場所が

あるから」が 37.2％となっています。 

 

 

42.7%

37.2%

25.3%

11.7%

13.8%

1.0%

0% 20% 40% 60%

放課後の時間帯に保護者が在宅しているから

（習い事など）他に放課後を過ごす場所があるから

学校・自宅から児童館が遠いから

こどもクラブ（学童保育）に入会しているから

その他

無回答

(n = 1,007)

問 18-2  問 18で「利用するつもりはない」を選択した方にお伺いします。ランドセル来館を

利用していない（利用するつもりはない）理由は何ですか。（複数回答） 

61.1%

43.0%

21.2%

1.0%

16.8%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80%

子供だけで放課後を過ごさせることが不安だから

子供の通う学校で放課後子供教室が実施されていないから

放課後子供教室より長い時間を過ごすことができるから

こどもクラブの入会待ちをしているから

その他

無回答

(n = 386)
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(３) 区の子育て支援で特に力を入れてほしいもの 

問 65  区の子育て支援として、次の項目の中から、あなたが特に力を入れてほしいものは

何ですか。（複数回答） 

 

 区の子育て支援として特に力を入れてほしいものについては、「公園など家の外で安

心して子供が遊べる場を増やしてほしい」が 57.9％と最も多く、次いで「児童手当などの給

付事業による家庭の経済的支援を強めて欲しい」が 38.1％となっています。 

  

 

 

 

 

  

57.9%

38.1%

32.2%

28.3%

20.7%

15.8%

9.9%

9.4%

8.8%

8.4%

5.2%

7.3%

8.2%

7.5%

0% 20% 40% 60%

公園など家の外で安心して子供が遊べる場を増やしてほしい

児童手当などの給付事業による家庭の経済的支援を強めてほし

い

放課後子供教室を増やしてほしい

安心して子供が医療機関を受診できる体制を整備してほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など企業に対して職場環境の

改善を働きかけてほしい

親子で楽しめるイベントを開催してほしい

こどもクラブ（学童保育）を増やしてほしい

子供への虐待を防止する取組みや子供の人権を守る取組みを強

めてほしい

児童館を増やしてほしい

子育てに困った時に相談したり情報が得られる場を作ってほし

い

子育て中の親同士が交流できる場や子育てについて学べる機会

を提供してほしい

その他

特にない

無回答 (n = 1,471)
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◆中学生・高校生相当年齢者調査の結果 

 

(１) 授業のあとに行きたい場所 

【中学生・高校生相当年齢者 問 11】 

 授業が終わった後／授業や仕事が終わった後、どういうところならば行きたいと思いま 

すか。（複数回答） 

 

 
 「広いグラウンドやプールなど、自由にスポーツができる場所」が 49.5％と最も多く、次い

で「インターネットやゲームなどのコンピュータ機器が自由に使える場所」が 35.7％、「本や雑

誌などが自由に読める場所」が 34.2％となっています。 
 

 
 「広いグラウンドやプールなど、自由にスポーツができる場所」が 35.0％と最も多く、次い

で「同じ趣味を持った人が集まれる場所」が 30.0％、「落ち着いて勉強ができる場所」が 27.4％

となっています。 

 

49.5%

35.7%

15.2%

23.1%

34.2%

25.6%

32.8%

11.4%

29.2%

5.3%

13.3%

1.5%

35.0%

25.9%

9.1%

20.2%

25.1%

27.4%

26.2%

10.3%

30.0%

8.4%

16.3%

0.8%

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

広いグラウンドやプールなど、自由にスポーツが

できる場所

インターネットやゲームなどのコンピュータ機器が

自由に使える場所

絵画や工作などが自由にできる場所

楽器の演奏が自由にできる場所

本や雑誌などが自由に読める場所

落ち着いて勉強ができる場所

気軽に話のできる人がいる場所

いろいろな人と交流ができる場所

同じ趣味を持った人が集まれる場所

その他

特に行きたいところはない

無回答

中学生
(n = 527)

高校生相当
(n = 263)

中学生 

高校生相当年齢者 
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(２) 携帯電話、インターネット等のことについて 

① 携帯電話（スマートフォン含む）、パソコンの所有状況 

【中学生 問 35、高校生相当年齢者 問 34】 

 自分で使える携帯電話（スマートフォン含む）またはパソコンを持っていますか。 

 

＜携帯電話＞ 

 

 「持っている」が 87.7％、「持っていない」が 11.4％となっています。 

 

 「持っている」が 97.7％、「持っていない」が 1.9％となっています。 

 
＜パソコン＞ 

 

 
 「持っている」が 29.0％、「持っていない」が 58.1％となっています。 

 
 「持っている」が 41.1％、「持っていない」が 49.8％となっています。 

         

 

  

87.7%

97.7%

11.4%

1.9%

0.9%

0.4%

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

中学生
(n = 527)

高校生相当
(n = 263)

持っている 持っていない 無回答

29.0%

41.1%

58.1%

49.8%

12.9%

9.1%

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

中学生
(n = 527)

高校生相当
(n = 263)

持っている 持っていない 無回答

中学生 

高校生相当年齢者 

中学生 

高校生相当年齢者 
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② 携帯電話やパソコンの所持の目的 

【中学生 問 39、高校生相当年齢者 問 38】 

 使用頻度またはアクセス頻度はどのぐらいですか。 

※母数（N）は携帯電話あるいはパソコンのいずれかを所有している人 

 
 「1時間以上 2時間未満」が 28.1％と最も多くなっています。 

 
 「2時間以上 3時間未満」が 27.4％と最も多くなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.5%

14.5%

28.1%

18.4%

12.0%

4.1%

7.9%

4.3%

2.2%

3.4%

9.1%

21.3%

27.4%

15.6%

4.6%

12.5%

1.9%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40%

３０分未満

３０分以上１時間未満

１時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満

３時間以上４時間未満

４時間以上５時間未満

５時間以上

ほとんど使わないまたはアクセスしない

無回答

中学生
(n = 484)

高校生相当
(n = 263)

中学生 

高校生相当年齢者 
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③ 有害サイトへの対策 

【中学生 問 40、高校生相当年齢者 問 39】 

 携帯電話等やパソコンから有害サイト（「アダルトサイトや出会い系サイト」を指す、 

以下同じ）へ接続できないようにするフィルタリング機能を使っていますか。 

※母数（N）は携帯電話あるいはパソコンのいずれかを所有している人 

 
 「使っている」が 50.4％と最も多く、次いで「使っていない」が 31.8％となっています。 

 
 「使っている」が 48.7％と最も多く、次いで「使っていない」が 39.9％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.4%

48.7%

31.8%

39.9%

16.9%

8.7%

0.9%

2.7%

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

中学生
(n = 484)

高校生相当
(n = 263)

使っている 使っていない

フィルタリング機能を知らない 無回答

中学生 

高校生相当年齢者 
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◆若者（１８歳～３９歳）調査の結果 

 

(１) 人づきあいについて 

問 13  あなたの普段のコミュニケーション（家族を含め、直接の会話や電話でのやりとり）

についていちばん近いものはどれですか。※仕事上でのやり取りは含めない 

 

 普段のコミュニケーションについては、「どちらかというと多い」が 37.8％と最も多く、 

次いで「多い」が 29.0％となっています。 

 

 

問 14  日常生活や仕事などの悩みや不安がある場合、それを相談できる人はいますか。 

（複数回答） 

 

 相談できる人については、「親」が 66.8％と最も多く、次いで「友人」が 65.6％となっ 

ています。 

   

多い
29.0%

どちらかというと多い
37.8%

どちらかというと少

ない
15.1%

少ない
6.9%

少ないが、メールや

ゲーム、ＳＮＳ上の

やり取りはある
7.3%

ほとんどない
2.3%

無回答
1.6%

(n = 259)

66.8%

51.7%

25.1%

6.9%

65.6%

1.9%

8.1%

1.5%

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

親

配偶者

兄弟姉妹

その他の家族・親戚

友人

近所に住む人

相談できる人はいない

無回答

(n = 259)
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(２) ひきこもりについて 

問 19  普段どのくらい外出しますか。 

 

 外出の頻度については、「仕事や学校で平日は毎日外出する」が 77.6％と最も多く、次いで

「仕事や学校で週に 3～4日外出する」が 5.4％となっています。 

 “18,19歳”では「自室からは出るが、家からは出ない」が 7.7％、“25～29歳”では「ふ 

だんは家にいるが、自分の趣味に関する用事の時だけ外出する」が 7.3％となっています。 

 

 

 

 ＜年齢別＞ 

 
１位：白文字、２位：太文字 

 

 

 

 

仕事や学校で平日は

毎日外出する
77.6%

仕事や学校で週に３

～４日外出する
5.4%

遊び等で頻繁に外出する
4.6%

人づきあいのために

ときどき外出する
3.9%

ふだんは家にいる

が、自分の趣味に関

する用事の時だけ外

出する
3.5%

ふだんは家にいる

が、近所のコンビニな

どには出かける
2.3%

自室からは出るが、家

からは出ない
0.8% 無回答

1.9%

(n = 259)

合計

仕事や学
校で平日
は毎日外
出する

仕事や学
校で週に
３～４日外
出する

遊び等で
頻繁に外
出する

人づきあ
いのため
にときどき
外出する

ふだんは
家にいる
が、自分
の趣味に
関する用
事の時だ
け外出す
る

ふだんは
家にいる
が、近所
のコンビ
ニなどに
は出かけ
る

自室から
は出る
が、家か
らは出な
い

自室から
ほとんど
出ない

無回答

人数 259 201 14 12 10 9 6 2 0 5
構成比 77.6% 5.4% 4.6% 3.9% 3.5% 2.3% 0.8% 0.0% 1.9%
人数 13 11 0 0 0 0 0 1 0 1
構成比 84.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 7.7%
人数 24 22 1 0 1 0 0 0 0 0
構成比 91.6% 4.2% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
人数 41 29 2 1 2 3 1 1 0 2
構成比 70.8% 4.9% 2.4% 4.9% 7.3% 2.4% 2.4% 0.0% 4.9%
人数 78 58 5 7 3 2 2 0 0 1
構成比 74.4% 6.4% 9.0% 3.8% 2.6% 2.6% 0.0% 0.0% 1.2%
人数 100 79 6 4 3 4 3 0 0 1
構成比 79.0% 6.0% 4.0% 3.0% 4.0% 3.0% 0.0% 0.0% 1.0%
人数 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
構成比 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

全体

18,19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

無回答
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問 19-1  あなたが、あまり外出しなくなってから、またはほとんど外出しなくなってから、どのく

らい経ちますか。 

 

 外出をしなくなった年月については、「1年から 3年」が 35.3％と最も多く、次いで「7年以

上」が 23.5％となっています。 

 “25～29歳”では「7年以上」が最も多くなっています。 

 

 

    

 ＜年齢別＞ 

 
１位：白文字、２位：太文字 

 

 

 

 

 

 

 

６か月から１年
17.6%

１年から３年
35.3%

３年から５年
5.9%

７年以上
23.5%

無回答
17.7%

(n = 17)

合計
６か月未満 ６か月から１年 １年から３年 ３年から５年 ５年から７年 ７年以上 無回答

人数 17 0 3 6 1 0 4 3
構成比 0.0% 17.6% 35.3% 5.9% 0.0% 23.5% 17.7%
人数 1 0 0 1 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
人数 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
人数 5 0 1 1 0 0 2 1
構成比 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0%
人数 4 0 0 2 0 0 1 1
構成比 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0%
人数 7 0 2 2 1 0 1 1
構成比 0.0% 28.6% 28.6% 14.3% 0.0% 14.3% 14.3%
人数 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

全体

18,19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

無回答
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問 19-2  あなたが、あまり外出しなくなった、またはほとんど外出しなくなったきっかけや

理由はなんですか。（複数回答） 

 

 外出をしなくなったきっかけや理由については、「自宅で仕事をしている」が 23.5％と最も多

く、次いで「病気」と「外出の必要性を感じない」、「その他の家事のため」がそれぞれ 17.6％

となっています。 

 “18,19歳”では「受験に失敗した」が多く、“35～39歳”では「自宅で仕事をしている」「そ

の他の家事のため」が多くなっています。 

 

 ＜年齢別＞ 

 
１位：白文字、２位：太文字 

 

 

 

 

 

5.9%

0.0%

5.9%

5.9%

11.8%

0.0%

17.6%

17.6%

5.9%

23.5%

5.9%

17.6%

0.0%

5.9%

29.4%

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

不登校（小学校・中学校・高校）
大学・専門学校に馴染めなかった

受験に失敗した
就職活動がうまくいかなかった

職場に馴染めなかった
人間関係がうまくいかなかった

病気
外出の必要性を感じない

妊娠・出産・子育てをするため
自宅で仕事をしている

介護・介助のため
その他の家事のため

特に理由はない
その他
無回答 (n = 17)

合計

不登校
（小学校・
中学校・
高校）

大学・専
門学校に
馴染めな
かった

受験に失
敗した

就職活動
がうまくい
かなかっ
た

職場に馴
染めな
かった

人間関係
がうまくい
かなかっ
た

病気 外出の必
要性を感
じない

妊娠・出
産・子育
てをする
ため

自宅で仕
事をして
いる

介護・介
助のため

その他の
家事のた
め

特に理由
はない

その他 無回答

人数 17 1 0 1 1 2 0 3 3 1 4 1 3 0 1 5
構成比 5.9% 0.0% 5.9% 5.9% 11.8% 0.0% 17.6% 17.6% 5.9% 23.5% 5.9% 17.6% 0.0% 5.9% 29.4%
人数 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
人数 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0%
人数 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
人数 7 1 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 3 0 1 1
構成比 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 42.9% 14.3% 42.9% 0.0% 14.3% 14.3%
人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

全体

18,19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

無回答
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問 21  これまでに、次のようなことを経験したことはありますか。（複数回答） 

  

 ニートやひきこもり等を経験したことがあるかについては、「経験したことがない」が 71.4％

と最も多く、次いで「不登校」が 8.5％、「クラスや職場への不適応」が 8.1％となっています。 

 経験したことの内容としては、“18,19 歳”では「ニート」が多く、“35～39 歳”では「不登

校」「学校の中途退学」が多くなっています。 

 

 

 

 

 ＜年齢別＞ 

 
１位：白文字、２位：太文字 

 

 

 

 

7.3%

4.6%

8.1%

8.5%

6.6%

71.4%

7.3%

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

ニート（※１）

ひきこもり（※２）

クラスや職場への不適応

不登校

学校の中途退学

上記の事を経験したことがない

無回答

(n = 259)

合計

ニート

（※１）

ひきこもり

（※２）

クラスや

職場への

不適応

不登校 学校の

中途退学

上記の事を

経験したことが

ない

無回答

人数 259 19 12 21 22 17 185 19

構成比 7.3% 4.6% 8.1% 8.5% 6.6% 71.4% 7.3%

人数 13 2 1 0 0 0 10 1

構成比 15.4% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 76.9% 7.7%

人数 24 3 2 3 3 2 17 2

構成比 12.5% 8.3% 12.5% 12.5% 8.3% 70.8% 8.3%
人数 41 5 3 4 5 1 30 1

構成比 12.2% 7.3% 9.8% 12.2% 2.4% 73.2% 2.4%

人数 78 5 2 9 4 4 56 6

構成比 6.4% 2.6% 11.5% 5.1% 5.1% 71.8% 7.7%
人数 100 4 4 5 10 10 69 9

構成比 4.0% 4.0% 5.0% 10.0% 10.0% 69.0% 9.0%

人数 3 0 0 0 0 0 3 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

全体

18,19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

無回答

※1「ニート」の定義 

学校に通学せず、独身で、収入を伴う仕事をしていない 15～34 歳の個人（内閣府） 

※2「ひきこもり」の定義 

様々な要因の結果、社会的参加を回避し、原則的には 6カ月以上にわたって、家庭にとどまり続けている状態 

（他者と交わらない形での外出をしていてもよい）（内閣府） 
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問 22  どのようなところであれば、現在の悩みや不安について相談しようと思いますか。

（複数回答） 

 

 現在の悩みや不安を相談しようと思える相談先については、「専門家がアドバイスをくれる」

が 40.9％と最も多く、次いで「自分の名前を知られずに相談できる」が 34.0％となっています。 

 

 

  

 悩みや不安を相談しようと思わない理由については、「家族や友人・知人に相談する」が 

60.3％と最も多く、次いで「相談しても解決しないと思う」が 33.3％となっています。 

 

 

 

 

40.9%

34.0%

30.1%

28.6%

27.8%

24.3%

20.8%

17.4%

15.1%

4.6%

1.9%

3.5%

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

専門家がアドバイスをくれる

自分の名前を知られずに相談できる

同じ悩みを持つ人と出会える

メールやＳＮＳで顔を合わすことなく相談できる

自分のペースでゆっくりと段階的な支援をしてくれる

相談しようと思わない

いろいろな悩みをまとめて聞いてくれる

相談がなくても気軽に行くことができるフリースペースがある

ご近所の目を気にすることなく相談できる

自宅に相談に乗ってくれる人が来てくれる

その他

無回答

(n = 259)

60.3%

33.3%

9.5%

7.9%

4.8%

4.8%

14.3%

1.6%

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

家族や友人・知人に相談する

相談しても解決しないと思う

自分（または家族）のことを知られたくない

相談相手にうまく話せないと思う

何を聞かれるか不安である

相談窓口に行ったことを人に知られたくない

その他

無回答

(n = 63)

問 22-1   問 22 で「相談しようと思わない」と回答した方にうかがいます。悩みや不安を

相談しようと思わない理由は何ですか。（複数回答） 
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◆子供の貧困に関連する調査の結果 

※就学前児童保護者票、小学生保護者票、中学生保護者票、高校生相当年齢者保護者票を合算し、集計 

 

(１) 家庭での介護の状況 

 

 同居家族の中に、介護が必要な方がいる割合は 6.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる, 6.2%

いない, 93.2%

無回答, 0.6%

同居しているご家族の中に、高齢であったり、障害があったりするなど、介護が必要な方は

いますか。 

（ｎ＝3,772） 
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(２) 世帯の収入状況 

父親の昨年１年間（２０１７年１月～１２月）の収入の合計（税込）はおよそいくらですか。 

 

 「９００万以上」が 19.6％で最も多く、次いで「４００～５００万円未満」が 14.3％となって

います。 

   

 

 

母親の昨年１年間（２０１７年１月～１２月）の収入の合計（税込）はおよそいくらですか。 

 

 「１００万未満」が 26.8％で最も多く、次いで「１００～２００万円未満」が 15.8％となってい

ます。 

   

  

0.2%

0.6%

1.1%

5.1%

11.2%

14.3%

13.0%

12.7%

10.3%

6.9%

19.6%

5.5%

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

収入なし

１００万円未満

１００～２００万円未満

２００～３００万円未満

３００～４００万円未満

４００～５００万円未満

５００～６００万円未満

６００～７００万円未満

７００～８００万円未満

８００～９００万円未満

９００万以上

無回答

4.5%

26.8%

15.8%

13.1%

12.7%

8.9%

6.0%

4.3%

2.3%

1.1%

2.2%

2.2%

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

収入なし

１００万円未満

１００～２００万円未満

２００～３００万円未満

３００～４００万円未満

４００～５００万円未満

５００～６００万円未満

６００～７００万円未満

７００～８００万円未満

８００～９００万円未満

９００万以上

無回答

（ｎ＝3,325） 

（ｎ＝2,584） 
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(３) 家庭の生活状況 

現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。 

 

 「普通」が 51.0％と最も多く、次いで「やや苦しい」が 20.5％となっています。 

 

   
 

 

ご家庭の家計について、最も近いものをお答えください。 

 

 「黒字であり、毎月貯蓄をしている」が 35.8％と最も多く、次いで「赤字でも黒字でもなく、

ぎりぎりである」が 34.7％となっています。 

 

 

  

4.6%

15.9%

51.0%

20.5%

6.8%

1.3%

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

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

3.5%

10.9%

34.7%

10.8%

35.8%

2.0%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40%

赤字であり、借金をして生活している

赤字であり、借金をして

生活している貯蓄を取り崩している

赤字でも黒字でもなく、ぎりぎりである

黒字であるが、貯蓄はしていない

黒字であり、毎月貯蓄をしている

その他

無回答

（ｎ＝3,772） 

（ｎ＝3,772） 
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あなたのご家庭では、過去１年間に、経済的な理由で、支払えないことはありましたか。 

 

＜電気料金＞ 

  

＜ガス料金＞ 

   

＜水道料金＞ 

   

＜家賃＞ 

  
 

 

あった, 2.4%

なかった, 

91.0%

該当しない

（払う必要が

ない）, 4.3%

無回答, 2.3%

あった, 2.0%

なかった, 

90.7%

該当しない（払

う必要がな

い）, 5.0%

無回答, 2.3%

あった, 2.2%

なかった, 

91.0%

該当しない

（払う必要が

ない）, 4.5%

無回答, 2.3%

あった, 2.4%

なかった, 

70.9%

該当しない（払

う必要がな

い）, 23.6%

無回答, 3.1%

（ｎ＝3,772） 

（ｎ＝3,772） 

（ｎ＝3,772） 

（ｎ＝3,772） 
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